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総
合
文
化
研
究
所
長　

西
永
良
成

　

東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
、
も
う
八
年
も
の
歳
月
が
流
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
研
究
所
の
雑
誌
《
総
合
文
化
研
究
》
の
刊
行
は
研
究
所
設
立
の
一
年

後
だ
っ
た
か
ら
、
二
〇
〇
三
学
年
度
の
本
号
は
第
七
号
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
創
刊
号
か

ら
第
六
号
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ロ
シ
ア
・
東
欧
、
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・

地
中
海
、
英
米
・
ド
イ
ツ
の
地
域
の
文
化
と
文
学
の
特
集
を
お
こ
な
っ
て
好
評
を
得
た
。

　

本
号
で
は
そ
れ
を
う
け
て
、
今
度
は
ま
っ
た
く
新
し
い
観
点
か
ら
特
集
「
越
境
性
の
ア
ポ

リ
ア
」
を
組
ん
で
み
た
。
そ
の
結
果
き
わ
め
て
充
実
し
た
内
容
に
な
っ
た
こ
と
を
、
編
集

責
任
者
の
亀
山
郁
夫
教
授
は
じ
め
、
執
筆
さ
れ
た
方
々
に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
寄
稿
論

文
も
こ
れ
ま
で
に
な
く
数
多
く
出
揃
い
、
本
号
は
予
想
以
上
に
内
容
豊
か
で
大
部
の
も
の

に
な
っ
た
。
私
た
ち
の
研
究
誌
の
今
後
を
楽
観
視
さ
せ
る
に
足
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
本
年
三
月
を
も
っ
て
思
想
文
化
論
の
上
村
忠
男
教
授
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
の

ジ
ャ
ン
・
Ｂ
・
ゴ
ー
ド
ン
教
授
、
モ
ン
ゴ
ル
文
化
・
文
学
の
蓮
見
治
雄
教
授
の
三
名
の
所

員
が
退
官
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、本
年
四
月
か
ら
は
大
学
が
独
立
法
人
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

本
研
究
所
を
め
ぐ
る
内
外
の
状
況
は
逆
に
、
か
な
ら
ず
し
も
楽
観
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ

る
の
も
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
か
、
こ
の
度
の
東
京
都
立
大
学
の
非
文
明
的
な
愚
挙
に
象

徴
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
国
で
経
済
至
上
主
義
の
浅
は
か
な
風
潮
が
支
配
す
る

中
で
、
文
学
・
文
化
研
究
が
今
後
、
深
刻
な
逆
境
に
遭
遇
す
る
可
能
性
す
ら
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
文
化
の
軽
視
、
も
し
く
は
単
一
化
の
未
来
は
、
端
的
に
人
類
の
動
物
化
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
風
潮
に
逆
ら
い
、こ
れ
ま
で
以
上
の
覚
悟
と
熱
意
を
も
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
専
攻
す
る
文
化
・
文
学
の
研
究
に
邁
進
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
号
の
特
集

に
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
通
文
化
的
な
試
み
を
、
益
々
積
極
的
に
お
こ
な
っ
て
い

く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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レ ・ ミ ラ ン ド 城 の ジ ョ セ フ ィ ー ン
･ ベ イ カ ー

　 　

̶
̶

̶

「 虹 の 部 族 」 と  「 世 界 の キ  ャ  ピ タ  ル 」

荒 こ の み
１
　

エ リ ザ  ベ  ス サ  ン ダ ー ス ホ ー ム

　

あ の

長
く
暗
い  ト  ン  ネ  ル  は ふ し ぎ な

越 境

の
道
の り だ  っ  た

。

　

か  っ  て こ の ト  ン ネ ル  の

入
り
口
に
、
母 親

は
赤
ん
坊
を
置
き ざ り に し

、
ま た

幼

子
の
手
を
離
し て

、  「

ト  ン  ネ ル  の

向
こ う  へ

歩
い  て

行
き な さ  い  ね

。
そ こ に お ば さ

ん が  い る か ら

」
と
言
い
含
め て

、
自 分

は ト  ン ネ ル か ら

足 早

に
遠
ざ か  っ  て

行
っ

た の だ  っ  た

。
捨
て ら れ た

子 供

た ち は ふ  つ う の

日 本 人

の
子 供

よ り も

、
す こ し

ば か り

肌
の
色
が
黒
か  っ  た り

白
か  っ  た り し た

。
一  九 五

〇
年 代

の こ ろ の

、
大 磯

に あ る  エ  リ ザ  ベ  ス  サ  ン ダ ー ス  ホ ー ム

入
り
口
の ト  ン  ネ  ル

。

　

乳 児 院

エ  リ ザ  ベ  ス  サ  ン ダ ー ス  ホ ー ム  は

、
一  九 四 八 年 二 月

に
創 立

さ れ た

。
混

血 児

の
乳 児 院

と し て

知
ら れ る よ う に な  っ  た  エ リ ザ  ベ  ス サ  ン ダ ー ス  ホ ー ム は

、

澤 田 美 喜

の
始
め た

大
き な プ  ロ ジ  ェ  ク ト だ  っ  た

。
乳 母 日 傘

で
育
っ  た

三 菱

の
岩

崎 家 長 女

、
そ し て

外 交 官 澤 田 廉 三

と
結 婚

し
、
澤 田 美 喜

と な  っ  た

人
が
、
戦

後
の
日 本

の
混 血 児 問 題

に
心
を
痛
め
、
混 血 児

の
捨
て
子
を
育
て る よ う に な っ

た
、
そ の

始
ま り に あ た  っ  て は

、
そ れ が こ れ ほ ど の

大
き な

、
そ し て

果
て  し な

く
続
く プ  ロ ジ  ェ  ク ト に な ろ う と は

考
え て も  い  な か  っ  た だ ろ う

。
だ が そ の

後
、

こ の ホ ー ム か ら

千 人

を
越
え る

数
の
子 供

た ち が

巣 立

ち
、
今
で は ホ ー ム も

姿

を
少
し
変
え て

、
そ れ で も

親
が
育
て ら れ な く な  っ  た

子 供

た ち を

、
い  つ  で も

百

人 近

く
抱
え て

育
て  て  い る

。
今 日

の  エ リ ザ  ベ  ス サ  ン ダ ー ス  ホ ー ム は

、
当 初

の

目 的

と は

違
っ  て

、
預
か り

育
て  て  い る の は

混 血 児

の
捨
て
子
で は も は や な  い  の

だ が

、
基 本 的 精 神

は か わ ら な  い  と こ ろ で

、
社 会

の な か  で

活 動

し
機 能

し て  い  る

。

　

そ  し て あ の よ く

知
ら れ た

薄 暗

い  ト  ン  ネ  ル  は

今
も あ る

。

　

澤 田 美 喜

と ア  メ リ カ の

黒 人 歌 手

ジ  ョ  セ フ  ィ ー ン

・
ベ  イ カ ー と の

友 情

は
、

二 人

が パ  リ で

初
め て

出 会

っ  た

一  九 三

〇
年 代

の こ ろ か ら

終 生 続

く
、
お
互
い  に

信 頼

し あ う

深
い  か か わ り だ  っ  た

。
ア  メ リ カ  の イ ー ス ト

・
セ  ン  ト

・
ル  イ ス と  い

う
貧
し  い

都 会

の  ス ラ ム  に

生
ま れ

、
教 育

も
十 分

に
受
け ず に

一
〇
代
の
初
め に

歌

手
・
踊
り
子
に な っ  て

、
い わ ゆ る ど さ

回
り を し て  い た ジ  ョ  セ フ  ィ ー ン と

、
岩

崎 家

の お

屋 敷

の な か で お

姫
さ ま の よ う に

育
っ  た

澤 田 美 喜

と の

社 会 環 境 的

な
接 点

は な  い

。
そ れ で も

二 人

が お

互
い  に

感
じ あ っ  て  い  た も の は

、
人 種

・
宗

教
・
地 理 的 距 離

・
社 会 的 立 場

を
越
え て

、
同 質

の も の だ  っ  た の だ ろ う

。
社

会
の な か  に

見
ら れ る あ ら ゆ る

夾 雑 物

や
、
表 面

に
顕 在 化

し て  い  る

異 質

な も の

を す  べ  て

透 明 化

し て  し ま う

力
を
、
二 人

は
共 有

し て  い  た の だ  っ  た

。
こ の よ う

に お

互
い  に

異 質

な も の で は な く

同 質

な も の を よ り

強
く
感
じ
意 識

す る

、
そ

の
人 間 的

な
傾 向

に
、
私
は
二 人

の
普 通

い  っ  ぱ ん と は

違
っ  た

特 異

な
資 質

を
認

め る

。
そ し て そ の

特 異 性

が
、
常 人

を
越
え た

規 模

の
社 会 的 仕 事

を
成
し
遂
げ

る
原 動 力

に な っ  て  い  た の だ ろ う

。
越 境

の
力
な ど と  い う

素 朴

で た や す  い も の
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で
は
な
い
。
そ
れ
は
二
人
の
関
係
を
結
び
つ
け
た
、
不
必
要
な
夾
雑
物
を
払
い
の
け
る
、

透
明
化
す
る
力
で
あ
る
。

　

澤
田
美
喜
と
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
の
二
人
が
企
て
た
社
会
的
仕
事
は
、
孤

児
を
育
て
る
と
い
う
も
っ
と
も
難
し
い
仕
事
だ
っ
た
。
澤
田
美
喜
は
、
敗
戦
を
迎
え
て

ア
メ
リ
カ
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
貧
し
い
日
本
で
、
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
と
日
本
の
女
と

の
間
に
生
ま
れ
た
混
血
児
の
捨
て
子
を
収
容
し
て
育
て
、
い
っ
ぽ
う
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・

ベ
イ
カ
ー
は
、
生
ま
れ
故
郷
の
イ
ー
ス
ト
・
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
そ

の
も
の
に
根
強
く
厳
し
く
見
ら
れ
た
黒
人
差
別
の
体
験
か
ら
、
肌
の
色
に
よ
る
差
別

の
な
い
社
会
を
夢
見
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
の
子
供
た
ち
を
養
子
に
し
て
、
赤
ん
坊

の
こ
ろ
か
ら
一
緒
に
育
て
よ
う
と
決
心
し
た
。
子
供
の
こ
ろ
か
ら
の
環
境
と
教
育
が
、

人
種
差
別
や
肌
の
色
を
意
識
し
な
い
、
い
わ
ば「
新
し
い
人
間
」
を
生
み
出
す
で
あ
ろ

う
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
は
差
別
の
な
い
世
界
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
、

南
仏
の
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
と
呼
ば
れ
る
お
城
を「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ
ル（
中
心
地
）」
と
名

づ
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
は
、
世
界
か
ら
迎
え
て
養
子

に
し
た
一
二
人
の
子
供
た
ち
を
抱
え
て
、
新
し
い
家
族
を
作
り
だ
し
た
。
こ
の
新
し
い

家
族
は
「
天
の
ア
ー
チ
（
虹
）
の
部
族
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

澤
田
美
喜
と
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
の
、
二
人
の
計
画
の
目
的
や
、
ま
た
目

的
遂
行
の
た
め
の
努
力
の
し
か
た
や
方
法
は
、そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
と
言
っ

て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
二
人
が
お
互
い
に
信
頼
し
あ
い
、
困
難
な
問
題
に
ぶ
つ

か
る
と
お
互
い
に
励
ま
し
あ
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
は
異
な
っ
て

い
て
も
、
そ
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
、
ま
た
人
間
と
し
て
の
生
き
か
た
に
お
い
て
、
根

本
的
に
あ
い
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム

に
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
の
寄
付
に
よ
っ
て
、
一
九
五
五
年
に
建
設
さ
れ
た

第
一
男
子
寮「
ベ
ー
カ
ー
の
家
」が
あ
り
、そ
の
建
物
の
玄
関
の
柱
に
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン・

ベ
イ
カ
ー
の
名
前
と
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
澤
田
美
喜
は
、
ベ
イ
カ
ー
を
助
け

て「
虹
の
部
族
」に
愛
情
を
注
い
で
い
た
夫
ジ
ョ
ー
・ブ
イ
ヨ
ン
と
の
夫
婦
の
危
機
を
知
っ

た
と
き
に
、
別
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
や
さ
し
い
言
葉
と
、
そ
し
て
美
喜
ら
し
い
実
際

的
な
助
言
の
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。

　
二
人
の
強
い
つ
な
が
り
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
の「
虹
の
部
族
」
の
第
一

番
目
と
第
二
番
目
の
子
供
が
、
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
に
引
き
取
ら
れ
て
い
た
二
人
の
混

血
の
男
の
子
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
そ
れ
よ
り
前
に
二
人
は
す
で
に
親
し

い
友
人
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
一
九
三
〇
年
代
の
初
め
に
、
外
交
官
の
夫
の
赴
任
に
伴
っ
て
、
パ
リ
で
暮
ら
す
よ
う

に
な
っ
た
澤
田
美
喜
は
、
そ
こ
で
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
と
知
り
合
い
に
な
る
。

小
坂
井
澄
著
の
『
こ
れ
は
あ
な
た
の
母
』（1988

）
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
の
亡
命
ロ
シ
ア
人

の
家
で
開
か
れ
た
パ
ー
テ
ィ
で
二
人
は
出
会
っ
て
い
る（122

）。
そ
の
と
き
澤
田
美
喜
は
、

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
が
、
多
忙
な
歌
手
活
動
の
な
か
、
三
ヶ
月
ご
と
に
パ
リ
の

ス
ラ
ム
街
を
慰
問
し
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
に
一
緒
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
頼
ん
だ
の
だ
っ
た
。

　
そ
の
こ
ろ
の
思
い
出
を
澤
田
美
喜
は
、『
黒
い
肌
と
白
い
心̶

̶

サ
ン
ダ
ー
ス
・
ホ
ー

ム
へ
の
道
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
と
の
親
交
が
で
き
た
の
も
そ
の
こ
ろ
で
し
た
。
彼
女

ぐ
ら
い
威
張
ら
な
い
、
一
流
の
女
優
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
ぐ
ら
い
劇
場
の
上
か
ら
下

の
人
々
ま
で
に
愛
さ
れ
、
慕
わ
れ
て
い
る
女
優
も
あ
り
ま
せ
ん
。
幕
引
き
の
男
か
ら
証

明
係
ま
で
、
彼
女
は
い
つ
も
そ
の
肩
を
た
た
い
て
そ
の
家
族
の
安
否
を
問
い
、
子
供
が

病
気
だ
と
い
え
ば
、
楽
屋
に
送
ら
れ
て
く
る
花
も
、
果
物
も
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
も
、
な

ん
で
も
惜
し
げ
も
な
く
わ
け
与
え
、
こ
れ
を
見
舞
う
の
で
し
た
。
ひ
と
興
行
す
む
と
、
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ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
必
ず
オ
ー
プ
ン
自
動
車
に
、
山
の
よ
う
に
お
菓
子
の
は
い
っ
た
か
ご

を
積
み
あ
げ
、
貧
民
窟
の
子
供
た
ち
を
訪
ね
る
の
で
し
た
。
私
は
幾
度
か
い
っ
し
ょ
に

行
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
女
は
ま
る
で
救
世
主
の
よ
う
に
、
貧
し
い
人
々
か
ら
慕

わ
れ
て
い
ま
し
た
。（
略
）
私
は
こ
の
と
き
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
ま
た
、
彼
女
は
日
本
人
の
た
め
に
な
に
か
を
頼
む
と
よ
く
世
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。
日
本
へ
帰
り
た
く
て
も
帰
れ
な
い
日
本
人
の
幾
人
か
に
、
黙
っ
て
マ
ル
セ
イ
ユ
か

ら
日
本
ま
で
の
船
の
切
符
を
買
っ
て
送
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
セ
ー
ヌ
の
左
岸

の
屋
根
裏
に
住
ん
で
い
た
日
本
人
の
、〈
女
流
画
家
〉に
も
、私
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
去
っ

た
後
ま
で
食
料
品
な
ど
を
届
け
て
く
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
隠
れ
た
面
倒
を
み
て
く
れ
て

い
ま
し
た
。
私
は
彼
女
の
紹
介
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
名
な
芸
術
家
を
た
く
さ
ん
知
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
」（103 - 4

）。

　

澤
田
美
喜
が
ス
ラ
ム
訪
問
を
願
っ
た
の
に
は
、
前
提
に
な
る
体
験
が
あ
っ
た
。
パ
リ

へ
来
る
前
に
暮
ら
し
て
い
た
ロ
ン
ド
ン
で
、
澤
田
美
喜
は
ド
ク
タ
ー
・バ
ー
ナ
ー
ド
ウ
ズ・

ホ
ー
ム
と
い
う
孤
児
院
を
見
学
し
て
い
る
。
そ
し
て
あ
る
感
慨
を
覚
え
て
い
た
の
だ
っ

た
。
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
世
界
に
目
を
開
か
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
し
て

生
来
の
好
奇
心
と
行
動
力
が
孤
児
院
見
学
へ
足
を
向
け
さ
せ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
澤
田
美
喜
を
突
き
動
か
し
た
も
の
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
と
同
じ
よ

う
に
、
ひ
と
つ
の
ひ
ら
め
き
、
天
才
的
な
好
奇
心
、
あ
る
い
は「
啓
示
」
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
そ
れ
以
来
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
や
ド
ク
タ
ー
・
バ
ー
ナ
ー
ド

ウ
の
行
為
と
そ
の
人
生
観
が
、
澤
田
美
喜
の
こ
こ
ろ
の
ど
こ
か
に
棲
み
つ
づ
け
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
澤
田
美
喜
は
夫
と
と
も
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
移
る
の
だ
が
、
こ
の
町
で
も

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
と
美
喜
の
二
人
は
会
っ
て
い
る
。
黒
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ホ
テ
ル
で
の

宿
泊
を
断
ら
れ
、
途
方
に
暮
れ
て
い
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
に
、
澤
田
美
喜

は
手
を
差
し
伸
べ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
を
自
宅
へ
招
き
入
れ
、
宿
を
提
供
し
た
の
だ
っ

た
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
が
初
め
て
日
本
を
訪
れ
る
の
は
、
一
九
五
四
年
の
春

の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
様
子
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
死
後
に
出
版
さ
れ
た
、

ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
と
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン・ベ
イ
カ
ー
の
共
著
の
伝
記
『
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
』

に
描
か
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
日
本
訪
問
が
初
め
て
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
す
ば
ら
し
い
人
、
ミ
キ
・
サ
ワ
ダ
の
お
か
げ
」
で
、「
日
本
を
よ
く
知
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
て
い
た
」 （192

）
と
い
う
。
ミ
キ
・
サ
ワ
ダ
に
紹
介
さ
れ
て
、
パ
リ
や

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
の
日
本
人
た
ち
と
も
知
り
合
い
に
な
り
、
か
れ
ら
を
通
じ
て
、

日
本
の「
驚
く
べ
き
文
化
に
目
を
開
か
せ
ら
れ
た
」（192

）
と
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
書
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
親
し
さ
が
、
異
な
る
文
化
へ
の
情
愛
を
い
か
に
育
む

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
二
人
の
例
ば
か
り
で
は
な
く
、
私

た
ち
自
身
も
多
か
れ
少
な
か
れ
体
験
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、二
〇
年
代
の
パ
リ
で
、藤
田
嗣
治
の
モ
デ
ル
を
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
フ
ジ
タ
を「
友
人
の
画
家
」
と
呼
び
、「
平
和
の
継
承
者
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
説
明
さ
れ
た
そ
の
名
前
が
気
に
入
っ
て
い
た
。
自
分
の
養
子
に
な
る
子
供
は
、「
ツ

グ
ハ
ル
」
と
い
う
名
前
の
よ
う
に
優
雅
な
名
前
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
名

前
を
フ
ラ
ン
ス
語
表
記
に
す
れ
ば
、Tsougouharu

と
い
う
恐
ろ
し
く
長
い
綴
り
に
な

り
、
そ
の
文
字
の
並
び
は
奇
怪
に
映
り
、
そ
の
う
え
か
れ
ら
に
は
発
音
し
に
く
い
名
前

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
気
に
入
っ
て
い
た
の
は
、
画
家
フ
ジ
タ

自
身
の
魅
力
が
名
前
の
魅
力
に
取
り
つ
い
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
日
本
へ
旅
立
つ
前
か

ら
す
で
に
、
日
本
へ
の
思
い
入
れ
と
、
初
め
て
の
自
分
の
子
供
へ
の
思
い
を
つ
の
ら
せ
、

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
興
奮
し
て
い
た
。
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

２　
「
虹
の
部
族
」
に
な
る「
占
領
の
赤
ん
坊
」

　
一
九
五
四
年
に
初
め
て
日
本
を
訪
れ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
は
、「
占
領
の

赤
ん
坊（O

ccupation Baby

）」
と
呼
ば
れ
た
混
血
児
の
な
か
か
ら
、
山
本
秋
雄
と

木
村
清
冶
（
テ
ル
ヤ
）
と
い
う
名
前
の
男
の
子
を
養
子
に
す
る
。
ア
キ
オ
は
ア
メ
リ
カ

兵
を
父
親
に
、
今
で
は
在
日
と
い
う
表
現
が
一
般
化
し
て
い
る
が
、
朝
鮮
人
を
母
親
に

し
て
生
ま
れ
た
。
後
に
ジ
ャ
ノ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
テ
ル
ヤ
は
、
ア
メ
リ
カ
兵

と
日
本
人
の
間
の
子
供
だ
っ
た
。
ホ
ー
ム
の
記
録
に
よ
る
と
、
ア
キ
オ
の
生
年
月
日
は
、

昭
和
二
七
年
七
月
七
日
で
あ
り
、
一
歳
半
の
と
き
の
昭
和
二
九
年
一
月
一
三
日
に
ホ
ー

ム
に
入
所
し
て
い
る
。
テ
ル
ヤ
の
生
年
月
日
は
昭
和
二
八
年
七
月
一
五
日
、
入
所
は
生

後
三
ヶ
月
あ
ま
り
の
昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
七
日
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
記
録
に
あ
る
生

年
月
日
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
母
親
が
子
供
の
生
年
月
日
を

伝
え
た
場
合
も
あ
っ
た
が
、
何
も
情
報
を
残
さ
ず
に
子
供
を
置
い
て
い
っ
た
場
合
も
多

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
キ
オ
と
テ
ル
ヤ
の
退
所
の
日
付
は
同
日
で
、
昭
和
二
九
年
五

月
五
日
で
あ
り
、
退
所
の
理
由
と
し
て「
外
人
養
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
記
録
か
ら
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
、
二
人
を
正
式
に
養
子
に
し
た
日
付

が
わ
か
り
、
ま
た
ア
キ
オ
と
ジ
ャ
ノ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
、「
虹
の
部
族
」
の
最
初
の

二
人
の
姓
名
が
漢
字
を
含
め
て
は
っ
き
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
記
録
の
ど
こ
に
も
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
名
前
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
別
の
資
料
の
脇
に
記

さ
れ
た
鉛
筆
書
き
の
名
前
か
ら
、姓
名
が
わ
か
り
、こ
の
特
定
の
二
人
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン･

ベ
イ
カ
ー
の
養
子
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
入

所
・
退
所
記
録
を
調
べ
て
見
る
と
日
付
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

　
ホ
ー
ム
に
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
に
は
、ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
地
味
な
ス
ー

ツ
に
身
を
包
ん
で
、
澤
田
美
喜
と
並
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
赤
ん
坊
を
抱
き
な
が
ら
、
簡

素
な
椅
子
に
座
っ
て
い
る
写
真
が
残
っ
て
い
る
。
背
景
に
は
何
人
か
の
背
広
を
着
た
男

た
ち
も
写
っ
て
い
る
。
写
真
か
ら
判
断
す
る
と
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
膝
に
抱
い
て
い
る

の
は
テ
ル
ヤ
で
、
美
喜
が
抱
い
て
い
る
の
は
ア
キ
オ
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
簡
素
な
白
木

の
椅
子
は
、
神
社
で
執
り
行
わ
れ
る
儀
式
の
と
き
に
使
わ
れ
る
椅
子
の
よ
う
に
見
え

る
。
二
人
の
養
子
縁
組
に
あ
た
っ
て
、
神
式
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
二
人
の
男
の
子
の
姓
名
が
わ
か
っ
た
の
は
別
の
資
料
が
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
そ
れ
は

東
京
大
神
宮
宮
司
坊
城
俊
良
に
よ
る
手
稿
だ
っ
た
。
儀
式
で
読
み
上
げ
る
名
前
の
部

分
に
は
二
人
分
の
空
白
の
○
（
マ
ル
）
が
四
つ
、
点
で
区
切
ら
れ
縦
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
手
稿
の
脇
の
空
欄
に
は
二
人
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
た
。
山
本
秋
雄
（
一
年

十
ヶ
月
）、
木
村
清
冶
（
九
ヶ
月
）
と
あ
り
、
テ
ル
ヤ
と
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
る
。
養
子

縁
組
に
あ
た
っ
て
、
神
前
の
儀
式
を
行
う
こ
と
を
望
ん
だ
の
は
だ
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
聖
公
会
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
や
信
者
の
澤
田
美
喜
が
、
神
前
で
儀

式
を
執
り
行
う
こ
と
を
特
に
望
ん
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
神
前
の
儀
式
は
お
そ
ら
く
、

日
本
に
憧
れ
、
日
本
び
い
き
に
な
っ
て
い
た
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
希
望
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

東
京
大
神
宮
宮
司
坊
城
俊
良
の
祝
詞
は
、
人
種
差
別
の
あ
る
社
会
を
批
判
し
、
こ

の
世
に
生
ま
れ
出
て
き
た
子
供
た
ち
は
、
皆
ひ
と
し
く「
生
き
る
喜
び
」
を
持
つ
べ
き

で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。「
生
き
る
喜
び
」
と
い
う
基
本
的
な
感
情
を
、
ま
る
で
否
定

さ
れ
た
よ
う
に
生
ま
れ
出
て
き
た
子
供
た
ち
の
環
境
を
思
う
と
き
、
す
で
に
は
る
か
昔

の
出
来
事
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
む
者
の
心
は
深
い
痛
み
の
な
か
へ
導
か
れ

て
い
く
。
坊
城
宮
司
の
祝
詞
を
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
ど
の
よ
う
な
心
持
ち

で
聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
写
真
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
穏
や
か
な
や
さ
し
さ
を

湛
え
て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
静
か
に
そ
こ
に
座
っ
て
い
る
。

　

坊
城
宮
司
に
よ
る
、「
平
和
の
守
護
神
と
し
て　
い
と
も
高
く
い
と
も
尊
き
大
御
光
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を
仰
ぎ
奉
る
天
照
皇
大
神
の
大
御
前
に　

東
京
大
神
宮
宮
司
坊
城
俊
良　

謹
み
敬

ひ
て
白
（
も
う
）
さ
く
」
と
は
じ
ま
る
祝
詞
は
、
次
ぎ
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。「
人

と
し
て
こ
れ
の
世
に
生
れ
出
で
し
者
は
聊
か
の
差
別
（
へ
だ
て
）
も
与
え
ら
る
る
こ
と

な
く　

同
じ
人
間
（
ひ
と
）
と
し
て
斉
（
ひ
と
）
し
く
生
く
る
喜
び
を
持
つ
べ
き
も

の
な
る
を　

人
種
的
差
別
の
尚
こ
の
世
に
行
は
れ
つ
つ
あ
る
は
い
と
も
口
惜
し
き
こ
と

ど
も
な
り
。
こ
こ
を
し
も
深
く
思
ひ
刻
み
て　

人
種
的
差
別
撤
廃
の
為　

年
久
し
く

心
を
砕
き　

力
を
尽
し
つ
つ
あ
る
世
界
的
歌
手
ジ
ョ
セ
フ
イ
ン
・
ベ
ー
カ
ー
女
史
は　

こ
の
程
こ
の
国
を
訪
れ　

混
血
児
慈
善
事
業
の
為
の
演
奏
会
を
各
地
に
催
し　

そ
の

す
ぐ
れ
た
る
芸
能
を
発
揮
し
て
人
々
に
深
き
感
銘
を
与
え
ら
れ
し
が　
ベ
ー
カ
ー
女

史
は
去
る
四
月
十
二
日　

澤
田
ミ
キ
女
史
の
主
宰
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー

ム
を
訪
れ　

戦
争
の
残
し
た
る
運
命
の
幼
児
等
（
た
ち
）
の
上
に
温
き
愛
の
手
を
さ

し
の
べ　

恵
み
の
数
々
を
与
え
ら
る
る
と
共
に　

そ
の
幼
児
等
の
中
よ
り
○
○
○
○
、

○
○
○
○
と
言
ふ　
二
児
（
ふ
た
り
の
こ
）
を
選
び　
こ
れ
を
自
ら
の
養
子
と
し
て

仏
国
に
つ
れ
帰
へ
り　

強
く
正
し
き
人
間
（
ひ
と
）
に
は
ぐ
く
み
育
て
あ
ぐ
る
こ
と
と

な
り
ぬ　
ベ
ー
カ
ー
女
史
の
こ
の
行
為
（
お
こ
な
い
）
は　

女
史
が
嘗
て
の
体
験（
く

ら
し
）
を
通
し
て
得
ら
れ
た
る
尊
き
人
類
愛
の
信
念
（
こ
こ
ろ
）
に
基
く
と
こ
ろ
に

し
て
世
界
の
平
和
を
祈
り　
ひ
た
す
ら
人
権
擁
護
を
立
唱
（
と
の
）
ふ
る
清
き
明
き

誠
心
の
表
れ
に
し
て
強
く
人
々
の
胸
に
せ
ま
る
も
の
あ
り
と
言
ふ
べ
し　
か
れ
こ
こ
を

設
け
て　

今
日
を
よ
き
日
と
選
び
定
め　
ベ
ー
カ
ー
女
史
を
初
め
二
人
の
幼
児　

亦

こ
の
事
に
あ
づ
か
れ
る
澤
田
ミ
キ
女
史　

楢
橋
渡
も　

大
御
前
に
参
り
出
で
事
の
由

告
奉
る
と
共
に
行
先
の
幸
を
乞
祈
み
奉
ら
く
を　

平
ら
か
に
安
ら
か
に　

聞
食
し
諾

ひ
給
ひ
て　

皇
大
神
の
限
り
な
き
神
霊
の
幸
を　

こ
の
新
し
き「
母
子
」
の
上
に
授

け
添
へ
給
ひ
て　

こ
の
幼
児
等
が
彼
の
国
に
わ
た
り
て
後
も　

病
は
し
き
事
な
く
煩

は
し
事
な
く
朝
夕
に
守
り
恵
み
給
ひ
て　

母
の
心
に
そ
む
か
さ
る
よ
き
人
と
な
ら
し

め
給
ひ　

亦
こ
の
母
が
た
ま
き
は
る
命
を
か
け
て　

世
の
人
々
に
求
め
つ
つ
あ
る
厳
し

き
理
想
を
成
し
遂
け
る
営
み
の
上
に
も　

広
き
厚
き
御
導
き
を
垂
れ
給
ひ
て　

世
の

人
々
が
神
の
道
を
誠
の
道
と
持
戴
き
て　

心
を
合
せ　

力
を
一つ
に
し
て　

世
界
平
和

実
現
の
為　

謹
み
努
む
る
べ
く　

守
り
給
へ
幸
給
へ
と　

恐
み
恐
み
も
う
す
」。

　

も
ち
ろ
ん
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
宮
司
の
言
葉
を
一つ
も
理
解
し
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
虹
の
部
族
」
の
夢
を
抱
い
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
、
最
初
の

子
供
た
ち
を
養
子
に
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
子
供
た
ち
の
国
の
宗
教
儀
式
に
よ
っ
て
祝

福
を
受
け
た
い
と
願
っ
た
そ
の
姿
勢
は
、
素
朴
で
純
真
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
子
供

を
膝
に
乗
せ
て
抱
き
な
が
ら
、
儀
式
に
臨
ん
で
い
る
神
妙
な
よ
う
す
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
の
写
真
を
見
て
い
る
と
、
素
直
に
自
然
に
異
質
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
、
素
朴
で

天
真
爛
漫
な
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
性
質
が
写
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
異
質
な
も

の
を
、
越
境
す
る
の
で
は
な
く
、
無
化
す
る
の
で
は
な
く
、
取
り
込
ん
で
し
ま
う
透

明
化
の
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
ば
か
り
で
な
く
、
聖
公
会
の
儀
式
を

主
張
し
な
か
っ
た
澤
田
美
喜
に
も
備
わ
っ
て
い
る
資
質
だ
っ
た
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
夫
の
ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
に「
虹
の
部
族
」
の
夢
を
語
っ
て
い
た
。

肌
の
色
の
違
う
養
子
を
一
人
づ
つ
迎
え
て
育
て
る
と
い
う
希
望
は
、
結
婚
し
て
し
ば
ら

く
し
て
か
ら
ジ
ョ
ー
は
聞
か
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
日
本
旅
行
か
ら
子
供
を
連
れ
て
帰
国

し
て
も
ジ
ョ
ー
は
驚
か
な
い
は
ず
だ
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
病
気
や
手

術
の
た
め
に
、
子
供
を
産
め
な
く
な
っ
て
い
た
し
、
一
九
四
七
年
六
月
三
日
の
誕
生
日

に
、
ジ
ョ
ー
と
結
婚
し
た
と
き
は
す
で
に
四
一
歳
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
結
婚
し
て
子

供
に
囲
ま
れ
た
家
庭
を
築
く
夢
の
実
現
の
た
め
に
も
、
養
子
を
取
る
こ
と
を
考
え
て

い
た
だ
ろ
う
。「
虹
の
部
族
」
を
構
成
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
肌
の
色
の
子
供
た
ち

を
三
人
か
四
人
、
迎
え
入
れ
る
と
い
う
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
希
望
は
、
ジ
ョ
ー
も
知
っ

て
い
た
。
け
れ
ど
も
養
子
を
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
的
な
方
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法
に
つ
い
て
ジ
ョ
ー
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

伝
記
の
な
か
の
ジ
ョ
ー
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
八
日
に
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･
ベ
イ
カ
ー
は
、
パ
リ
で
開
か
れ
た
人
種
差
別
反
対
の
集
会
に
参
加
し
て
い
る
。

こ
れ
は
後
述
のLICRA

の
主
催
で
、
そ
の
関
係
で
来
日
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

集
会
の
後
、
南
仏
の
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
へ
戻
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
日
本
旅
行
の
準

備
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
初
め
て
ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
に
、「
ブ
イ
ヨ
ン
家
の
最
初

の
子
供
を
連
れ
か
え
っ
て
も
い
い
か
し
ら
」
と
打
ち
明
け
た
と
い
う
。
そ
こ
で
ジ
ョ
ー

は
、 「
私
の
最
初
の
息
子
は
東
洋
人
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
っ
た
」
と
書
い
て
い

る （190 - 191

）。
そ
れ
で
も
二
人
も
連
れ
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
予
想
し
て
い
な
か
っ

た
。

　
ア
キ
オ
と
テ
ル
ヤ
の
二
人
の
東
洋
の
子
供
を
養
子
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、ま
っ

た
く
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の「
気
ま
ぐ
れ
」
か
ら
だ
っ
た
。

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
を
訪
れ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
自
分
の

子
供
に
な
る
の
は
ど
の
子
だ
ろ
う
と
胸
を
躍
ら
せ
、
で
き
る
こ
と
な
ら
子
供
た
ち
を

皆
連
れ
て
帰
り
た
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
た
く
さ
ん
い
る
子
供
た
ち
の
な
か
で
、
自

分
に
つ
い
て
ま
わ
り
、
膝
に
這
い
上
が
っ
て
抱
か
れ
た
が
っ
た
男
の
子
が
ア
キ
オ
だ
っ
た
。

「
こ
の
子
は
韓
国
人
」
と
ミ
キ
・
サ
ワ
ダ
が
知
っ
て
い
る
情
報
を
す
べ
て
お
し
え
て
く

れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
キ
オ
は
雨
を
避
け
る
た
め
に
広
げ
ら
れ
た
傘
の
下
に
置
か

れ
て
い
た
と
い
う
。
衣
類
に
留
め
ら
れ
た
メ
モ
に
は
、
生
年
月
日
の
一
九
五
二
年
七
月

七
日
と
い
う
日
付
が
書
か
れ
て
い
た
。
首
に
は
赤
い
袋
（
お
守
り
だ
ろ
う
か
）
が
ぶ
ら

下
げ
ら
れ
て
い
て
、「
わ
た
し
は
殺
生
は
し
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
名
前
は

書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ホ
ー
ム
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
の
が
秋
だ
っ
た
の
で
、
秋
雄
と
い

う
名
前
を
つ
け
た
と
い
う（194

）。

　
ア
キ
オ
を
抱
い
て
帰
ろ
う
と
門
へ
向
か
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
門
の
近
く
に
立
つ

木
の
下
に
、
座
っ
て
い
る
男
の
子
を
見
つ
け
る
。「
そ
の
子
の
真
面
目
そ
う
な
顔
を
わ

た
し
は
じ
っ
く
り
と
観
察
し
た
。
何
か
と
て
も
感
動
的
だ
っ
た
」（195

）
と
い
う
理

由
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
二
人
の
子
供
を
養
子
に
す
る
こ
と
に
心
を
決
め
た
の
だ
っ

た
。

　
二
人
を
抱
い
て
レ・ミ
ラ
ン
ド
へ
戻
っ
て
き
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
を
出
迎
え
て
、
ジ
ョ
ー

が
驚
か
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。「
結
婚
し
て
九
年
、
妻
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
そ
れ
で
も
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
驚
く
べ
き
勇
気
に
は
、
い
つ
も
度
肝
を
抜
か
れ

た
」 （195

）
と
記
し
て
い
る
。
二
人
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
人
と
思
い
込
ん
で
い
た
ジ
ョ
ー

は
、ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の 

「
両
方
と
も
よ
」
と
い
う
答
え
に
、ふ
た
た
び
度
肝
を
抜
か
れ

た
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
さ
し
い
ジ
ョ
ー
は
、「
占
領
の
子
」
は
日
本
の
問
題
で
あ

る
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
問
題
で
あ
り
、
混
血
で
あ
る
こ
と
が
、
す
ぐ
に
日
本
人
の
社

会
で
は
差
別
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
、
ど
う
し
て
も

二
人
を
連
れ
て
帰
り
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
心
の
ほ
う
に
共
感
を
寄
せ
て
い
る
。

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の「
驚
く
べ
き
勇
気
」
は
、
周
囲
の
人
々
か
ら
、「
無
思
慮
」
と
い
う

批
判
を
し
ば
し
ば
浴
び
た
の
だ
っ
た
が
、
た
し
か
に
常
識
で
考
え
れ
ば
そ
う
な
る
の
だ

ろ
う
。
だ
が
そ
こ
に
何
事
か
を
成
し
遂
げ
る
力
を
持
っ
た
、
透
明
化
す
る
力
を
持
っ
た
、

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
と
澤
田
美
喜
と
い
う
二
人
に
は
、
天
才
的
能
力
が
備
わ
っ

て
い
た
の
だ
と
私
は
感
じ
取
っ
て
い
る
。

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
に
残
さ
れ
て
い
る
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
来

日
日
程
の
資
料
に
よ
る
と
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
一
行
四
名
が
、
エ
ー
ル
フ

ラ
ン
ス
航
空
機
で
、
パ
リ
を
空
路
出
発
し
た
の
が
四
月
一一
日
で
あ
り
、
羽
田
に
到
着

す
る
の
は
、
四
月
一
三
日
に
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
坊
城
宮
司
の
祝
詞
原
稿
に
記
さ

れ
て
い
る
一
二
日
に
ホ
ー
ム
を
訪
問
し
た
と
い
う
日
付
は
正
確
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
ア
キ
オ
と
テ
ル
ヤ
の
ホ
ー
ム
退
所
の
日
付
は
五
月
五
日
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の

日
付
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
離
日
予
定
の
日
付
で
も
あ
る
。

　
四
月
一一
日
か
ら
五
月
五
日
ま
で
、
三
週
間
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ

イ
カ
ー
は
日
本
に
滞
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
来
日
の
目
的
は
、
澤
田
美
喜
に

招
か
れ
乞
わ
れ
て
、
混
血
児
救
済
基
金
募
集
の
た
め
の
公
演
を
す
る
と
い
う
こ
と
の
み

で
は
な
か
っ
た
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
と
ジ
ョ
ー
、
二
人
の
Jo
共
著
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
来
日
の
第
一
の

目
的
は
、
人
種
差
別
主
義
・
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
反
対
す
る
国
際
連
盟（LICRA

）
の
フ

ラ
ン
ス
支
部
に
よ
る
依
頼
で
、
日
本
に
も
同
様
の
組
織
を
設
立
す
る
た
め
に
、
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
講
演
を
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た（193

）。　

　
一
九
二
七
年
に
創
設
さ
れ
たLICRA

は
、
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
と
闘
う
組
織
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
し
だ
い
に
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
に
目
を

向
け
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
の
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
お
け
る
黒
人
差
別
、
ア
マ
ゾ
ン
の
イ
ン
デ
ィ
オ
差
別
等
々
に
反
対
す
る
運
動
を

展
開
し
て
い
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
来
日
し
た
五
〇
年
代
の
初
め
に
、

LICRA

を
世
界
的
な
組
織
に
し
よ
う
と
い
う
活
発
な
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
日
本
の
聴
衆
を
前
に
し
て
、「
わ
た
し
に
は
こ
の
地
球
上
で
な
す
べ

き
使
命
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
手
遅
れ
に
な
る
前
に
、
人
々
が
友
情
で
結

ば
れ
お
互
い
に
理
解
し
あ
う
よ
う
に
手
助
け
す
る
と
い
う
仕
事
で
す
」（193

）
と
語
っ

た
と
い
う
。

　
カ
ー
チ
ャ
・
モ
ン
テ
ニ
ャ
ッ
ク
の
『
ミ
ラ
ン
ド
城
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
家

で
』
に
よ
れ
ば
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
一
九
三
八
年
か
らLICRA

の
支
持

者
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る（50

）。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
ス
タ

ン
ス
で
活
躍
し
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
で
あ
り
、
の
ち
の
一
九
六
三
年
の
「
ワ
シ
ン
ト
ン
大

行
進
」
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
駆
け
つ
け
て
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ

ニ
ア
牧
師
と
共
に
演
説
を
し
て
い
る
。
人
種
差
別
撤
廃
を
求
め
て
、
世
界
の
平
和
を

求
め
て
、
歌
手
で
踊
り
子
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
演
説
を
す
る
の
は
め
ず
ら
し
い
こ
と

で
も
、
奇
異
な
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。

　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
日
本
滞
在
の
日
程
表
に
よ
る
と
、
東
京
に
着
い
た
後

は
、
名
古
屋
経
由
で
鳥
羽
へ
行
き
、
真
珠
島
を
観
光
し
、
そ
の
あ
と
大
阪
経
由
で
福

岡
へ
飛
び
、
長
崎
・
佐
世
保
・
福
岡
・
名
古
屋
・
広
島
・
東
京
・
京
都
・
大
阪
の

順
路
で
、
公
演
日
程
が
組
ま
れ
て
い
る
。
東
京
で
は
五
日
間
の
、
大
阪
で
は
二
日
間
の

公
演
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
か
な
り
過
密
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
だ
っ

た
。

　

混
血
児
救
済
基
金
募
集
と
う
た
わ
れ
た
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
主
催
・

毎
日
新
聞
社
・
毎
日
新
聞
社
会
事
業
団
後
援
の
帝
国
劇
場
で
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ

イ
カ
ー
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は「
唄
い
踊
る
琥
珀
の
女
王
！
豪

華
な
巴
里
衣
装
!!
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の

写
真
が
載
っ
て
い
る
。
一
九
五
四
年（
昭
和
二
九
年
）
四
月
二
五
日
か
ら
二
九
日
ま
で

昼
夜
二
回
行
わ
れ
た
公
演
で
歌
わ
れ
た
曲
目
は
、 「
巴
里
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
」
と
「
ア
メ
リ

カ
の
ジ
ャ
ズ
ソ
ン
グ
」、「
中
南
米
の
ル
ン
バ
・
マ
ン
ボ
・
サ
ン
バ
」
で
、「
可
愛
い
ト
ン
キ

ン
娘
」「
二
つ
の
恋
」「
私
の
村
で
」
な
ど
数
十
曲
の
な
か
か
ら
、
日
に
よ
っ
て
曲
目
を

選
ん
で
う
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
演
の
収

益
金
に
よ
っ
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
に
は
、「
ベ
ー
カ
ー
の
家
」
が
建
て

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

3　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
と
日
本
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
当
時
の
日
本
人
に
ど
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

澤
田
美
喜
と
も
知
り
合
い
の
、ひ
と
り
の
日
本
人
の
歌
手
が
か
く
べ
つ
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
五
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
へ
音
楽
の
勉
強
に
行
っ

た
石
井
好
子
で
、
留
学
先
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
、
一
九
五
一
年
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
公
演
に
出
会
っ
た
の
だ
っ
た
。
自
伝『
私
は
私
』（1997

）
に
よ
れ
ば
、

石
井
好
子
は
戦
前
か
ら
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

フ
ァ
ン
で
、
レ
コ
ー
ド
を
よ
く
聞
い
て
い

た
と
い
う
か
ら
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
歌
を
こ
の
と
き
は
じ
め
て
聴
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
け
れ
ど
も
生
身
の
音
楽
を
聴
く
機
会
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
と
き
の
感
動

と
刺
激
は
た
と
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
き
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
レ
コ
ー
ド
で
よ
く
聞
い
て
い
た
歌
手
が
、自
分
の
住
む
町
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ゴ
ー

ル
デ
ン
ゲ
ー
ト
・
シ
ア
タ
ー
で
公
演
し
て
い
る
。
石
井
好
子
は
初
日
か
ら
劇
場
に
入
り

浸
っ
た
と
い
う
。
一
日
に
昼
夜
二
公
演
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
は
日
本
の
帝
劇
で

の
公
演
と
同
じ
で
、
連
日
二
公
演
と
い
う
の
は
当
時
の
慣
行
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

石
井
好
子
は
毎
日
、
二
公
演
を
聞
い
た
と
い
う
。
舞
台
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
様
子
を
、

次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
「
白
い
ド
レ
ス
、
白
い
羽
つ
き
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
は
、
ジ
ャ
ズ
、
ラ
テ
ン
、

そ
し
て
シ
ャ
ン
ソ
ン
を
歌
っ
た
。
語
り
も
あ
り
、
踊
り
も
入
る
。
人
び
と
の
心
を
ぐ
い

ぐ
い
と
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
く
そ
の
ス
テ
ー
ジ
を
見
て
、
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
と
は
こ
う
い
う
人

の
事
を
い
う
の
だ
な
と
見
あ
き
る
事
は
な
か
っ
た
」（41

）。

　

毎
日
通
っ
て
く
る
東
洋
の
娘
に
、
劇
場
の
支
配
人
が
目
を
止
め
て
く
れ
た
こ
と
が
、

石
井
好
子
と
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
初
め
て
の
出
会
い
へ
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

支
配
人
は
進
駐
軍
で
日
本
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
と
き
芸
者
歌
手
の
市
丸

の
色
気
に
惚
れ
惚
れ
と
し
た
と
い
う
人
物
だ
っ
た
。
そ
れ
で
日
本
人
と
知
る
と
、
好

意
を
示
し
た
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
石
井
好
子
を
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
楽
屋
へ
連
れ
て

行
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
と
き
の
記
念
の
写
真
は
、
石
井
好
子
の
そ
の
他
の
自
伝
に
も
し

ば
し
ば
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
出
会
い
が
石
井
好
子
を
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
世
界
へ
導
く
の
だ
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
ジ
ョ

セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
一
人
の
人
生
を
変
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
の
音
楽
の
風

景
を
変
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
今
日
の
シ
ャ
ン

ソ
ン
界
へ
、
石
井
好
子
が
成
し
遂
げ
た
そ
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、
歌
手
と
し
て
の
み
な

ら
ず
、
音
楽
家
の
育
成
や
招
致
に
積
極
的
に
活
動
し
て
き
た
と
い
う
点
で
、
だ
れ
も

が
認
め
う
な
ず
く
に
ち
が
い
な
い
。
石
井
好
子
と
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
こ
の

出
会
い
は
、
人
種
の
壁
を
越
え
て
、
地
球
上
の
距
離
を
越
え
て
、
芸
術
の
つ
な
が
り
、

人
間
の
つ
な
が
り
が
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
つ
な
が
る
力
は
か
え
っ
て
身

体
的
・
民
族
的
・
場
所
的
な
同
質
性
よ
り
も
強
く
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

繰
り
返
し
て
い
お
う
。
何
か
を
越
え
る
と
い
う
越
境
の
力
で
は
な
く
透
明
化
す
る
力
で

あ
る
。

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ゲ
ー
ト
・
シ
ア
タ
ー
の
楽
屋
で
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
を

勉
強
す
る
な
ら
、
パ
リ
に
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
石
井
好
子
に
勧
め
た
の
だ
っ

た
。
そ
の
言
葉
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
留
学
だ
け
で
帰
国
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
予
定
を
変
え
て
石
井
好
子
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
く
。
そ
し
て
パ
リ
を
ほ
ん

の
ち
ょ
っ
と
覗
く
つ
も
り
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
パ
リ
へ
向
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
け
れ

ど
も
パ
リ
に
着
い
た
石
井
好
子
は
、
そ
の
努
力
の
結
果
と
、
ま
た
幸
運
に
も
恵
ま
れ
て
、

す
ぐ
に
シ
ャ
ン
ソ
ニ
エ
で
デ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
パ
リ
を
本
拠
地
に

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
二
、三
年
、
歌
手
と
し
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
初
対
面
か
ら
二
年
あ
ま
り
た
っ
た
こ
ろ
、
石
井
好
子
は
ふ
た
た
び
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
に
会
っ
て
い
る
。
ニ
ー
ス
で
開
か
れ
た
音
楽
祭
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
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ン
と
同
じ
舞
台
で
石
井
好
子
も
歌
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ

カ
ー
は
、
石
井
好
子
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
楽
屋
で
す
で
に
会
っ
て
い
た
こ
と
は
覚

え
て
い
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、「
私
の
恩
人
マ
ダ
ム
沢
田
の
お
招
き
で
、
四
月
に
日
本
へ

行
く
の
よ
」（200
）
と
嬉
し
そ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
、
音
楽
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
な
っ
た
石
井
好
子
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー

を
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
に
日
本
公
演
に
呼
ん
で
い
る
。
澤
田
美
喜
が
羽
田
へ
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン
を
迎
え
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
、
石
井
好
子
が
代
わ
り
を
努

め
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
養
子
の
ア
キ
オ
が
上
智
大
学
に
留
学
し
た
折
に
は
、
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
公
演
の
収
益
の
一
部
を
大
学
の
神
父
へ
渡
し
、
ア
キ
オ
の
留
学

の
支
援
を
し
て
も
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
と
日
本
と
の
か
か
わ
り
は
、
澤
田
美
喜
を

通
し
て
、
石
井
好
子
を
通
し
て
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
れ
は
一
過
性
の
も
の
で
は
決
し

て
な
く
、
時
間
空
間
を
越
え
た
人
間
的
な
つ
な
が
り
と
し
て
存
在
し
続
け
た
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
養
子
の
ア
キ
オ
や
テ
ル
ヤ
（
ジ
ャ
ノ
）
が
い

る
か
ぎ
り
、
そ
の
つ
な
が
り
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
。

　

さ
て
話
を
戻
し
て
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
迎
え
た
、
一
九
五
四
年
当
時
の

日
本
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
日

で
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
名
前
を
知
ら
な
い
人
々
の
ほ
う
が
多
い
だ
ろ
う
か

ら
、
当
時
、
世
界
的
に
ど
れ
ほ
ど
有
名
で
、
日
本
で
も
著
名
な
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
の
か
、

す
こ
し
紹
介
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
に
残
っ
て
い
る
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
来
日

当
時
の
資
料
の
な
か
に
、
東
京
の
巴
里
会
が
澤
田
美
喜
へ
宛
て
た
手
紙
が
あ
る
。
丸

善
ビ
ル
に
あ
る
財
団
法
人
日
本
国
際
連
合
協
会
東
京
都
本
部
の
住
所
が
入
っ
た
便
箋

に
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
ぜ
ひ
と
も
巴
里
会
へ
立
ち
寄
る
よ
う
に
と
懇
請

し
て
い
る
。「
十
四
日
の
夜　
パ
リ
会
に（
花
馬
車
）二
分
間
で
も
三
分
間
で
も
ベ
ー
カ
ー

女
史
が
、
立
ち
寄
る
よ
う
御
手
配
願
上
ま
す　

そ
れ
は
十
五
日
の
会
を
盛
大
に
す
る

た
め
に
是
非　

何
と
か
お
願
致
し
ま
す　

新
聞
の
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
の
だ
そ
う
で
す　

た
ち
よ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
よ
ろ
し
い
の
で
す　
29
・
３
・
30
」
と
個
人
の
名
前

の
入
っ
た
手
紙
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
、
日
本
で

も
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
だ
っ
た
様
子
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
訪

問
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
報
道
陣
の
数
を
見
て
も
、
い
か
に
注
目
さ
れ
る
歌
手
で
あ
っ

た
の
か
よ
く
わ
か
る
。

　
か
つ
て
パ
リ
で
暮
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
画
家
・
芸
術
家
岡
田
太
郎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も

ま
た
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
日
本
で
の
評
判
を
伝
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
岡
本

太
郎
が
日
本
へ
帰
っ
て
み
る
と
、
み
ん
な
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
と
言
っ
て
騒
い

で
い
る
の
で
、
そ
ん
な
に
有
名
な
の
に
自
分
が
知
ら
な
い
歌
手
な
ん
て
、
い
っ
た
い
だ

れ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
ら
、「
な
あ
ん
だ
、
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
・
バ
ケ
ー

ル
の
こ
と
か
」
と
び
っ
く
り
し
た
そ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
読
み
と
英
語
読
み
の
違
い

か
ら
き
た
食
い
違
い
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
で
そ
れ
だ
け
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー

が
話
題
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
証
拠
で
も
あ
る
。

　

そ
の
人
気
と
高
い
評
判
は
生
涯
、
消
え
る
こ
と
な
く
続
い
た
文
字
通
り
の
ス
タ
ー

で
あ
っ
た
。
自
分
は
家
庭
に
入
る
と
宣
言
し
た
あ
と
で
、
経
済
的
理
由
か
ら
歌
手
に

復
活
し
て
み
た
り
、
生
涯
に
お
い
て
何
度
か
引
退
興
行
を
や
っ
た
歌
手
だ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、そ
の
こ
と
で
批
判
さ
れ
た
り
、非
難
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
と
し
て
人
々
を
楽
し
ま

せ
、
そ
の
歌
声
は
観
客
に
ひ
と
と
き
の
夢
を
抱
か
せ
て
く
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
人
生

最
後
の
舞
台
に
な
っ
た
パ
リ
の
ボ
ビ
ー
ノ
公
演
を
含
め
て
、
た
い
て
い
の
公
演
が
大
成
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功
だ
っ
た
。
そ
の
事
実
だ
け
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
天
才
的
だ
っ
た
と
み

な
し
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
〇
代
の
う
ち
に
ア
メ
リ
カ
で
名
前
が
す
こ
し
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い

え
、
一
人
の
踊
り
子
・
歌
手
で
し
か
な
か
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
、
パ
リ
で

一
夜
に
し
て
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
二
〇
代

の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
は
な
や
か
な
公
演
活
動
を
行
い
、
個
人
的
に
も
ゆ

た
か
な
ロ
マ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
、
人
生
の
若
い
と
き
を
そ
れ
こ
そ
充
実
し
た
気
持
ち
で

過
ご
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
養
子
に
な
っ
た
子
供
た
ち
も
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ

カ
ー
の
死
後
に
、か
れ
ら
の
母
親
を
回
想
し
て
、若
か
っ
た
こ
の
時
代
が
、ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
に
と
っ
て
、
一
番
し
あ
わ
せ
な
時
代
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
語
っ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
パ
リ
の
観
客
を
一
夜
に
し
て
虜
に
し
て
し
ま
っ
た
、「
野
生
の
踊
り
（
ダ

ン
ス
・
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
）」
は
、
若
い
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
の
み
可
能
な
踊
り
だ
っ
た
。

身
体
的
な
能
力
か
ら
、
そ
れ
を
す
で
に
若
く
な
い
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
求
め
て
も
無
理

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
過
去
の
栄
光
の
助
け
を
借
り
て
、
中
年
過
ぎ
た
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
公
演
し
て
い
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
歌
手
と
し
て
エ
ン
タ
テ
イ

ナ
ー
と
し
て
の
魅
力
が
な
け
れ
ば
、
六
九
歳
の
最
後
の
公
演
ま
で
、
観
客
を
魅
了
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
一
九
六
三
年
、
六
四
年
に
東
京
で
開
か
れ
た
パ
リ
祭
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
演
し
て
も
ら
っ

た
石
井
好
子
は
、「
も
う
六
十
歳
だ
っ
た
が
、
脚
線
美
は
く
ず
れ
ず
、
歌
も
音
程
が
低

く
な
っ
て
か
え
っ
て
味
の
あ
る
歌
手
に
な
っ
て
い
た
」と
振
り
か
え
っ
て
書
い
て
い
る（
石

井
好
子
『
さ
よ
う
な
ら
私
の
二
十
世
紀
』、（202

）。
こ
の
と
き
の
日
本
公
演
が
実
現

し
た
の
は
、ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
養
子
の
二
人
、ア
キ
オ
と
テ
ル
ヤ
（
ジ
ャ
ノ
）

が
、そ
ろ
そ
ろ
成
年
期
を
迎
え
る
の
で
、「
母
国
に
留
学
さ
せ
た
い
」（209

）
と
い
う
ジ
ョ

セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
願
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

４　
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
出
来
事
とFBI

　

も
う
一
度
、
五
〇
年
代
の
話
に
戻
れ
ば
、
石
井
好
子
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー

に
初
め
て
出
会
っ
た
一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
公
演
は
、
好
評
だ
っ
た
と
い

う
。
同
年
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
マ
イ
ア
ミ
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
公
演
を
行
い
、

秋
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
公
演
を
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
に
、
問
題
は
起
き
た
の
だ
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
と
っ
て
鬼
門
の
よ
う
な
街
だ
っ
た
。
そ
の
前
に

帰
国
し
た
と
き
の
一
九
三
五
年
九
月
、
一
〇
年
ぶ
り
に
祖
国
ア
メ
リ
カ
へ
帰
っ
た
と
い
う

の
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
を
迎
え
る
準
備
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
メ

デ
ィ
ア
の
歓
迎
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
シ
ャ
ン
ソ
ン
「
二
つ
の
祖
国
（
ふ
た

つ
の
愛
）」
は
ア
メ
リ
カ
で
も
評
判
だ
っ
た
し
、
メ
デ
ィ
ア
は
こ
ぞ
っ
て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン

を
追
い
か
け
、
取
り
上
げ
た
。
港
に
到
着
し
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
マ
イ
ク
を
突
き
つ
け
、

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
す
る
記
者
の
質
問
に
、
喜
ん
で
微
笑
ん
で
答
え
て
い
る
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
の
映
像
が
残
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
よ
う
な
大
都
会
で
す
ら
、
ま

だ
黒
人
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
を
白
人
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三
〇
年
代
の
半
ば
で
あ
れ
ば
、
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ば
れ
た
、
白
人
の
黒
人

文
化
へ
の
熱
狂
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
一
〇
年
が
過
ぎ
て
い
た
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
い
う
街
で
は
、
白
人
専
用
の
ホ
テ
ル
・
ク
ラ
ブ
・

デ
パ
ー
ト
・
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
、
厳
し
く
人
種
隔
離
が
実
施
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
一
流
ホ
テ
ル
の
サ
ン
・
モ
リ
ッ
ツ
に
宿
泊
し
て
も
、
連
れ
合
い
で
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
白
人

ペ
ピ
ー
ト
・
ア
バ
テ
ィ
ー
ノ
は
問
題
な
か
っ
た
の
だ
が
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
黒
人
で
あ
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る
と
い
う
の
で
差
別
さ
れ
た
。
黒
人
と
い
う
理
由
で
宿
泊
そ
の
も
の
を
断
ら
れ
た
こ
と

も
あ
れ
ば
、
客
用
の
エ
レ
ヴ
ェ
ー
タ
ー
は
使
え
ず
、
従
業
員
用
の
エ
レ
ヴ
ェ
ー
タ
ー
に

乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
パ
リ
で
あ
れ
ほ
ど
の
大
成
功
を
収
め
た

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
れ
ば
、ヒ
ー
ロ
ー
好
き
の
ア
メ
リ
カ
社
会
な
ら
、
浮
か
れ
騒
ぎ
に
な
っ

て
、
も
て
は
や
さ
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
ヒ
ー
ロ
ー
が
黒
人
で
あ

る
と
話
は
ち
が
っ
て
く
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
み
な
ら
ず
、
ク
ラ
シ
ッ
ク

の
コ
ン
ト
ラ
ル
ト
歌
手
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
評
判
に
な
っ
た
メ
ア
リ
ア
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン

（1897 - 1993

）
の
場
合
も
そ
れ
は
同
じ
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
実
は
今
日
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
人
種

隔
離
の
公
共
建
物
、
ホ
テ
ル
、
商
店
な
ど
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
の

扱
い
が
違
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
作
家
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン

が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
と
き
の
、
メ
デ
ィ
ア
の「
浮
か
れ
か
た
」
は
お
と
な

し
か
っ
た
。
白
人
の
男
の
作
家
が
受
賞
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
扱
い
は
違
っ
て
い

た
だ
ろ
う
と
い
う
さ
さ
や
き
は
、
そ
の
こ
ろ
巷
で
よ
く
耳
に
し
た
。

　

大
ス
タ
ー
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
で
あ
っ
て
も
黒
人
で
し
か
な
い
。
そ
の
よ

う
な
扱
い
を
受
け
た
の
が
、三
五
年
の
初
め
て
の「
里
帰
り
」
の
と
き
の
出
来
事
だ
っ
た
。

こ
の
と
き
の
悲
し
み
を
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
生
涯
、
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ふ
た
た
び
、
み
た
び
訪
れ
て
も
差
別
の
構
造
は
崩
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
五
一
年

に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
公
演
の
後
、
訪
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
屈
辱
的
な
差
別
の
場

面
に
遭
遇
し
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
こ
の
と
き
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
も
は
や
お
と
な
し

く
引
き
下
が
る
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
を
体
験
し
て
い
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
差
別
と
世
界
の
平
和
を
損

な
う
社
会
の
構
造
や
そ
の
権
威
的
規
範
に
対
し
て
は
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
姿
勢
を
拒

否
し
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
そ
の
た
め
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
で
、
大
々
的
な
成

功
を
望
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
人
々
も
い
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
精
神
風
土

が
あ
ま
り
に
遅
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
し
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
と
ア
メ
リ
カ
と
の
相
性
が

悪
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の

場
合
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
祖
国
ア
メ
リ
カ
と
い
う
意
識
は
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
祖
国
か
ら
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
悲
壮
感
を
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
抱
い
て
い
た

と
は
感
じ
ら
れ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
祖
国
だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
を
否
定
し
て
い
た
の
で
も

な
い
。
そ
こ
を
超
越
し
て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
ア
メ
リ
カ
を
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
と
ら

え
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
は
透
明
化
の
力
が
備
わ
っ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。

　
一
九
五
一
年
の
出
来
事
は
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ス
ト
ー
ク・ク
ラ
ブ
で
起
き
た
事
件
だ
っ

た
。
一
〇
年
後
に
は
、
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
始
ま
っ
た
「
シ
ッ
ト
・
イ
ン
」
が
、

南
部
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
広
が
っ
て
、
白
人
専
用
の
ラ
ン
チ
カ
ウ
ン
タ
ー
を
黒
人
が
占

拠
す
る
と
い
う
抗
議
運
動
が
起
き
た
の
だ
っ
た
が
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
事

件
は
、
ま
だ
公
民
権
運
動
の
顕
在
化
す
る
は
る
か
以
前
に
起
き
た
の
だ
っ
た
。
五
〇

年
代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
ク
ラ
ブ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
厳
し
く
人
種
隔
離
政
策
が

行
わ
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
黒
人
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
の
登
竜
門
だ
っ
た
コ
ッ
ト
ン
・
ク

ラ
ブ
は
、
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
は
黒
人
で
あ
っ
て
も
、
客
と
し
て
黒
人
が
入
る
こ
と
は
許

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
一
〇
月
一
六
日
の
夜
、
ロ
ク
シ
ー
・
シ
ア
タ
ー
で
の
公
演
を
終
え
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
友
人
に
連
れ
ら
れ
て
東
五
三
丁
通
り
の
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
へ
食
事
に

行
っ
た
。
白
人
専
用
で
は
あ
っ
た
が
、
友
人
の
誘
い
で
も
あ
っ
た
し
、
ス
タ
ー
に
な
っ

て
い
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
だ
っ
た
か
ら
、
問
題
は
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

ク
ラ
ブ
の
入
り
口
は
常
に
固
く
守
ら
れ
て
い
て
、
ガ
ー
ド
マ
ン
は
見
知
ら
ぬ
人
が
来
れ

ば
、鎖
を
掛
け
て
入
り
口
を
閉
じ
て
し
ま
う
。ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
見
た
ガ
ー
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ド
マ
ン
は
す
ぐ
に
ド
ア
を
閉
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
連
れ
が
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル「
南
太
平

洋
」
に
出
演
し
て
い
た
オ
ペ
ラ
歌
手
の
ロ
ジ
ャ
ー
・
リ
コ
だ
っ
た
。
リ
コ
は
ク
ラ
ブ
の
常

連
で
、
予
約
を
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、
ガ
ー
ド
マ
ン
は
ド
ア
を
あ
け
た
。
か
れ

ら
は
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
の
だ
が
、
と
こ
ろ
が
注
文
し
た
も
の
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
分

だ
け
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
よ
く
あ
る
人
種
差
別
の
方
法
だ
っ
た
。
注
文
し
た
品
が
あ

い
に
く
切
れ
て
い
た
と
か
、
ま
だ
料
理
中
で
あ
る
と
か
何
時
間
で
も
待
た
せ
る
の
だ
。

そ
れ
で
多
く
の
黒
人
客
は
諦
め
て
帰
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
期
待
し
て
い
る
レ
ス
ト
ラ

ン
の
応
対
だ
っ
た
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
リ
コ
の
妻
も
一
緒
で
、
実
は
リ
コ
の
妻
は
混

血
で
あ
り（178

）、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
黒
人
と
見
な
さ
れ
る
人
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

肌
の
色
は
白
人
に
近
か
っ
た
の
で
、
リ
コ
夫
人
は
ま
っ
た
く
見
逃
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ

た
。
い
わ
ば
白
人
と
し
て
「
パ
ッ
シ
ン
グ（
通
過
）」
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
目
に
映
る
肌
の
色
に
よ
っ
て
矛
盾
が
生
ま
れ
る
一つ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
パ
ッ
シ
ン
グ
の
例
は
ア
メ
リ
カ
で
は
星
の
数
ほ
ど
も
起
き
て
い
た
。「
パ
ッ
シ
ン
グ
」、

す
な
わ
ち
法
律
の
う
え
で
は
黒
人
で
あ
る
の
だ
が
、
実
際
の
暮
ら
し
で
は
白
人
の
よ
う

に
振
る
舞
う
。
そ
の
よ
う
な
黒
人
は
、「
社
会
的
白
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の

よ
う
に
し
て
黒
人
で
あ
る
た
め
の
不
便
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
社

会
の
差
別
構
造
の
特
殊
性
か
ら
生
じ
た
、
奇
妙
な
現
象
で
あ
っ
た
。

　

ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
や
り
か
た
に
憤
慨
し
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、

N
AACP

（
全
米
有
色
人
種
向
上
協
会
）
に
電
話
を
か
け
て
、
ク
ラ
ブ
の
差
別
的
な
応

対
を
訴
え
た
。
関
係
当
局
に
連
絡
し
て
、
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
を
調
査
す
る
よ
う
に

と
要
求
し
た
の
だ
っ
た
。
翌
日
か
ら
、N

AACP

の
メ
ン
バ
ー
が
組
ん
だ
ピ
ケ
が
ク
ラ
ブ

の
前
を
歩
き
、N

AACP

の
幹
部
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
長
に
抗
議
し
た
。

　

N
AACP

が
こ
の
よ
う
に
敏
速
な
処
置
を
し
た
の
は
、
半
年
前
の
五
月
に
、
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を「
今
年
最
高
の
女
性
」
に
選
出
し
、
五
月
二
〇
日
を
「
ジ
ョ

セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
日
」
に
制
定
し
た
と
い
う
経
緯
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て

す
で
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
前
に
行
っ
て
い
た
、フ
ロ
リ
ダ
州
マ
イ
ア
ミ
で
の
公
演
で
、ジ
ョ

セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
人
種
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
に
、
自

分
に
で
き
る
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。N

AACP

と
い
う
組
織
と
行
動
を
共

に
す
る
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
で
は
な
か
っ
た
が
、
個
人
と
し
て
人
種
差
別
へ
の

反
対
運
動
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
果
的
にN

AACP

の
活
動
を
助
け
る
こ

と
で
も
あ
っ
た
。
ス
タ
ー
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
だ
か
ら
可
能
に
な
る
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

　
こ
の
年
の
春
に
、
マ
イ
ア
ミ
の
コ
パ
・
シ
テ
ィ
ー
で
行
わ
れ
た
公
演
の
と
き
、
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
初
め
て
黒
人
の
観
客
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。

法
律
の
上
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
別
の
社
会
習
慣
の
な

か
で
、
黒
人
が
コ
パ
・
シ
テ
ィ
ー･

シ
ア
タ
ー
で
行
わ
れ
る
公
演
を
見
る
機
会
は
奪
わ
れ

て
い
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
マ
イ
ア
ミ
公
演
の
契
約
の
と
き
に
、
そ
の
差

別
撤
廃
を
絶
対
条
件
に
し
て
い
た
。
苦
慮
す
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
前
に
し
て
、
て
こ
で

も
動
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
南
仏
の
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
の
改
修
工
事
は
進
行

中
で
、
金
は
喉
か
ら
手
が
で
る
ほ
ど
に
欲
し
か
っ
た
と
き
で
あ
る
。
夫
の
ジ
ョ
ー
・
ブ

イ
ヨ
ン
は
提
示
さ
れ
た
金
額
に
、
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
が
、
そ
れ

で
も
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
自
分
の
信
念
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
や
が
て

ど
う
に
か
折
合
い
が
つ
い
て
公
演
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
の
公
演
で
初
め
て
、
コ
パ･

シ
テ
ィ
の
劇
場
は
黒
人
に
も
開
放
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ

の
晩
、
舞
台
の
上
か
ら
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
白
人
と
黒
人
が
入
り
混
じ
っ

て
い
る
観
客
へ
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
た
。

   

「
今
日
は
わ
た
し
の
人
生
で
も
っ
と
も
重
要
な
日
で
す
。
生
ま
れ
故
郷
の
国
で
二
六
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年
ぶ
り
に
初
め
て
・
・
・
こ
れ
ま
で
帰
っ
て
き
て
も
・
・
・
だ
め
だ
っ
た
の
で
す
。
今

日
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
す
べ
て
過
去
の
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
嬉
し
さ
を
ど
う
あ
ら
わ

し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
こ
の
町
で
、
わ
た
し
の
人
々
の
た
め
に
歌
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
み
な
さ
ん
と
握
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
今
日
は
わ
た
し
た
ち

に
と
っ
て
特
別
の
日
で
す
。
わ
た
し
た
ち
、
と
い
う
の
は
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
と
い

う
意
味
で
す
」（175
）。

　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
公
演
も
演
説
も
大
成
功
だ
っ
た
。
そ
の
言
葉
に
あ
る

よ
う
に
、
劇
場
が
黒
人
の
観
客
に
も
開
放
さ
れ
た
こ
の
日
は
、
た
し
か
に
黒
人
に
と
っ

て
の
喜
び
の
日
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
開
放
を
成
し
遂
げ
認
め
た
白
人
を
含
め
た

全
人
類
の
喜
び
の
日
で
あ
る
の
だ
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
偉
大
な
の
は
、

白
人
と
黒
人
と
い
う
二
項
対
立
的
発
想
を
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン
の
透
明
化
す
る
力
は
、
二
つ
の
人
種
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る

人
間
が
対
象
な
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
結
び
付
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
、
理
性
的
と
い
う
よ
り
は
本
能
的
だ
っ
た
信
念
が
揺
る
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ア
ミ
の
大
成
功
が
あ
っ
た
後
の
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
っ
た
。「
そ
ん

な
こ
と
は
す
べ
て
過
去
の
こ
と
」
に
な
っ
た
と
マ
イ
ア
ミ
で
は
感
じ
、
欣
喜
雀
躍
し
た

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
だ
っ
た
の
だ
が
、
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
出
来
事
は
衝
撃

的
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
を
大
い
に
打
ち
の
め
し
た
。
そ
し
て
マ
イ
ア
ミ
公
演
の
と
き

に
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
出
会
っ
て
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
も
み
手
で
挨

拶
を
し
て
き
た
著
名
な
演
劇
評
論
家
・
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル

（1897-1972

）
が
、
あ
の
晩
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
に
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
て
み

ぬ
振
り
を
し
た
。
そ
れ
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
さ
ら
に
憤
慨
さ
せ
た
の
だ
っ

た
。
男
の
批
評
家
は
、
自
分
の
利
益
に
な
る
と
き
に
し
か
、
黒
人
の
ほ
う
へ
視
線
を

向
け
な
い
。

　
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
コ
ラ
ム
は
影
響
力
が
絶
大
で
、シ
ョ
ウ・ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
は
、「
あ

の
コ
ラ
ム
の
な
か
で
日
は
昇
り
、
日
は
沈
む
」（180

）
と
噂
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。

ラ
ジ
オ
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ウ
で
は
、
何
百
万
人
の
聴
取
者
を
持
つ
人
気
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

で
、
ま
た
全
米
へ
配
信
さ
れ
る
新
聞
の
ゴ
シ
ッ
プ
欄
を
担
当
し
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
で

何
を
書
か
れ
る
か
は
、
シ
ョ
ウ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
関
係
者
の
運
命
を
決
定
す
る
ほ
ど
重
要

だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
全
米
の
芸
能
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ル
だ

か
ら
こ
そ
、
ま
た
自
分
自
身
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
人
種
差
別
に
反
対
し
て
い
た
は
ず
だ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
無
視
は
よ
け
い
に
腹
に
据
え
か
ね
た
の
だ
ろ
う
。
翌
日

か
ら
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
非
難
が
始
ま
り
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は

激
昂
し
て
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
、
フ
ァ
シ
ス
ト
」、「
い

ん
ち
き
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
（
ジ
ョ
セ・フ
ォ
ー
ニ
ー
・ベ
イ
カ
ー
）」
と
呼
ん
で
非
難
し
あ
っ

た
。
そ
し
て
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
出
来
事
は
、
い
っ
そ
う
混
乱
し
て
い
っ
た
。

　

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は
、
こ
の
事
件
で
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
を
打
ち
負
か
し

た
形
に
な
り
、
表
面
的
に
は
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
意
見
が
強
く
支
持
さ
れ
た
。
差
別
の
構

造
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か
で
、
人
種
隔
離
の
習
慣
の
ほ
う
が
支
持
さ
れ
、
ウ
イ

ン
チ
ェ
ル
は
勝
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
闘
い
の
過
程
で
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は
激
怒
の

あ
ま
り
理
性
を
失
い
、
人
種
差
別
的
な
発
言
を
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
事
件

は
双
方
に
と
っ
て
心
地
悪
い
記
憶
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
勝
っ
た
は
ず
の

ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
だ
っ
た
が
、
そ
の
強
烈
な
影
響
力
と
、
栄
光
に
包
ま
れ
た
演
劇
批
評
家

と
し
て
の
立
場
は
も
は
や
輝
き
を
失
っ
て
い
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
も
こ

の
事
件
の
直
後
に
映
画
の
契
約
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
り
、
多
大
な
損
害
を
受
け
て
い

る
。
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
出
来
事
は
、
そ
の
後
一
五
年
に
わ
た
っ
て
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン･

ベ
イ
カ
ー
の
キ
ャ
リ
ア
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
。
一
五
年
と
い
う
の
は
人
種
差

別
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
の
空
気
が
変
わ
っ
て
い
く
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
と
い
う
こ
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と
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
も
う
ひ
と
こ
と
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

最
近
、ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
の
情
報
機
関
で
あ
るFBI

の
資
料
が
、情
報
公
開
法（
フ

リ
ー
ダ
ム
・
オ
ブ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ク
ト
）
に
よ
っ
て
、
一
部
閲
覧
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
資
料
も
作
成

さ
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
調
査
資
料
の
フ
ァ
イ
ル
番
号

は62-95834

で
、
三
五
九
頁
に
お
よ
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
な
か
に
は
黒
塗
り
に
さ
れ
た
部

分
も
多
く
あ
り
、
判
読
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
私
の
注
意
を
引
い
た

の
は
、
そ
の
最
初
の
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
イ
ル
の
最
初
に
あ
っ
た
の
は
、
ウ
ォ
ル

タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
か
らFBI

へ
宛
て
て
出
さ
れ
た
手
紙
類
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･
ベ
イ
カ
ー
の
思
想
的
背
景
を
調
査
す
る

フ
ァ
イ
ル
が
作
成
さ
れ
る
き
っ
か
け
が
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
手
紙
に
よ
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
関
連
と
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
た
こ
の
調
査
書
に
は
、
一
九
五
一

年
一一
月
五
日
と
い
う
日
付
が
あ
り
、
そ
れ
は
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
事
件
の
直
後
の

こ
と
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は
自
分
の
と
こ
ろ
に
寄
せ
ら
れ
た
数
葉
の
投
書
を
添
付

し
て
、FBI

長
官
の
フ
ー
ヴ
ァ
ー
に
直
接
呼
び
か
け
な
が
ら
、「
フ
ー
ヴ
ァ
ー
よ
、
こ

れ
に
関
し
て
調
査
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
と

FBI

が
そ
れ
ほ
ど
密
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
自
身
の

手
紙
じ
た
い
は
情
報
公
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
引
用
さ
れ
た
文
章
以
外
に
は
読
む
こ

と
が
で
き
な
い
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
に
関
す
る
こ
の
最
初
の
書
類
は
、
お
そ

ら
く
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
手
紙
に
対
し
て
調
査
員
が
、FBI

の
ジ
ョ
ン
・
エ
ド
ガ
ー
・
フ
ー

ヴ
ァ
ー
長
官（1895 - 1972

）
に
許
可
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
文
書
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

   「
添
付
の
手
紙
類
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
か
ら
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
、

ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
出
来
事
に
関
わ
っ
た
、
有
色
人
種
の
歌
手
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ

イ
カ
ー
に
関
す
る
も
の
で
す
。
最
初
の
手
紙
は
某
氏
か
ら
で
、
一
九
三
六
年
に
レ
ニ
ン

グ
ラ
ー
ド
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
見
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ベ
イ
カ
ー
は

そ
の
と
き
ソ
連
の
招
待
で
来
て
い
ま
し
た
」。

　
そ
の
他
の
添
付
資
料
の
手
紙
も
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
読
者
・
聴
取
者
・

フ
ァ
ン
か
ら
届
い
た
も
の
で
あ
り
、
ど
れ
も
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
個
人
的
に

中
傷
す
る
内
容
で
あ
る
。
い
わ
く
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
は
、
な
ぜ
黒
人
の

メ
イ
ド
を
雇
わ
ず
、
ロ
シ
ア
人
の
メ
イ
ド
を
雇
う
の
か
、
な
ど
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ

カ
ー
が
共
産
党
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
よ
う
と
し
、
ソ
連
の
シ
ン
パ

で
あ
る
、
反
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
書
き
か

た
も
冷
静
で
あ
る
よ
り
は
、
感
情
的
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
憎
悪
し
、
黒

人
を
憎
悪
す
る
気
持
ち
が
行
間
か
ら
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
目
撃

談
と
い
っ
て
も
、
す
で
に
一
五
年
も
前
の
出
来
事
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
い
ま
さ
ら
問

題
化
し
よ
う
と
す
る
。

　
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は
こ
の
よ
う
な
無
責
任
な
一
般
の
人
々
か
ら
の
投
書
を

と
っ
こ
に
と
っ
て
、
連
邦
政
府
の
力
を
動
員
し
て
、
ス
ト
ー
ク・ク
ラ
ブ
事
件
で
、
ジ
ョ

セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
不
利
な
立
場
へ
追
い
や
る
文
章
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
。
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
へ
の
挑
戦
の
過
程
で
使
っ
た
手
段
は
、
こ
の

よ
う
に
あ
こ
ぎ
な
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
がFBI

に
強
い
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
世
間
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･
ベ
イ
カ
ー
も
知
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン･

ベ
イ
カ
ー
の
共
産
党
と
の
か
か
わ
り
を
疑
っ
て
み
せ
、
そ
れ
だ
か
ら
調
査
し
た
ほ

う
が
よ
い
と
提
案
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、FBI

は
調
査
を
開
始
す
る
の
だ
が
、



18

も
ち
ろ
ん
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
最
終
的
に
、
政
治
的
に
問
題
が
な
い
と
判
断
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
経
過
は
、FBI

の
資
料
に
詳
し
い
。

　
け
れ
ど
も
五
〇
年
代
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
赤
狩
り
が
激
し
く
な
る
社
会
風
潮
の
な
か

で
、「
赤
だ
」
と
い
う
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
じ
た
い
が
す
で
に
致
命
的
で
あ
り
、
社

会
的
に
ほ
と
ん
ど
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
ウ
イ
ン

チ
ェ
ル
は
、
な
ん
と
も
姑
息
な
手
段
を
取
っ
て
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
攻
撃

し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
も
秘
密
裏
にFBI

と
関
わ
り
つ
つ
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
コ
ラ
ム
の

な
か
で
「
日
は
昇
り
、
日
は
沈
む
」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
の
権
力
の
行
使
は
、
も
は
や

純
粋
に
、
心
か
ら
、
シ
ョ
ウ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
発
展
を
願
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
と

疑
い
た
く
な
っ
て
く
る
。
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は
、
自
分
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
こ
と
の
み
を

望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

東
五
三
丁
通
り
の
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
は
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
に
と
っ
て
、
ゴ
シ
ッ
プ
収

集
の
た
め
の
格
好
の
場
所
だ
っ
た
。
ク
ラ
ブ
に
は
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
が
定
席
と
す
る
テ
ー

ブ
ル
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
あ
の
晩
の
事
件
で
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン･

ベ
イ
カ
ー
の
味
方
を
す
れ
ば
、
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
の
白
人
専
用
と
い
う
運
営

方
針
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば
ク
ラ
ブ
の
支
配
人
と
気
ま
ず

く
な
り
、
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
へ
通
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
ゴ
シ
ッ

プ
の
ネ
タ
を
集
め
ら
れ
な
く
な
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ウ

イ
ン
チ
ェ
ル
が
臆
病
風
を
吹
か
せ
て
、
あ
の
出
来
事
が
起
き
た
と
き
、
自
分
は
そ
の
場

に
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
の
は
、
す
べ
て
「
ミ
ー
ル
・
チ
ケ
ッ
ト（
食
事
券
）」
の
た

め
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
ふ
と
こ
ろ
さ
え
潤
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
考

え
か
た
で
あ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
怒
っ
て
こ
の
よ
う
な
暴
言
を
吐
い

た
の
だ
ろ
う
が
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
フ
ー
ヴ
ァ
ー
長
官
と
の
秘
密
の
や

り
取
り
を
読
ん
で
い
る
と
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
本
能
的
な
感
覚
、
そ
の
直

観
が
正
し
く
言
い
当
て
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
も
私
は
思
う
。

　

ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
がFBI

へ
出
し
た
秘
密
の
調
査
依
頼
の
こ
の
手
紙
は
、
そ
の
後
、
数

年
間
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
をFBI

の
監
視
下
に
お
く
こ
と
に
な
る
。
日
本

公
演
の
と
き
も
そ
う
だ
っ
た
ら
し
い
。
五
四
年
四
月
の
日
本
公
演
の
準
備
を
し
て
い
る

段
階
で
、
澤
田
美
喜
が「
木
下
様
」
ヘ
宛
て
た
手
紙
の
な
か
に
、
こ
の
こ
と
と
関
連
す

る
と
推
測
さ
れ
る
箇
所
が
出
て
く
る
。
澤
田
美
喜
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ア

メ
リ
カ
中
よ
り
ベ
ー
カ
ー
の
記
事
を
み
て
出
問
し
て
く
る
各
方
面
へ
の
答
を
用
意
し
て

ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ベ
ー
カ
ー
に
対
し
ホ
ー
ム
に
対
し
て
い
つ
も
手
を
か

え
品
を
か
え
て
じ
ゃ
ま
を
す
る
見
え
ざ
る
敵
達
に
対
し
て
・
・
・
」
と
い
う
よ
う
な

表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

五
〇
年
代
初
め
の
ア
メ
リ
カ
は
、
冷
戦
構
造
の
な
か
で
共
産
主
義
・
ソ
連
・
反
ア

メ
リ
カ
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
。
澤
田
美
喜
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
の
事

業
も
、
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
が
成
し
た
不
始
末
を
、
こ
と
ご
と
し
く
お
お
や
け
に
し
て

い
る
。
こ
れ
は
反
ア
メ
リ
カ
的
行
動
で
あ
る
と
い
う
非
難
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
汚
点
と
い
え
る
混
血
児
の
問
題
に
は
、

目
を
伏
せ
て
お
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
い
っ
ぽ
う
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
も
、
ス
ト
ー
ク
・
ク
ラ
ブ
事
件
の
翌
年
に
、

南
米
公
演
で
訪
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
で
、
ア
メ
リ
カ
の
建
国
の
理
念
で
あ
る
民
主
主
義
が
、

ブ
ラ
ジ
ル
社
会
で
根
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
賞
賛
す
る
ス
ピ
ー
チ
を
す

る
。
そ
れ
を
ふ
た
た
び
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
が
取
り
上
げ
て
、
反
ア
メ
リ
カ
的
行
動
を
取
っ

て
い
る
と
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
非
難
し
た
の
だ
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
聴
衆
を
前
に
、
異
な
る
人
種
が
調
和
し
て
暮
ら
す
世
界
ヘ
の
理
想
を
語
っ

た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
「
み
な
さ
ま
の
輝
く
顔
を
見
て
い
る
と
、
わ
た
し
は
と
て
も
嬉
し
く
な
り
ま
す
。
そ
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れ
ぞ
れ
の
顔
に
は
先
祖
の
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
白
か
っ
た
り
、
黒
か
っ
た
り
、

黄
色
や
赤
色
で
す
。
わ
た
し
の
高
い
理
想
と
す
る
、
夢
と
す
る
も
の
が
、
こ
こ
ブ
ラ
ジ

ル
で
実
現
し
て
い
る
の
で
す
。
異
な
る
人
種
が
一
緒
に
楽
し
く
暮
ら
せ
る
と
わ
た
し
は

信
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
理
想
を
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
が
現
実
の
も
の
と
し
た
、
そ
の
や

り
か
た
を
わ
た
し
は
心
よ
り
讃
美
し
ま
す
。
こ
の
状
況
が
、
未
来
の
社
会
の
あ
り
か
た

な
の
だ
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
ブ
ラ
ジ
ル
を
、
民
主
主
義
の
象
徴
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」（185

）。

　
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
は
、「
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
反
ア
メ
リ
カ
の
大
規
模
な
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
・
ツ
ア
ー
を
開
始
し
た
」（185

）
と
書
い
て
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
共
産
主

義
シ
ン
パ
の
刻
印
を
押
そ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
か
ら
、
日

本
公
演
中
も
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
反
ア
メ
リ
カ
的
行
動
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐

れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
の
ち
の
一
九
六
三
年
に
、
首
府
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
た
、「
職
と
自
由
の
た
め
の
ワ
シ

ン
ト
ン
大
行
進
」
へ
参
加
し
よ
う
と
し
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･
ベ
イ
カ
ー
は
、
連
邦
政
府

移
民
局
に
入
国
を
阻
止
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
入
国
許
可
が
お
り
る
よ
う
に
手
配
し
た

の
が
、
当
時
の
司
法
長
官
だ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
で
、
大
統
領
の
兄
に
特
別
に

許
可
す
る
よ
う
に
懇
請
し
、
よ
う
や
く
八
月
二
八
日
の
大
行
進
に
間
に
合
っ
た
の
だ
っ

た
。
こ
の
と
き
ま
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
に
反
米
分
子
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ろ

う
と
し
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
イ
ン
チ
ェ
ル
の
影
響
が
お
よ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

５  「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
の
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城

　

人
種
差
別
へ
の
激
し
い
怒
り
が
、
南
仏
の
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
を
、「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ

ル
」
に
し
た
い
と
い
う
希
望
に
な
っ
て
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
心
を
動
か
し
て

い
っ
た
。
憤
慨
し
て
抗
議
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
活
動

し
実
現
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
人
生
を
左
右
し
て
い

た
。
そ
れ
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
を
歌
手
・
踊
り
子
と
し
て
成
功
さ
せ
、
シ
ョ
ウ
・
ビ
ジ

ネ
ス
の
世
界
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
人
間
と
し
て
情
愛
深
い
大
き
な
人
物
に
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
第
二
次
大
戦
中
に
、
自
由
フ
ラ
ン
ス
の
特
別
情
報

員
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
プ
テ
イ
少
佐
に
頼
ま
れ
て
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動

に
参
加
す
る
。
そ
し
て
そ
の
活
動
を
通
し
て
、
積
極
的
に
人
種
問
題
に
つ
い
て
発
言

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
お
そ
ら
く
、「
虹
の
部
族
」
と
い
う

理
想
社
会
を
建
設
し
た
い
と
い
う
、
は
っ
き
り
と
し
た
夢
を
抱
い
て
は
い
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
活
動
中
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
病
気
に
な
り
、
入

院
し
て
治
療
し
て
い
る
。
ま
た
流
産
し
た
こ
と
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く

ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
、
結
婚
と
家
庭
と
い
う
こ

と
を
い
っ
し
ょ
に
思
い
描
き
始
め
た
こ
ろ
か
ら
、「
虹
の
部
族
」
と
い
う
夢
を
抱
く
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

け
れ
ど
も
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
子
供
好
き
は
、
昔
か
ら
だ
っ
た
。
す
で
に

一
九
三
〇
年
代
の
は
じ
め
に
は
、
パ
リ
の
孤
児
院
を
訪
問
し
、
ス
ラ
ム
の
子
供
た
ち
を

慰
め
、
プ
レ
セ
ン
ト
を
運
ん
で
い
た
。
そ
の
よ
う
な
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
姿
を
見
て
、
澤

田
美
喜
は
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
愛
情
の
豊
か
さ
と
、
そ
の
活
動
に
大
い
な
る
感
銘
を
受

け
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
若
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
す
で
に
、
の
ち
の「
虹

の
部
族
」
を
夢
見
る
萌
芽
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

日
本
公
演
で
も
歌
っ
た「
私
の
村
で(D

ans m
on village)

」
と
い
う
シ
ャ
ン
ソ
ン

は
、
一
九
五
三
年
六
月
一
〇
日
に
バ
ン
ド
指
揮
者
だ
っ
た
ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
の
率
い
る
、
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「
ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
の
演
奏
に
よ
っ
て
レ
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い

る
。
五
四
年
に
来
日
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
ま
だ
新
し
い
歌
だ
っ
た
。
日
付
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、「
私
の
村
」
と
い
う
の
は
、
南
仏
の
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
の
理
想
の
世

界
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
城
を
宿
泊
可
能
な
ホ
テ

ル
に
改
修
し
、
周
囲
の
農
場
を
い
わ
ば
観
光
農
場
に
し
て
客
を
募
り
、
そ
の
観
光
事

業
を
経
済
的
支
え
と
し
な
が
ら
、「
虹
の
部
族
」
を
養
お
う
と
い
う
計
画
を
立
て
て
い

た
。
そ
し
て
そ
こ
を
「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
に
し
て
、
理
想
の
社
会
を
築
こ
う
と
し

た
の
だ
っ
た
。

　

四
〇
年
代
の
初
め
か
ら
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
ベ
イ
カ
ー
は
、
こ
の
城
に
は
し
ば
し

ば
滞
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
レ・
ミ
ラ
ン
ド
城
は
知
り
合
い
の
医
者
の
所
有
だ
っ

た
が
、
こ
の
城
が
気
に
入
っ
て
い
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
四
七
年
に
こ
れ
を
譲
り
受
け
、

こ
の
城
の
屋
敷
内
の
チ
ャ
ペル
で
、
ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
と
結
婚
式
を
挙
げ
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
南
仏
の
田
舎
の
、
パ
リ
か
ら
は
汽
車
で
も
自
動
車
で
も
不
便
な
と

こ
ろ
に
あ
る
こ
の
地
域
の
城
を
え
ら
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
を
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
所
有
し
て
い
た
の
は
、
一
九
四
七

年
か
ら
六
八
年
ま
で
の
二
〇
年
あ
ま
り
の
期
間
だ
っ
た
。
六
八
年
に
観
光
ホ
テ
ル
・
農

場
が
経
営
破
綻
に
陥
り
、
手
放
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
経
緯
は
、
ま
た
ひ
と
つ
の

物
語
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
と
そ
の
地
域
に
目
を
向
け

て
み
た
い
。　

　
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
が
築
城
さ
れ
た
の
は
、
一
五
世
紀
の
こ
と
で
、
施
主
は
カ
ス
テ

ル
ノ
ー
の
領
主
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ゥ
・
コ
ー
モ
ン
で
あ
り
、
そ
の
ド
ゥ
・
コ
ー
モ
ン
家

が
一
四
八
九
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
起
き
た
一
七
八
九
年
ま
で
、
こ
の
城
の
所
有
者

だ
っ
た
。
そ
の
後
、
公
証
人
、
実
業
家
の
手
に
渡
り
、
一
九
二
〇
年
か
ら
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン･

ベ
イ
カ
ー
に
よ
っ
て
買
わ
れ
る
四
七
年
ま
で
は
、
マ
ル
と
い
う
名
前
の
医
者
が
所
有
し

て
い
た
。
そ
し
て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
あ
と
今
日
ま
で
に
、
城
は
三
人
の
手
に
わ
た
り
、

一
九
九
四
年
か
ら
の
所
有
者
が
、
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
を
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の

博
物
館
と
し
て
一
般
に
公
開
し
て
い
る
。

　
レ・ミ
ラ
ン
ド
城
が
あ
る
南
仏
の
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ・ペ
リ
ゴ
ー
ル
地
方
は
、ペ
リ
ゴ
ー
ル・

ノ
ワ
ー
ル
と
呼
ば
れ
も
す
る
ト
リ
ュ
フ
と
、
南
仏
産
の
フ
ォ
ア
グ
ラ
で
名
高
く
、
フ
ラ

ン
ス
料
理
好
き
に
は
垂
涎
の
町
で
あ
る
。
ト
リ
ュ
フ
入
り
オ
ム
レ
ツ
は
、
城
か
ら
二
〇

分
く
ら
い
離
れ
た
も
っ
と
も
近
い
町
サ
ル
ラ
の
名
物
料
理
に
な
っ
て
い
る
。

　
サ
ル
ラ
は
中
世
の
名
残
り
の
あ
る
町
で
、
そ
の
近
く
に
は
ロ
ス
タ
ン
の
戯
曲
で
、
日

本
の
芝
居
好
き
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る「
白
野
弁
十
郎
」、
す
な
わ
ち
「
シ
ラ
ノ
・
ド
・

ベ
ル
ジ
ュ
ラ
ッ
ク
」
の
名
前
を
冠
し
た
町
、
ベ
ル
ジ
ュ
ラ
ッ
ク
も
あ
る
。
古
い
歴
史
を

感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
町
を
訪
ね
た
り
、
ま
た
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
の

よ
う
な
城
が
こ
の
あ
た
り
一
帯
に
点
在
し
て
お
り
、
お
城
の
見
学
を
す
る
観
光
客
な

ど
、
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
地
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
人
気
の
あ
る
景
勝
地
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
地
方
に
は
、
ル・フ
ォ
ン・
ド
ゥ・
ゴ
ム
洞
窟
の
ほ
か
、
世
界
遺
産
に
も
な
っ

て
い
る
先
史
時
代
の
居
住
跡
の
洞
窟
が
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
洞
窟
の
な
か
に

は
、ス
ペ
イ
ン
の
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
洞
窟
で
発
見
さ
れ
た
動
物
の
線
画
に
似
た
図
像
が
残
っ

て
い
る
。
洞
穴
の
壁
に
彫
像
が
残
っ
て
い
る
洞
窟
も
あ
る
。
一
見
の
ど
か
な
農
村
地
帯

に
見
え
る
こ
の
地
方
は
、
は
る
か
な
る
昔
か
ら
人
々
が
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

の
表
面
だ
け
で
は
な
く
、
地
面
の
下
に
も
人
類
の
生
き
た
痕
跡
が
今
日
ま
で
残
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
人
間
が「
生
き
る
」
意
味
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
南
仏
の
も
っ
と
大
き
な
町
と
は
違
っ
て
、
交
通
の
便
は
よ
く
な
い
し
、
町

じ
た
い
も
小
さ
い
か
ら
、
車
を
運
転
し
な
い
外
国
か
ら
の
訪
問
者
に
は
、
か
な
り
到
達

し
に
く
い
場
所
で
あ
る
。

　
あ
る
日
曜
日
の
朝
、
私
は
パ
リ
の
オ
ー
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
駅
を
一
〇
時
一一
分
に
出
発
し
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て
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
な
ど
を
経
て
ス
イ
ヤ
ッ
ク
と
い
う
駅
に
到
着
し
た
。
す
で
に
午
後
の

三
時
を
過
ぎ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
国
鉄
バ
ス
に
乗
り
換
え
て
、
四
〇
分
ほ
ど
し
て
サ
ル

ラ
の
町
へ
到
着
す
る
。
汽
車
の
ス
ピ
ー
ド
が
お
そ
ら
く
は
る
か
に
速
く
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
今
日
で
も
、
ス
イ
ヤ
ッ
ク
ま
で
パ
リ
か
ら
五
時
間
は
か
か
る
の
だ
か
ら
、
ジ
ョ

セ
フ
ィ
ー
ン･
ベ
イ
カ
ー
が
通
っ
て
い
た
五
〇
年
代
に
は
、
こ
の
行
程
は
骨
の
折
れ
る
大

移
動
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
は
、
サ
ル
ラ
の
町
か
ら
ま
た
田
舎
道
へ

入
っ
て
い
き
、
車
で
二
〇
分
は
か
か
る
丘
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

　

私
は
電
車
と
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
サ
ル
ラ
に
到
着
し
、
ホ
テ
ル
で
旅
装
を
解
い
て
、

よ
う
や
く
翌
日
、
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
ま
で
行
っ
た
。
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
へ
は
帰
り
の
足

を
考
え
て
ハ
イ
ヤ
ー
を
半
日
雇
い
、
よ
う
や
く
目
的
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
っ
た
。

　

パ
リ
か
ら
ひ
た
す
ら
南
へ
、
そ
し
て
や
や
西
へ
向
か
っ
て
の
こ
の
長
い
旅
路
は
、
今
、

地
図
で
た
ど
り
な
お
し
て
み
る
と
、
あ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
の
ト
ン
ネ
ル

を
く
ぐ
っ
た
と
き
の
よ
う
な
、
不
思
議
な
感
覚
を
私
の
な
か
に
呼
び
起
こ
し
て
く
る
。

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
も
澤
田
美
喜
も
、「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
を
、
制
度
と
し

て
の
捨
て
子
の
施
設
で
は
な
く
、「
ホ
ー
ム
」
を
築
こ
う
と
し
て
長
く
困
難
な
旅
路
を

歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
旅
路
は
、
澤
田
美
喜
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
見

え
ざ
る
敵
達
」
と
の
闘
い
に
な
る
の
だ
が
、
か
れ
ら
二
人
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
困

難
を
前
に
し
て
怯
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
恐
怖
」
に
く
じ
け
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
勇
敢
な
人
間
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
二
人
と
も
に

信
念
の
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
本
能
的
な
信
念
の
人

で
あ
っ
た
。

　
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
展
示
資
料
の
な
か
に
、
面
白
い

書
面
が
あ
り
、
壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
一
九
三
一
年
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ

イ
カ
ー
が
、
自
分
を
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か

れ
た
次
の
よ
う
な
自
画
像
的
リ
ス
ト
で
あ
る
。

　

   「
八
歳
の
と
き
に
、
わ
た
し
は
働
き
は
じ
め
た̶

̶
̶

宿
命
。

　
　

空
腹
を
抑
え
る
た
め
に
苦
し
ん
だ
、
空
腹
と
寒
さ
を̶

̶
̶

人
生
の
苦
悩

　
　
わ
た
し
に
は
一つ
の
家
族
が
あ
る̶

̶
̶

世
界

　
　

世
間
は
わ
た
し
を
醜
い
と
い
う̶

̶
̶

自
然

　
　
わ
た
し
は
猿
の
よ
う
に
踊
る̶

̶
̶

人
間
動
物
学

　
　

子
供
の
こ
ろ
わ
た
し
は
も
っ
と
醜
か
っ
た̶

̶
̶

化
粧

　
　

 （
略
）

　
　
わ
た
し
は
道
徳
そ
の
も
の̶

̶
̶

確
信

レ・ミランド城（ドルドーニュ地方）
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世
間
は
そ
う
は
思
わ
な
い
か
し
ら̶

̶
̶

？

　
　
タ
バ
コ
は
吸
わ
な
い̶

̶
̶

白
い
歯
が
好
き
だ
か
ら

　
　
お
酒
は
飲
ま
な
い̶

̶
̶

わ
た
し
は
ア
メ
リ
カ
人
だ
か
ら

　
　
わ
た
し
に
は
一つ
の
宗
教
が
あ
る̶

̶
̶

信
頼

　
　
わ
た
し
は
子
供
た
ち
が
好
き̶

̶
̶

マ
マ
ン
と
か
れ
ら
は
言
う

　
　

 （
略
）

　
　
わ
た
し
は
貧
し
い
人
を
助
け
る̶

̶
̶

自
分
が
と
っ
て
も
貧
し
か
っ
た
か
ら

　
　
わ
た
し
は
動
物
が
好
き̶

̶
̶

か
れ
ら
は
一
番
誠
実

　
　
わ
た
し
は
う
た
い
踊
る̶

̶
̶

忍
耐

　
　

 （
略
）」

 　
こ
の
自
己
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･
ベ
イ
カ
ー
像
を
よ
く
描
き
出
し
て

い
る
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
、
ま
だ
二
五
歳
だ
っ
た
一
九
三
一
年
の
こ
の
と
き
に
、

す
で
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は「
世
界
」
を
家
族
と
考
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。
子
供
が
好
き

だ
と
い
う
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
自
分
を
よ
く
見
つ
め
る
客
観
的
な
視
線
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
略
し
て
し
ま
っ
て
書
き
入
れ
な
か
っ
た
が
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
自
分
に
は
人
生
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
い
る

し
、
ま
た
自
分
は
成
功
し
た
け
れ
ど
、「
金
銭
を
愛
し
て
は
い
な
い
」
と
は
っ
き
り
書
い

て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
、
成
功
と
は
か
な
ら
ず
や
金
銭
的
な
成

功
を
意
味
し
て
い
た
。
金
持
ち
に
な
ら
な
け
れ
ば
、「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
を
実
現
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
ま

さ
に
ア
メ
リ
カ
の
夢
の
体
現
者
だ
っ
た
。「
ぼ
ろ
き
れ
か
ら
金
持
ち
へ
」
と
い
う
少
年

の
出
世
物
語
が
、
一
九
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
で
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
。
田
舎
の
貧

し
い
少
年
が
都
会
へ
出
て
、
靴
磨
き
な
ど
を
し
な
が
ら
、
頼
る
者
も
な
く
、
自
分
の

才
覚
だ
け
を
頼
っ
て
勤
勉
に
働
く
。
や
が
て
そ
の
正
直
な
態
度
が
気
に
入
ら
れ
て
、
一

段
上
の
仕
事
に
つ
く
チ
ャ
ン
ス
が
到
来
す
る
。
そ
の
少
な
い
機
会
を
逃
さ
ず
に
捉
え
て
、

そ
こ
で
も
ま
た
真
面
目
に
働
く
。
す
る
と
さ
ら
に
金
銭
的
成
功
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に

な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
主
人
公
は
、
金
持
ち
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。
何
よ
り
も
踊
り
と
歌

が
好
き
だ
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー

の
主
人
公
の
よ
う
に
、
チ
ャ
ン
ス
を
捉
え
よ
う
と
努
力
し
た
。「
真
面
目
に
、
勤
勉
に
」

滑
稽
な
振
り
で
踊
っ
て
、
観
客
を
喜
ば
す
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
に
な
っ
た
。
そ
し
て
家
族

の
助
け
も
な
く
、
ひ
と
り
で
道
を
開
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
々
的
な
成
功
を
収
め
た

の
だ
っ
た
。
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の「
英
雄
」
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
祖
国
ア
メ
リ

カ
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は「
英
雄
」
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
黒
人
で
し
か

も
女
が
、
も
ろ
手
を
挙
げ
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に
歓
迎
さ
れ
、
人
々
の
英
雄
に
な
れ
る

よ
う
な
政
治
的
社
会
的
土
壌
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
な
か
っ
た
。

　

パ
リ
で
大
人
気
を
博
し
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
、
自
由
に
な
る
金
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
パ
リ
の
郊
外
の
ヴ
ェ
ジ
ネ
ッ
ト
と
い
う
町
に
大
き
な
館

を
所
有
す
る
。
そ
こ
に
ヒ
ョ
ウ
や
猿
や
イ
ン
コ
な
ど
好
き
な
動
物
は
な
ん
で
も
飼
い
、

洋
服
を
買
い
集
め
た
。
そ
の
た
め
ひ
ど
い
浪
費
家
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も

「
金
銭
を
愛
し
て
は
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
真
実
の
言
葉
だ
ろ
う
。

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
豪
華
な
衣
装
は
観
客
を
楽
し
ま
せ
た
の
だ
っ
た
し
、
動
物
を
飼
う

の
は
、
ス
ト
レ
ス
解
消
の
た
め
で
あ
り
、
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
楽
し
い
話
題
作

り
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
と
っ
て
、
金
銭
そ
の
も
の
が
目
的
に
な
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
的
な
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
の「
精
神
」
と
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ず
れ
て
い
く
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、ア
メ
リ
カ
的
な
サ
ク
セ
ス・ス
ト
ー

リ
ー
な
ど
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
人
生
の
目
的
は
、
つ
ま
ら
な
い
世
俗
的
な
と
こ

ろ
に
は
な
か
っ
た
。

　

自
己
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
な
か
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
わ
ざ
わ
ざ
、
自
分

は
宗
教
を
持
つ
と
言
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
う
言
い
な
が
ら
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の

宗
教
は
、
制
度
と
し
て
の
特
定
の
宗
派
や
教
会
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。

自
分
自
身
の
確
信
・
自
信
・
信
念
を「
信
仰
」
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
「
わ

た
し
は
道
徳
そ
の
も
の
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、冗
談
で
も
軽
口
で
も
な
く
、自
分
に
は
、

だ
れ
に
も
支
配
さ
れ
な
い
、
付
和
雷
同
し
な
い
、
自
分
の
強
固
な
価
値
判
断
が
あ
る

こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
な
か
に
も
、
体
制
主
義
的
な

側
面
の
ア
メ
リ
カ
や
、
一
九
世
紀
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
風
の
「
お
上
品
な
伝
統
」
に
決

し
て
与
し
な
い
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
、
個
人
主
義
に
根
ざ
し
た
堅
固
な
姿
勢

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
が
あ
る
こ
の
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
地
方
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
、

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
に
か
か
わ
る
人
々
や
、
ナ
チ
の
迫
害
を
逃
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
、

い
わ
ば
反
体
制
の
人
々
が
ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

の
活
動
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
ミ
ラ
ン
ド
城
も
、

そ
の
関
係
の
人
々
が
泊
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
所
有
に
な
っ
て
は
い
な
く
て
、
大
家
の
医
者
か
ら
借
り

て
、
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
に
滞
在
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
こ
は
大
都
会
の
パ
リ
か
ら
地
理
的
に
離
れ
て
い
て
安
全
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
南

仏
の
農
家
は
隠
れ
家
に
適
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
に
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ

カ
ー
が「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
と
呼
ぶ
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
の
あ
る
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
地
方

が
、
独
裁
や
圧
政
に
苦
し
む
人
々
の
ひ
そ
か
に
隠
れ
住
む
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
た
こ
と

に
、
神
秘
的
に
す
ら
映
る
、
あ
る
符
合
の
一
致
を
見
る
思
い
が
す
る
。

　

ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
地
方
の
住
人
が
、
政
治
的
な
不
都
合
か
ら
隠
れ
住
む
人
々
に
対
し
て
、

特
に
寛
大
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
自
由
な
雰
囲
気
が
あ
る
と
こ
ろ
な
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
素
朴
に
単
純
に
、
人
間
を
受
け
入
れ
、
洞
窟
の
住
人
の
よ
う
に

そ
の
居
住
を
可
能
に
し
た
先
史
時
代
か
ら
の
遺
伝
子
の
よ
う
な
要
素
が
、「
土
地
の
霊
」

の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
曜
日
の
朝
に
パ
リ
か
ら
南
下
し
た
私
の
電
車
の
旅
は
、
の
ど
か
な
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ

地
方
の
畑
や
、
美
し
い
川
、
緑
の
林
の
風
景
に
目
は
な
ご
み
、
フ
ォ
ア
グ
ラ
や
ト
ル
フ
ュ

の
豪
華
な
味
に
人
生
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
精
神
的
に
も
自
由
と
解
放
へ

の
力
が
予
感
で
き
る
よ
う
な
移
動
の
旅
だ
っ
た
。
こ
こ
は
ア
メ
リ
カ
の
南
部
へ
の
旅
路

と
は
対
照
的
に
、
空
間
的
の
み
な
ら
ず
時
間
的
に
も
、
た
っ
た
今
の
現
実
を
忘
れ
さ

せ
、
精
神
の
自
由
な
活
動
を
促
し
て
未
来
の
理
想
へ
向
け
て
の
発
想
を
助
け
る
よ
う

な
、
現
実
と
時
間
を
超
越
す
る
透
明
化
の
力
が
感
じ
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
情
報
活
動
を
助
け
る
合
い

間
に
、
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
へ
戻
っ
て
き
た
。
や
が
て
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
を
自
分
の
本
拠

地
に
し
て
、「
虹
の
部
族
」
を
育
て
よ
う
と
決
心
す
る
に
い
た
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
運
動
が
追
い
求
め
た
フ
ラ
ン

ス
の
自
由
を
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
さ
ら
に
人
類
の
自
由
の
探
求
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ

た
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
情
報
活
動
員
に
リ
ク
ル
ー
ト
し
た
ア
プ
テ
イ
少
佐
は
、

初
め
て
対
面
し
た
と
き
か
ら
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
信
頼
す
る
。
ア
プ
テ
イ

少
佐
の
著
わ
し
た
『
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
秘
密
の
戦
争
』
に
よ
れ
ば
、
活
動

員
の
条
件
に
は
、「
勇
気
・
直
観
・
知
性
」（18

）
が
求
め
ら
れ
る
が
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
に
は
そ
れ
ら
が
備
わ
っ
て
い
る
と
ア
プ
テ
イ
少
佐
は
す
ぐ
に
認
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
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て
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
、
フ
ラ
ン
ス
を
「
わ
た
し
が
選
ん
だ
国（
養
国
）」（20

）

と
言
っ
た
と
き
に
は
、
心
か
ら
感
動
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
ア
プ
テ
イ
少
佐
の
依
頼
に
対
し
て
、
自
分
の
受
諾

の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
今
日
わ
た
し
が
あ
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
お
か
げ
で
す
。
わ
た
し
は
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て

永
久
に
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
き
続
け
る
で
し
ょ
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
や
さ
し
く
、
人
種

差
別
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
有
色
人
種
が
暮
ら
す
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
パ
リ
の
人
々

に
愛
さ
れ
る
子
に
わ
た
し
は
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
み
ん
な
が
わ
た
し
に
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
、
と
り
わ
け
心
を
く
れ
た
の
で
す
。
わ
た
し
も
わ
た
し
の
心
を
与
え
て

き
ま
し
た
。
今
は
、わ
た
し
の
命
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。わ
た
し
の
言
葉
通
り
に
受
け
と
っ

て
、
わ
た
し
を
使
っ
て
く
だ
さ
っ
て
構
い
ま
せ
ん
」（20 - 21

）。

　
こ
の
言
葉
は
誇
張
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
。
じ
っ
さ
い
に
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー

を
大
き
く
育
て
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
出
会
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ら
、
今
日
私
た
ち
の
記
憶
に
残
る
よ
う
な
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン･

ベ
イ
カ
ー
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
、
推
定
な
が
ら
私
は
ほ
ぼ
確
実
に
断
言

で
き
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
か
く
も
育
て
上
げ
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
、
そ

の
ど
こ
か
に
潜
む
見
え
な
い
力
を
、
い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
論
理
的
に
説
明

す
る
言
葉
を
見
つ
け
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
語
る
と
き
に
、
と
り
わ
け
身
近
な
男
た
ち
の
存
在

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
偽
の
貧
乏
貴
族
だ
と
陰
口
を
叩
か
れ
続
け
て
い
た
ペ

ピ
ー
ト
に
し
ろ
、「
虹
の
部
族
」
を
育
て
上
げ
た
ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
に
し
ろ
、
ジ
ョ
セ

フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
人
生
に
お
い
て
、
周
囲
の
人
々
の
力
は
果
て
し
な
く
大
き
か
っ

た
。
け
れ
ど
も
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
、
そ
の
よ
う
な
男
や
女
た
ち
を
引
き
つ
け
る
力
が
、

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
か
れ
ら
を
選
ん
だ

の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
れ
ら
を
通
し
て
、
自
分
自
身
で
わ
が
身
を
育
て
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
偉
大
な
る
ゆ
え
ん
な
の
だ
が
、
そ

れ
は
ま
た
別
の
物
語
に
な
る
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
、
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
を「
虹
の
部
族
」
の
館
に
し
て
、

そ
こ
を「
世
界
の
中
心
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
）」
に
し
よ
う
と
考
え
た
、
そ
の
根
底
の
精
神

を
動
か
し
て
い
た
の
は
、
生
ま
れ
故
郷
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
差
別
の
実
情
だ
っ

た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
が
育
っ
た
イ
リ
ノ
イ
州
の
イ
ー
ス
ト
・
セ
ン
ト
・
ル
イ

ス
は
、
特
別
な
町
だ
っ
た
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
自
身
も
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
が
ま

だ
幼
い
少
女
だ
っ
た
一
九
一
七
年
七
月
二
日
に
、
イ
ー
ス
ト
・
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
で
人
種

差
別
の
大
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
年
の
四
月
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
第
一
次
世
界

大
戦
に
参
戦
し
た
の
だ
が
、
欧
州
の
戦
争
は
す
で
に
一
九
一
四
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
ヘ
移
民
し
て
く
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
人
口
が
減
り
、
あ
る
い
は

す
で
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
い
た
人
々
が
、
戦
役
に
就
く
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
帰
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
工
場
で
は
労
働
力
が
不
足
し
、
そ
れ
を
補
う
た
め

に
ア
メ
リ
カ
南
部
の
黒
人
た
ち
が
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
以
降
、

黒
人
た
ち
が
大
挙
し
て
北
部
や
大
都
会
へ
移
住
し
て
行
っ
た
。こ
の
よ
う
な
黒
人
の「
グ

レ
イ
ト
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン（
大
移
住
）」
の
目
的
地
の
ひ
と
つ
が
、
イ
ー
ス
ト
・
セ

ン
ト
・
ル
イ
ス
だ
っ
た
。

　

低
賃
金
で
契
約
す
る
黒
人
労
働
者
は
、
白
人
労
働
者
の
脅
威
だ
っ
た
か
ら
、
こ
の

時
期
に
、
白
人
の
差
別
主
義
者
の
黒
人
へ
の
憎
悪
の
空
気
は
険
悪
だ
っ
た
。
イ
ー
ス

ト
・
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
の
町
で
は
、
一
触
即
発
の
不
安
定
な
状
況
が
見
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
つ
い
に
暴
動
が
起
き
て
、
黒
人
が
虐
待
さ
れ
る
様
子
や
、
逃
げ
ま
ど
う
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黒
人
た
ち
を
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
目
撃
し
、
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ジ
ョ

セ
フ
ィ
ー
ン
の
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、

日
常
的
に
人
種
差
別
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
体
験
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
か
ら
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
こ
こ
ろ
か
ら
自
由
と
平
等
の
社
会

を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･
ベ
イ
カ
ー
は
、
子
供
時
代
に
祖
母
の
家
に
預
け
ら
れ
て
い
る
。
祖

母
は
物
語
り
が
好
き
な
人
だ
っ
た
よ
う
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
は
、
祖
母
の
語
る
お
伽

ば
な
し
を
聞
き
な
が
ら
育
っ
て
い
る
。「
眠
れ
る
森
の
美
女
」の
城
に
も
喩
え
ら
れ
た
レ・

ミ
ラ
ン
ド
城
は
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
子
供
時
代
の
夢
想
を
実
現
す
る
場
所
だ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
イ
ー
ス
ト
・
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
の
悪
夢
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
、
お
伽
ば
な
し
の

城
が
現
実
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
よ
う
に
見
え
る
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
は
、
子
供
時
代
の

夢
物
語
の
実
現
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
実
現
の
地
を
求
め
、

す
く
な
く
と
も
二
〇
年
あ
ま
り
、
そ
こ
で
自
分
の
夢
が
十
分
に
実
現
す
る
こ
と
を
願
っ

て
奔
走
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
夢
が
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
実
現
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
経
済
的
・
経
営
的
な
才
知
の
欠
落
し
た
人
だ
っ
た

か
ら
、
い
く
ら
夫
の
ジ
ョ
ー
・
ブ
イ
ヨ
ン
が
頑
張
っ
て
、「
虹
の
部
族
」
に
愛
情
を
注
ぎ
、

レ
・
ミ
ラ
ン
ド
城
を「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
に
し
よ
う
と
運
営
の
努
力
を
重
ね
て
も
、

天
才
的
な
夢
を
抱
く
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
前
で
は
、
ベ
ク
ト
ル
は
破
綻
の
方
向
へ
動
い
て

い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
夢
を
現
実
化
す
る
に
は
、
数
々
の
果
て

し
な
い
困
難
が
伴
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
九
年
に
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
経
営
破
綻
に
陥
っ
て
レ
・
ミ
ラ

ン
ド
城
を
開
け
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
だ
子
供
だ
っ
た「
虹
の
部
族
」
を
連

れ
て
い
る
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
に
、
そ
の
と
き
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
、

ア
メ
リ
カ
人
の
女
優
で
モ
ナ
コ
王
妃
に
な
っ
た
グ
レ
ー
ス
・
ケ
リ
ー
だ
っ
た
。

   

「
虹
の
部
族
」
の
子
供
た
ち
は
元
気
に
育
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
大
人
に

な
っ
て
か
ら
病
気
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
あ
と
の
子
供
た
ち
は
、
主
に
フ

ラ
ン
ス
、
モ
ナ
コ
な
ど
で
暮
ら
し
て
い
る
。
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
語
る
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
と
の
思
い
出
に
は
差
が
あ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
よ
り
、
じ
っ
さ
い
に
レ
・
ミ
ラ
ン
ド

城
に
腰
を
落
ち
つ
け
て
、
子
供
た
ち
へ
父
親
と
し
て
の
愛
情
を
注
い
で
く
れ
た
ジ
ョ
ー
・

ブ
イ
ヨ
ン
へ
の
気
持
ち
の
ほ
う
が
強
い
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
成
長
し
た
か
れ
ら
が
語
る

の
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
の
子
供
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
孤
児
・
捨
て

子
で
あ
っ
た
自
分
た
ち
が
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
と
い
う
世
界
的
に
名
の
知
ら

れ
た
人
の
養
子
に
な
っ
た
し
あ
わ
せ
で
あ
る
。

　

生
み
の
親
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
存
在
証
明
・
存
在
保
証
が
欠
け
る
と
き

に
、
そ
の
愛
情
表
現
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
の
よ
う
に
、
と
き
に
エ
ク
セ
ン
ト

ジョセフィン・ベイカーとジョー・ブイヨンと子供たち
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リ
ッ
ク
だ
っ
た
に
し
て
も
、
社
会
で
の
認
知
と
い
う
点
で
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー

の
養
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
有
名
な

母
親
を
養
親
に
持
つ
こ
と
で
、
子
供
た
ち
は
自
分
の
存
在
証
明
・
存
在
保
証
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
の
子
供
た
ち

も
同
じ
で
、
よ
く
知
ら
れ
た
澤
田
美
喜
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
出
身
と
い

う
こ
と
で
、
就
職
に
も
有
利
だ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

　
「
虹
の
部
族
」
の
住
む
、
人
種
差
別
の
な
い
、「
世
界
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
を
建
設
す
る
と

い
う
偉
大
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
一
人
で
成
し
遂

げ
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
が
聖
公
会
を
背
景
に
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス

ホ
ー
ム
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
一
人
で
も
成
し
遂
げ
ら

れ
る
と
思
い
込
め
る
、
進
取
の
気
性
が
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
に
は
備
わ
っ
て
い
た
、
と
言

う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
い
さ
さ
か
破
天
荒
な
勇
気
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
ア
メ
リ
カ
的
精
神
で
も
あ
っ
た
。

　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
を
大
き
く
育
て
た
の
は
、
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。

結
婚
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン･

ベ
イ
カ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と

し
て
死
に
、フ
ラ
ン
ス
の
地
に
眠
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
の
真
髄
に
あ
っ

た
の
は
、
大
き
な
冒
険
に
挑
み
、
困
難
に
直
面
し
て
も
勇
敢
に
立
ち
向
か
う
、
ア
メ

リ
カ
的
精
神
で
あ
っ
た
。

　
（
こ
の
文
章
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
社
会
福
祉
法
人
エ
リ
ザ
ベ
ス
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
の
施

設
長
、
藤
村
美
津
園
長
先
生
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
い
た

し
ま
す
。
澤
田
美
喜
園
長
が
か
つ
て
居
室
に
し
て
い
た
、
大
磯
の
元
岩
崎
家
別
邸
の
和

室
で
、
自
由
に
資
料
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
澤
田
美
喜
記
念
館
の
鯛
茂

先
生
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。）
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

　
ア
ラ
ブ
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
。
ア
メ
リ
カ
は
、
彼
ら
の
前

に
ど
の
よ
う
な
姿
で
立
ち
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
時
代
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
持
つ
意

味
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
き
た
が
、
現
代
の
ア
ラ
ブ
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
は
、
最
大
、
最
強
の「
他
者
」
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
向

け
ら
れ
る
の
は
、
自
分
た
ち
が
持
て
な
い
富
や
力
を
持
つ
者
へ
の
憧
れ
の
眼
差
し
と
も

な
れ
ば
、
そ
う
し
た
も
の
を
独
占
す
る
者
へ
の
強
烈
な
憎
悪
の
念
と
も
な
る
。
ど
ち

ら
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
は
強
い
感
情
を
向
け
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
。

　

文
学
の
中
に
も
ア
メ
リ
カ
は
登
場
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ユ
ー
ス
フ
・
イ
ド
リ
ー
ス

（
一
九
二
七̶

九
一
）
と
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ラ
フ
マ
ー
ン
・
ム
ニ
ー
フ
（
一
九
三
三̶

）
と

い
う
二
人
の
作
家
の
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
に
登
場
す
る
の
は
、
現

実
の
ア
メ
リ
カ
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
人
を
忠
実
に
描
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
作
者

が
意
図
的
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
社
会
派
の
作
家
た
ち
の
目
を
通
し

て
描
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
姿
は
、
誰
し
も
が
直
接
、
間
接
に
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
ア

メ
リ
カ
と
い
う
も
の
へ
の
ひ
と
つ
の
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
娼
婦

　
ユ
ー
ス
フ･

イ
ド
リ
ー
ス
は
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
大
学
の
医
学
部
で
学
び
、
学
生
時

代
に
は
学
生
連
合
の
書
記
と
し
て
左
翼
政
治
運
動
に
身
を
投
じ
て
い
る
。
革
命
前
の

エ
ジ
プ
ト
で
国
王
の
腐
敗
振
り
を
公
然
と
批
判
し
、
二
度
に
わ
た
っ
て
拘
留
さ
れ
た
経

験
が
あ
る
。
一
九
五
二
年
に
自
由
将
校
団
の
革
命
が
起
き
た
と
き
、
イ
ン
タ
ー
ン
時
代

の
彼
は
こ
の
革
命
に
大
き
な
期
待
を
か
け
た
と
い
う
。
し
か
し
、
革
命
政
権
が
そ
の
抑

圧
的
な
支
配
を
明
ら
か
に
す
る
に
つ
れ
、
彼
は
批
判
的
な
意
見
を
表
明
し
、
政
治
犯

と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
経
歴
を
持
つ
。
作
家
と
し
て
は
、
抑
圧
さ
れ
た
者
の
権
利
を
主

張
し
、
民
衆
の
視
線
か
ら
書
い
た
短
編
小
説
に
よ
っ
て
評
価
を
確
立
し
た
。
エ
ジ
プ
ト

の
思
想
界
に
お
い
て
は
、
左
派
を
代
表
す
る
人
物
と
言
っ
て
よ
い
。

　
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
八
〇
』（N

iyu York 80, Cairo,1980?

）
と

い
う
作
品
は
、
自
ら
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
経
験
を
基
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
異

文
化
と
の
出
会
い
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
六
〇
頁
ほ
ど
の
短
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た

彼
の
作
品
と
し
て
は
完
成
度
が
低
い
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
彼
の
ア
メ
リ
カ
観
が

直
截
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
イ
ド
リ
ー
ス
は
一
九
五
九
年
に
、『
マ
ダ
ム･

ウ
ィ
ー
ン
』と
い
う
西
洋
で
の
経
験
を
基
に
し
た
作
品
を
発
表
し
て
お
り
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
八
〇
』
は
そ
の
ア
メ
リ
カ
版
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
の
間
に
あ
る
差
異
は
彼

が
西
洋
と
ア
メ
リ
カ
の
間
に
異
な
る
眼
差
し
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
興
味

深
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
紙
幅
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
西
洋
に
対
す
る
彼
の
批

判
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
向
け
る
ほ
ど
の
厳
し
い
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
評
価
が
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
舞
台
と
し
た
こ
の
作
品
の
な
か
で
、
主
人
公
の
エ
ジ
プ
ト
人
作
家

二
人
の
ア
ラ
ブ
人
作
家
に
よ
る
「
ア
メ
リ
カ
」

八
木
久
美
子



28

が
出
会
う
の
は
ひ
と
り
の
ア
メ
リ
カ
人
娼
婦
で
あ
る
。
歩
き
疲
れ
て
バ
ー
で
休
憩
し
て

い
た
主
人
公
は
、
贅
沢
な
身
な
り
を
し
た
娼
婦
に
誘
わ
れ
る
。
彼
女
の
姿
を
見
て
い
て
、

主
人
公
は
エ
ジ
プ
ト
の
哀
れ
な
娼
婦
た
ち
を
思
い
出
す
。
彼
女
た
ち
は
何
ら
か
の
事
情

で
家
族
の
も
と
を
去
り
、
粗
末
な
服
に
身
を
包
ん
で
そ
の
日
の
糧
を
得
る
た
め
に
身

を
売
っ
て
い
た
。
彼
女
た
ち
は
い
つ
も
バ
ッ
グ
に
ヨ
ー
ド
チ
ン
キ
の
濃
縮
液
を
一
瓶
、
携

え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
万
が
一
警
察
に
捕
ま
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
飲
む
た
め
だ
っ
た
。

飲
め
ば
命
を
失
い
、
身
元
が
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
卑
し
い
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い

う
の
だ
っ
た
。

　
そ
れ
に
比
べ
て
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
娼
婦
は
指
に
高
価
な
指
輪
を
光
ら
せ
、
バ
ッ

グ
に
は
最
高
級
の
香
水
を
し
の
ば
せ
て
い
る
。
彼
女
は
生
き
る
た
め
に
甘
ん
じ
て
卑
し

い
生
活
を
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
娼
婦
は
悪
び
れ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
多
く
の

金
を
得
て
よ
り
贅
沢
を
楽
し
む
た
め
、
身
を
売
る
こ
と
の
何
が
悪
い
の
か
と
主
人
公

に
言
い
放
つ
。
主
人
公
は
女
に
言
う
。

　
「
あ
な
た
は
ま
だ
自
分
に
も
何
ら
か
の
考
え
が
あ
る
と
、
私
に
信
じ
さ
せ
た
い
の
で

す
か
？
あ
な
た
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
い
て
一
番
恐
ろ
し
く
な
る
の
は
、
そ
の
な
か
に

あ
る
種
の
恐
ろ
し
い
崩
壊
が
あ
る
の
が
私
に
は
っ
き
り
と
わ
か
る
か
ら
で
す
。
あ
な
た

た
ち
の
文
明
と
は
言
わ
な
い
。
こ
の
文
明
、
い
や
ど
の
文
明
で
も
最
も
大
切
な
も
の
は

女
性
で
す
。
あ
な
た
の
よ
う
な
女
性
は
、
精
神
的
に
も
知
的
に
も
哲
学
的
に
も
破
壊

者
で
す
。
僕
を
驚
か
せ
る
の
は
、
あ
な
た
の
よ
う
な
女
た
ち
が
客
の
男
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
優
れ
た
社
会
と
さ
れ
て
い
る
（
ア
メ
リ
カ
と
い
う
）
所
で
育
っ

た
男
た
ち
な
の
で
す
よ
。
男
と
女
の
関
係
が
原
始
的
な
、
汚
い
売
買
の
段
階
を
と
っ

く
に
超
え
て
い
る
は
ず
の
。・
・
・
二
十
世
紀
後
半
の
世
界
で
も
っ
と
も
秀
で
て
い
る
と

い
う
国
に
暮
ら
す
男
が
、
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
女
性
を
、
女
性
の
肉
体
を
、
そ
の
女

性
の
感
情
を
無
視
し
て
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
内
も

外
も
裸
に
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
が
た
め
の
代
償
が
、
男
が
代
金
と
し
て
払
う
何

ド
ル
か
な
ん
で
す
。
僕
は
、
科
学
を
進
歩
さ
せ
月
ま
で
到
達
し
な
が
ら
、
身
体
に
関
し

て
は
奴
隷
の
感
覚
に
沈
ん
で
い
る
よ
う
な
文
明
は
嫌
い
で
す
。
そ
し
て
、
あ
な
た
の
よ

う
な
女
性
に
は
嫌
悪
感
を
覚
え
ま
す
」（
三
〇
頁
）。

　

主
人
公
が
頑
な
に
女
の
誘
い
を
断
る
と
、
そ
の
夜
、
女
は
ホ
テ
ル
の
彼
の
部
屋
ま
で

や
っ
て
く
る
。
彼
女
は
自
分
が
実
は
精
神
科
医
で
あ
る
と
言
っ
て
、
有
名
な
病
院
の

身
分
証
明
書
を
見
せ
、
話
が
し
た
い
か
ら
部
屋
に
入
れ
て
く
れ
と
言
う
。
主
人
公
は

好
奇
心
か
ら
扉
を
開
け
、
二
人
の
間
で
奇
妙
な
会
話
が
始
ま
る
。
人
間
の
尊
厳
、
あ

る
い
は
身
体
と
魂
の
聖
性
を
信
じ
、
生
活
に
不
自
由
の
な
い
教
育
あ
る
彼
女
が
な
ぜ

売
春
を
す
る
の
か
理
解
で
き
な
い
主
人
公
と
、
物
質
的
な
豊
か
さ
だ
け
を
追
求
す
る

こ
の
女
性
の
間
に
は
、
一
致
点
は
ま
っ
た
く
見
つ
か
ら
な
い
。
彼
女
は
精
神
科
医
と
し

て
行
う
男
性
の
不
能
治
療
と
売
春
と
い
う
行
為
を
、
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
と
考
え

て
い
た
。
同
じ
こ
と
を
し
て
よ
り
大
き
な
報
酬
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
売
春
の
方

が
効
率
的
と
い
う
の
が
彼
女
の
論
理
だ
っ
た
。

彼
女̶

「
最
高
の
も
の
、
崇
高
な
も
の
・
・
・
そ
う
い
う
言
葉
。・
・
・
よ
く
よ
く
知
っ

て
い
る
わ
。・
・
た
だ
の
言
葉
ね
。・
・
・
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
、
私
の
叔
父
さ
ん

た
ち
や
、
近
所
の
人
も
言
っ
て
い
る
わ
。・
・
・
い
つ
も
背
中
の
後
ろ
で
、
恥
知
ら
ず

と
で
も
い
う
か
の
よ
う
に
。・
・
・
最
高
の
、
崇
高
な
、
よ
り
高
い
所
ま
で
進
化
し
た

存
在
。・
・
・
で
も
な
ぜ
、
あ
な
た
の
考
え
る
進
化
し
か
な
い
の
か
し
ら
？
私
の
考
え

る
進
化
と
い
う
の
は
な
ぜ
な
い
の
？
」

彼 ̶

「
あ
な
た
の
い
う
進
化
と
は
何
な
ん
で
す
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
さ
ん
？
」
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彼
女̶

「
私
に
と
っ
て
最
高
の
も
の
と
は
、
で
き
る
だ
け
少
な
い
労
力
で
、
で
き
る
だ

け
多
く
の
お
金
を
得
る
こ
と
よ
」（
六
二
頁
）。

　

医
学
の
博
士
号
を
持
つ
ほ
ど
に
教
育
の
あ
る
彼
女
は
、
作
家
の
主
人
公
と
互
角
に

議
論
を
交
わ
す
が
、
彼
女
に
は
主
人
公
の
精
神
論
が
ば
か
げ
て
聞
こ
え
、
主
人
公
に

は
こ
の
女
性
の
生
き
方
が
動
物
以
下
の
も
の
に
見
え
る
だ
け
だ
っ
た
。
二
人
は
関
係
を

持
つ
こ
と
も
、
理
解
し
あ
う
こ
と
も
な
く
終
わ
る
。

　
こ
の
娼
婦
の
姿
は
、
教
育
も
経
済
的
な
ゆ
と
り
も
、
そ
し
て
高
度
に
進
ん
だ
工
業

化
も
、
自
動
的
に
人
間
を
動
物
と
は
違
う
高
み
に
引
き
上
げ
は
し
な
い
と
い
う
イ
ド

リ
ー
ス
の
信
念
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
と
い
う
も
の
は
、
行

き
着
く
と
こ
ろ
、
こ
の
娼
婦
の
よ
う
な
金
の
奴
隷
と
し
て
の
生
き
方
し
か
生
み
出
さ

な
い
と
い
う
の
だ
。
彼
女
に
は
、
身
を
売
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
エ
ジ
プ
ト
の

娼
婦
た
ち
の
悲
し
み
も
屈
辱
感
も
な
い
。
彼
女
に
は
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
守
ろ

う
と
す
る
意
志
が
も
と
よ
り
な
い
。
ア
メ
リ
カ
と
は
、
イ
ド
リ
ー
ス
に
と
っ
て
、
物
質

的
な
豊
か
さ
を
最
高
の
価
値
と
し
、
そ
れ
を
超
え
た
人
間
的
な
価
値
を
持
た
な
い
社

会
を
意
味
し
た
。

　
オ
ア
シ
ス
の
破
壊

　
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
八
〇
』
が
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
ア
ラ
ブ
人
の
目
か
ら
見
た

ア
メ
リ
カ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
塩
の
町̶

荒
野
』（M

udun al-M
ilh, al-Tīh, 

Beirut,1983:1992

）
は
ア
ラ
ブ
の
地
へ
や
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
を
描
い
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
者
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ラ
フ
マ
ー
ン
・
ム
ニ
ー
フ
は
、
ア
ン
マ
ン

で
生
ま
れ
、
バ
グ
ダ
ー
ト
、
カ
イ
ロ
の
大
学
で
学
ん
だ
後
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
石
油

経
済
に
つ
い
て
学
び
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。
長
く
石
油
経
済
の
専
門
家
と
し
て
オ

ペ
ッ
ク
な
ど
に
勤
務
し
た
後
、
八
〇
年
代
か
ら
執
筆
に
専
念
し
た
と
い
う
経
歴
を
持
つ
。

『
塩
の
町
』
が
、
石
油
経
済
の
専
門
家
と
し
て
の
経
験
を
も
と
に
し
た
作
品
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
作
品
は
五
部
か
ら
な
る
大
作
で
、
第
一
部
の「
荒
野
」
だ
け

で
も
五
八
〇
ペ
ー
ジ
に
の
ぼ
る
。
舞
台
と
な
っ
た
場
所
の
特
定
は
で
き
な
い
が
、
石
油

採
掘
が
始
ま
っ
た
当
時
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
思
わ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
の

作
品
に
は
、
ア
ラ
ブ
の
抑
圧
的
な
政
治
権
力
を
批
判
し
た
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
作
品

に
お
い
て
も
そ
の
色
彩
は
強
く
、『
塩
の
町
』
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
は
発
禁
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
。

　

物
語
は
、
石
油
採
掘
を
目
的
に
ア
メ
リ
カ
人
が
や
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
き

よ
き
ア
ラ
ブ
の
生
活
を
象
徴
す
る
オ
ア
シ
ス
の
村
、
ワ
ー
デ
ィ
ー
・
ウ
ユ
ー
ン
が
破
壊

さ
れ
る
こ
と
か
ら
動
き
出
す
。
ア
メ
リ
カ
が
壊
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
は
何
か
。
ま
ず
、

こ
の
オ
ア
シ
ス
の
様
子
を
見
て
見
よ
う
。

　

そ
れ
は
過
酷
な
砂
漠
の
な
か
に
突
如
と
し
て
姿
を
現
す
、
豊
か
な
水
と
緑
を
誇
る

楽
園
だ
っ
た
。
砂
漠
を
横
断
す
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
に
と
っ
て
、
ワ
ー
デ
ィ
ー･

ウ
ユ
ー
ン

は 

「
初
め
て
そ
れ
を
見
た
者
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
奇
跡
で
あ
り
、
不
思
議
な
も

の
」
だ
っ
た
。
一
度
見
た
者
は
忘
れ
ら
れ
ず
、
旅
す
る
者
は
、
こ
の
オ
ア
シ
ス
に
行
き

着
く
ま
で
あ
と
何
日
か
か
る
か
と
指
折
り
数
え
た
。
水
が
豊
か
に
あ
る
年
に
は
、ワ
ー

デ
ィ
ー
の
人
々
は
、
途
方
も
な
い
ま
で
の
歓
迎
ぶ
り
で
旅
人
を
迎
え
た
。

　

彼
ら
は
旅
人
に
で
き
る
だ
け
長
く
滞
在
し
ろ
と
言
い
張
り
、
与
え
た
も
の
に
対
し

て
の
代
償
を
い
つ
に
も
ま
し
て
強
く
拒
み
、
旅
人
が
出
発
を
延
期
す
る
よ
う
、
な
に
か

と
口
実
を
作
り
出
し
た
（
一
〇
頁
）。
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彼
ら
の
あ
ま
り
の
寛
大
さ
は
、
と
き
に
他
所
か
ら
来
た
人
々
の
失
笑
を
買
う
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
雨
の
降
ら
な
い
不
運
な
年
に
も
旅
人
を
拒
む
こ
と
は
な
く
、
た

だ
限
ら
れ
た
水
が
な
る
べ
く
減
ら
な
い
よ
う
、
旅
人
が
行
過
ぎ
る
の
を
じ
っ
と
待
っ
た
。

彼
ら
に
と
っ
て
、
水
は
だ
れ
も
が
分
か
ち
合
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
オ
ア
シ
ス
の
村
の
人
々
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、ム
ト
ゥ
イ
ブ・

ア
ル
＝
ハ
ザ
ー
ル
と
い
う
男
だ
っ
た
。
彼
は
オ
ア
シ
ス
の
歴
史
を
誰
よ
り
も
知
っ
て
い
た
。

近
く
に
住
む
イ
ブ
ン
・
ラ
シ
ー
ド
の
も
と
へ
、 「
水
を
探
し
て
い
る
」
と
い
う
外
国
人
が

や
っ
て
き
た
と
き
、
オ
ア
シ
ス
の
未
来
に
暗
い
影
が
指
し
て
い
る
こ
と
を
誰
よ
り
も
早

く
察
知
し
た
の
も
彼
だ
っ
た
。
本
当
に
そ
の
外
国
人
が
水
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
彼
は
他
の
旅
人
と
同
じ
よ
う
に
温
か
く
迎
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
外
国
人
の
行
動
を
見
守
っ
て
い
た
彼
は
、「
水
を
探
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
が
偽
り

で
あ
る
こ
と
を
す
ぐ
に
見
破
っ
た
。

　
キ
ャ
ン
プ
が
造
ら
れ
た
後
、
何
週
間
か
、
不
安
な
混
乱
し
た
状
態
が
続
い
た
。
ア
メ

リ
カ
人
た
ち
は
、
毎
日
、
真
昼
間
、
太
陽
の
下
で
う
つ
ぶ
せ
に
寝
転
ん
で
過
ご
し
始

め
た
。
シ
ョ
ー
ト
パ
ン
ツ
以
外
、
何
も
体
を
覆
わ
ず
に
。
男
た
ち
で
あ
ろ
う
と
、
子
供

た
ち
で
あ
ろ
う
と
、
周
り
に
誰
も
人
な
ど
い
な
い
か
の
よ
う
に
。
ま
る
で
テ
ン
ト
の
な

か
に
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
（
七
九
頁
）。

　

彼
は
で
き
る
限
り
の
手
を
尽
く
し
て
、
こ
の
傍
若
無
人
な
侵
入
者
を
排
除
し
よ
う

と
す
る
が
、
周
囲
の
理
解
が
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
彼
の
努
力
は
失
敗
に
終
わ
る
。
エ
ミ
ー

ル（
首
長
）
は
、
彼
ら
が
人
々
に
富
を
も
た
ら
す
と
言
っ
て
、
ム
ト
ゥ
イ
ブ
を
な
だ
め

よ
う
と
す
る
。
絶
望
し
た
彼
は
、
妻
や
息
子
た
ち
を
残
し
、
オ
ア
シ
ス
か
ら
忽
然
と

姿
を
消
す
。

　
そ
の
後
間
も
な
く
し
て
、
こ
の
オ
ア
シ
ス
の
村
自
体
が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
石

油
採
掘
の
た
め
に
、
人
々
は
立
ち
退
き
を
命
じ
ら
れ
、
木
々
は
切
り
倒
さ
れ
た
。
再

び
そ
こ
を
訪
れ
た
旅
人
は
、
そ
の
場
所
が
か
つ
て
の
ワ
ー
デ
ィ
ー･

ウ
ユ
ー
ン
で
あ
る
と

は
、
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
オ
ア
シ
ス
を
去
っ
た
人
々
は
、
ム
ト
ゥ
イ
ブ
の

警
告
を
思
い
出
し
、
彼
の
こ
と
を
記
憶
し
続
け
た
。

砂
漠
の
中
の
ア
メ
リ
カ

　

舞
台
は
海
岸
の
小
さ
な
村
、
ハ
ッ
ラ
ン
に
移
る
。
か
つ
て
わ
ず
か
な
住
人
し
か
い
な

か
っ
た
海
辺
の
小
さ
な
村
が
、
石
油
採
掘
、
積
み
出
し
の
基
地
と
な
り
、
急
激
な
変

化
を
経
験
す
る
。
各
地
か
ら
労
働
者
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
は
ム
ト
ゥ
イ
ブ
の
息

子
た
ち
も
い
た
。
ハ
ッ
ラ
ン
を
激
変
さ
せ
た
の
は
、
各
地
か
ら
仕
事
を
求
め
て
押
し
寄

せ
る
男
た
ち
の
波
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
基
地
建
設
の
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
に
あ
っ
た

小
さ
な
家
々
は
保
証
金
と
引
き
換
え
に
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ
れ
た
。
人
々
は「
粗
末
な

小
さ
な
家
が
壊
さ
れ
る
と
き
、
痛
み
と
悲
し
み
を
感
じ
た
。」
ハ
ッ
ラ
ン
は
誰
の
目
に

も
新
奇
な
世
界
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

労
働
者
た
ち
は
、
最
初
の
給
料
を
受
け
取
り
、
そ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
の
な
い
よ

う
な
大
金
を
手
に
し
た
。
彼
ら
を
こ
こ
ま
で
連
れ
て
き
た
自
慢
の
ラ
ク
ダ
も
、
も
う

必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
、
売
り
払
わ
れ
る
。
こ
の
決
断
は
悲
し
み
を
帯
び
た
、
ど
こ

か
割
り
切
れ
ぬ
も
の
だ
っ
た
。

　

だ
れ
も
が
一
頭
の
ラ
ク
ダ
を
買
う
た
め
に
、
奔
走
し
、
身
を
粉
に
し
た
の
だ
。
も
し

今
日
、
そ
れ
を
売
っ
て
し
ま
え
ば
、
代
わ
り
を
買
う
機
会
は
そ
う
簡
単
に
は
来
な
い
こ

と
は
分
か
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
こ
こ
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
、
長
い
期
間
、
お
そ
ら
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く
は
永
久
に
こ
こ
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
（
一
七
七
頁
）。

　

彼
ら
が
ラ
ク
ダ
を
売
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
遊
牧
民
で
は
な
く
、
オ
ア
シ
ス

の
住
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
男
た
ち
に
は
よ
り
広
い
世
界
を
見
た
い
と
い
う
移
動
へ
の
憧

れ
が
常
に
あ
っ
た
。
抑
え
切
れ
な
い
気
持
ち
に
掻
き
立
て
ら
れ
、
母
親
の
悲
し
む
顔
を

振
り
切
る
よ
う
に
、
何
人
も
の
青
年
が
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
加
わ
っ
て
ワ
ー
デ
ィ
ー･

ウ
ユ
ー

ン
を
去
り
、
そ
し
て
大
き
く
成
長
し
て
帰
っ
て
き
た
。
石
油
会
社
に
雇
わ
れ
、
ラ
ク
ダ

を
手
放
し
て
自
由
に
移
動
で
き
な
く
な
っ
た
彼
ら
は
、
か
つ
て
の
ワ
ー
デ
ィ
ー
の
男
た

ち
で
は
な
い
。

　
ア
メ
リ
カ
人
を
乗
せ
た
船
は
、
ハ
ッ
ラ
ン
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
慣
れ
ぬ
物
を
持
っ
て
き

た
。
ハ
ッ
ラ
ン
に
は
二
つ
の
新
し
い
町
が
造
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ッ
ラ
ン
と
、
ア
ラ

ブ
の
ハ
ッ
ラ
ン
。
ア
メ
リ
カ
人
の
ハ
ッ
ラ
ン
は
、
着
実
に
規
模
を
拡
大
し
、
設
備
を
整

え
て
い
っ
た
。
プ
ー
ル
が
で
き
、
エ
ア
コ
ン
付
き
の
住
宅
が
次
々
と
造
ら
れ
た
。
木
陰

を
作
る
木
が
植
え
ら
れ
、
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
も
整
備
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
み
な
、
新
し
い

機
材
に
う
ろ
た
え
て
ア
メ
リ
カ
人
の
嘲
笑
を
買
っ
た
、
あ
の
ア
ラ
ブ
の
労
働
者
た
ち
が

造
り
上
げ
た
の
だ
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ッ
ラ
ン
は
、
鉄
条
網
で
囲
ま
れ
て
い
た
。

　

贅
を
尽
く
し
た
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ッ
ラ
ン
は
、
粗
末
な
ア
ラ
ブ
の
ハ
ッ
ラ
ン
と
対
照
的

だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
ア
メ
リ
カ
人
と
ア
ラ
ブ
人
の
関
係
は
、
悪
く
は
な
か
っ
た
。

有
力
者
の
結
婚
式
に
呼
ば
れ
、
ア
ラ
ブ
の
ハ
ッ
ラ
ン
を
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、

初
め
て
見
る
も
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
歓
声
を
上
げ
、
さ
か
ん
に
写
真
を
撮
り
続
け
た
。

　

し
か
し
ひ
と
り
の
労
働
者
が
港
で
の
工
事
中
に
水
死
し
た
事
故
を
契
機
と
し
て
、

少
し
ず
つ
状
況
が
変
わ
っ
て
く
る
。
会
社
は
契
約
の
条
件
を
理
由
に
、
賠
償
に
応
じ

よ
う
と
し
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
と
ア
ラ
ブ
人
の
関
係
と
は
、
も
は
や「
人
事
課
」
を
通

し
た
事
務
的
な
手
続
き
で
し
か
な
か
っ
た
。
水
死
し
た
男
の
家
族
は
、
復
讐
を
誓
い
な

が
ら
ハ
ッ
ラ
ン
を
去
っ
た
。
職
を
斡
旋
し
、
彼
ら
を
ア
メ
リ
カ
人
の
も
と
に
連
れ
て
き

た
イ
ブ
ン･

ラ
シ
ー
ド
は
恐
怖
に
怯
え
始
め
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で
の
尊
大
さ
を
す
っ
か

り
失
い
、
犠
牲
者
の
一
族
が
ム
ト
ゥ
イ
ブ
・
ア
ル
＝
ハ
ザ
ー
ル
と
一
緒
に
復
讐
に
来
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
心
の
な
か
で
死
ん
で
い
く
。
生
前
、
決
し
て
評
判
の
よ
く
な

か
っ
た
彼
の
死
が
、
そ
れ
で
も
周
囲
の
人
々
に
悼
ま
れ
た
の
は
重
要
だ
。
彼
は
不
当
に

責
め
を
負
い
、
ア
メ
リ
カ
人
の
罪
を
贖
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
。「
ア
メ
リ
カ
人
が

彼
を
殺
し
た
の
だ
」
と
、
彼
ら
は
感
じ
た
。「
ア
メ
リ
カ
人
は
神
を
知
ら
な
い
。
ア
メ

リ
カ
人
は
主
を
持
た
な
い
。
彼
ら
は
『
仕
事
、
仕
事
、
ア
ラ
ブ
は
怠
け
者
だ
。
ア
ラ

ブ
は
何
も
分
か
ら
な
い
』
と
い
う
し
か
知
ら
な
い
」（
三
八
六
頁
）。

　
ハ
ッ
ラ
ン
の
富
は
、
野
心
に
燃
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
を
ひ
き
つ
け
た
。
西
洋
で
教

育
を
受
け
た
医
師
の
ス
ブ
ヒ
ー
・
ア
ル
＝
マ
フ
ミ
ル
ジ
ー
も
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼

は
す
べ
て
の
こ
と
を
冷
静
に
計
算
す
る
男
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
彼
に
と
っ
て
友
人
を
作

る
こ
と
は
、
単
に
負
担
を
増
や
す
こ
と
で
し
か
な
い
。
彼
は
す
で
に
ハ
ッ
ラ
ン
に
い
た

治
療
師
の
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ・ア
ル
＝
ジ
ェ
ダ
ー
ン
と
は
違
い
、目
新
し
い
器
具
や
薬
を
使
っ

て
病
を
治
す
こ
と
で
瞬
く
間
に
町
の
名
士
と
な
っ
た
。
そ
の
病
院
に
は
、「
ス
ブ
ヒ
ー
・

ア
ル
＝
マ
フ
ミ
ル
ジ
ー
博
士
、
内
科
お
よ
び
外
科
、
内
臓
疾
患
お
よ
び
性
病
専
門
、
ベ

ル
リ
ン
大
学
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
学
卒
」
と
い
う
看
板
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　
ハ
ッ
ラ
ン
の
富
を
目
当
て
に
、
商
人
も
や
っ
て
き
た
。
レ
ダ
ー
イ
ー
は
エ
ミ
ー
ル
の

歓
心
を
得
よ
う
と
、
贈
り
も
の
を
し
た
。
次
々
と
手
に
す
る
目
新
し
い
も
の
、
望
遠

鏡
、
ラ
ジ
オ
、
自
動
車
、
電
話
の
魅
力
は
エ
ミ
ー
ル
を
夢
中
に
し
た
。
ハ
ッ
ラ
ン
の
人
々

の
生
活
を
守
る
と
い
う
、
エ
ミ
ー
ル
の
本
来
の
務
め
は
忘
れ
去
ら
れ
た
。
ジ
ャ
ウ
ハ
ル

と
い
う
一
人
の
兵
士
が
警
護
長
と
な
り
、
横
暴
に
振
舞
い
始
め
る
。



32

「
治
療
師
」
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ

　
こ
う
し
て
、
医
師
の
ス
ブ
ヒ
ー
、
商
人
の
レ
ダ
ー
イ
ー
、
そ
し
て
警
護
長
の
ジ
ャ
ウ

ハル
が
急
激
に
力
を
得
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
が
作
っ
た
こ
の
町
で
、
新
し
い
文
物
や

知
識
を
武
器
に
、
彼
ら
は
成
功
の
階
段
を
駆
け
上
が
っ
て
行
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
の

陰
で
な
に
か
が
壊
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
は
、
医
師
の
ス

ブ
ヒ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、邪
魔
者
扱
い
さ
れ
葬
り
去
ら
れ
る
治
療
師
の
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ

で
あ
る
。

　
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
・
ア
ル
＝
ジ
ェ
ダ
ー
ン
は
ス
ブ
ヒ
ー
・
ア
ル
＝
マ
フ
ミ
ル
ジ
ー
博
士
が

や
っ
て
く
る
ま
で
は
、ハ
ッ
ラ
ン
に
と
っ
て
、た
だ
「
治
療
師
」
で
あ
る
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。
い
わ
ゆ
る
、「
な
ん
で
も
や
」
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
薬
や
治
療
を
必
要
と
す
る
者

が
い
な
い
と
き
、
彼
は
家
々
に
水
を
運
ん
で
や
っ
た
。
そ
れ
に
飽
き
る
か
疲
れ
る
か
す

る
と
、
漁
師
を
手
伝
っ
た
り
、
し
ば
ら
く
船
に
乗
っ
て
み
た
り
、
ど
ん
な
名
前
も
つ
け

よ
う
の
な
い
、
ど
の
職
業
に
も
入
ら
な
い
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
し
た
。
食
べ
物

を
も
ら
う
代
わ
り
に
舟
の
漕
ぎ
手
も
や
れ
ば
、
と
に
か
く
頼
ま
れ
る
と
な
ん
で
も
し

た
。
再
び
岸
に
戻
っ
て
く
る
と
、
建
築
現
場
で
手
を
貸
し
た
り
、
石
切
り
場
で
手
伝

い
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ラ
ク
ダ
の
番
も
し
た
し
、
草
刈
り
に
も
行
っ
た
。
よ
く
あ

る
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
み
な
飽
き
る
と
、
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
ウ
サ

ギ
や
野
生
の
ヤ
ギ
を
捕
ま
え
て
き
て
は
、
気
前
よ
く
人
々
に
与
え
た
。
自
分
に
は
何

も
残
さ
ず
、
自
分
は
そ
の
味
を
楽
し
ま
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
（
五
〇
八
頁
）。

　
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
一
日
た
り
と
も
、
金
の
た
め
に
働
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
金
へ

の
軽
蔑
を
隠
そ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
礼
を
受
け
取
る
た
め
に
仕
事
を
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
。
誰
か
が
彼
に
支
払
い
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
が
ど
れ
程
の
額
で
あ
る

に
せ
よ
、
彼
は
と
て
も
怒
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
口
か
ら
こ
う
い
う
言
葉
が
出
た
。「
ハ
ッ

ラ
ン
の
皆
さ
ん
よ
。
い
つ
か
あ
ん
た
達
が
水
を
売
る
日
が
来
る
」（
五
〇
九
頁
）。

　

彼
は
た
し
か
に
、
一
風
変
わ
っ
た
男
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
存
在
を
許
容
す
る
こ
と

で
、
人
々
の
間
に
あ
る
種
の
調
和
が
生
ま
れ
て
い
た
の
だ
。
損
得
勘
定
な
し
に
助
け
あ

う
人
間
関
係
が
、
彼
が
い
る
限
り
存
在
し
た
。
彼
が
見
返
り
な
し
に
人
々
の
役
に
立

つ
こ
と
を
喜
ぶ
よ
う
に
、
周
囲
の
人
々
も
彼
の
世
話
を
焼
く
の
は
当
然
だ
と
考
え
て
い

た
。
と
く
に
、
女
治
療
師
の
ハ
ズ
ナ
は
い
つ
も
そ
う
し
て
い
た
。

　

彼
女
は
目
が
悪
く
、
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も
誰
よ

り
も
早
く
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
の
服
が
破
れ
、
サ
ン
ダ
ル
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
い
る
の

に
気
づ
き
、
ど
う
や
っ
て
か
は
誰
も
分
か
ら
な
い
が
、
う
ま
く
彼
の
た
め
に
新
し
い
の

を
見
つ
け
て
き
て
や
っ
た
。
あ
る
時
、
裕
福
な
人
間
が
一
人
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
に
大
事

な
用
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
日
の
う
ち
に
ど
う
し
て
も
立
ち
寄
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
。
す

る
と
彼
の
た
め
に
服
や
サ
ン
ダ
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
ま
だ
服
も
サ
ン
ダ
ル
も
ま
だ

使
え
る
と
言
っ
て
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
拒
ん
だ
け
れ
ど
も
、事
は
こ
の
よ
う
に
運
ん
だ
の
だ

（
五
一
〇
頁
）。

　
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
あ
い
か
わ
ら
ず
昔
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
ハ
ッ
ラ
ン
は
一
日
と
し
て
変

化
を
止
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
彼
に
新
し
い
服
や
サ
ン
ダ
ル
を
当
然
の
よ
う

に
与
え
て
い
た
多
く
の
人
々
が
、
そ
う
す
る
こ
と
を
や
め
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
ッ
ラ
ン

に
金
が
あ
ふ
れ
、
だ
れ
も
が
い
く
ば
く
か
の
金
を
手
に
し
、
た
だ
金
の
た
め
だ
け
に
こ

こ
で
働
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、「
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
金
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ず
、
そ
れ
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と
関
わ
る
こ
と
を
拒
み
、
そ
し
て
そ
れ
を
軽
蔑
し
て
い
た
の
で
、
自
分
に
と
っ
て
の
金

の
意
味
と
他
人
に
と
っ
て
の
金
の
意
味
に
何
の
区
別
も
し
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
（
五
一
三

頁
）。

　
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
奇
妙
な
変
化
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
無
口
な
男
だ
っ
た
彼
が
、

そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
。
彼
は
根
も
葉
も
な
い
人
殺
し
の
デ
マ
を
流
さ
れ
て
怒
り
狂
い
、

通
り
の
人
々
に
向
か
っ
た
こ
う
叫
ぶ
。

「
こ
こ
に
い
る
人
は
、い
な
い
人
に
伝
え
て
く
れ
。
ジ
ェ
ダ
ー
ン
の
息
子（
＝
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ

自
身
）
は
昔
と
変
わ
ら
ず
、
誰
も
裏
切
っ
て
い
な
い
し
、
誰
も
騙
し
て
な
ん
か
い
な
い
。

奴
は
こ
の
世
に
何
も
持
た
ず
、
全
能
な
る
神
以
外
の
何
も
の
も
恐
れ
は
し
な
い
。
ハ
ッ

ラ
ン
の
人
々
よ
、
金
が
あ
ん
た
た
ち
以
前
に
も
た
く
さ
ん
の
も
の
を
だ
め
に
し
て
き
た
。

人
々
も
、
そ
し
て
王
国
も
。
金
は
人
を
奴
隷
に
は
す
る
が
、
決
し
て
幸
せ
を
持
っ
て
き

た
り
し
な
い
」（
五
一
四
頁
）。

　
ハ
ズ
ナ
は
そ
の
変
化
を
誰
よ
り
も
強
く
感
じ
、
そ
れ
が
危
険
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

て
い
た
。
彼
が
呪
い
、
非
難
し
て
い
る
人
々
は
い
ま
や
、
彼
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な

力
を
持
っ
て
い
た
の
だ
。
彼
の
口
を
封
じ
よ
う
と
す
る
力
が
働
き
、
彼
は
繰
り
返
し

投
獄
さ
れ
る
。
ハ
ッ
ラ
ン
に
は
初
め
て
、
刑
務
所
と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
た
。
ジ
ャ

ウ
ハ
ル
は
、
初
め
こ
そ
戸
惑
っ
て
い
た
も
の
の
、
次
第
に
何
の
疑
問
も
感
じ
ず
に
、
謂

れ
の
な
い
汚
名
を
着
せ
て
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
を
放
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
ム

フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
村
で
信
望
を
集
め
る
イ
ブ
ン
・
ナ
ッ
フ
ァ
ー
と
い
う

男
が
、
彼
の
支
え
に
な
っ
た
。
最
後
に
獄
か
ら
出
た
と
き
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
治
療
師

を
止
め
石
切
り
場
で
働
く
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
ハ
ッ
ラ
ン
を
立
ち
去
る
よ
う
に
命
じ
ら

れ
た
。
し
か
し
彼
は
応
じ
な
か
っ
た
。
イ
ブ
ン･

ナ
ッ
フ
ァ
ー
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
相

変
わ
ら
ず
治
療
を
続
け
た
。

　
ハ
マ
ダ
ン
・
ア
ル
＝
ラ
ー
イ
ー
は
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
を
毎
日
訪
れ
た
。
彼
は
し
ゃ
べ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
て
も
幸
せ
そ
う
だ
っ
た
。
何
か
が
嬉
し
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
し
、
話
さ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
何

か
の
せ
い
で
、
彼
の
幸
せ
は
完
全
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
、
そ
れ

が
彼
の
犬
の
せ
い
だ
と
見
抜
い
た
。
犬
が
ひ
ど
い
病
気
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
す
ぐ
に

犬
を
連
れ
て
く
る
よ
う
に
言
っ
た
。
ア
ブ
ー
・
オ
ス
マ
ン
（
＝
イ
ブ
ン
・
ナ
ッ
フ
ァ
ー
）

は
犬
を
忌
み
嫌
っ
て
お
り
、
い
つ
も
は
家
の
そ
ば
に
も
来
さ
せ
な
か
っ
た
し
、
自
分
の

物
に
は
何
も
触
ら
せ
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
治
療
の
た
め
に
犬
を
連
れ
く
る

の
を
許
し
た
。
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
犬
の
手
当
て
を
し
た
。
口
を
開
き
、
喉
に
向
か
っ
て

つ
ば
を
吐
き
入
れ
た
。
犬
は
く
し
ゃ
み
を
し
、
よ
ろ
め
き
な
が
ら
走
り
だ
し
た
。
犬

は
元
気
を
取
り
戻
し
て
い
た
（
五
二
四―

五
二
五
頁
）。

　　
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
、
か
つ
て
宿
敵
だ
っ
た
ダ
ッ
バ
ー
シ
ー
の
足
の
痛
み
を
治
し
た
。
邪

視
に
よ
っ
て
衰
弱
し
、ま
っ
た
く
物
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
、ナ
ウ
マ・

ダ
フ
ラ
ッ
ラ
の
幼
い
息
子
を
治
療
し
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
行
為
を
見
て
、
医
師
の
ス

ブ
ヒ
ー
は
「
ま
ず
い
こ
と
に
巻
き
込
ま
れ
た
」
と
感
じ
た
。

対
決
、
そ
し
て
奇
跡

　

あ
る
日
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
イ
ブ
ン･

ナ
ッ
フ
ァ
ー
の
家
を
出
た
ま
ま
か
え
ら
な
か
っ

た
。
心
配
に
な
っ
て
探
し
に
出
か
け
た
イ
ブ
ン･

ナ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
彼
が
深
手
を
負
っ
て

倒
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
イ
ブ
ン
・
ナ
ッ
フ
ァ
ー
に
看
取
ら
れ
て
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息
を
引
き
と
る
。
お
そ
ら
く
は
、
手
を
下
し
た
の
は
ジ
ャ
ウ
ハル
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
最
後
ま
で
、
明
ら
か
に
は
さ
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
の
死
が
人
々

の
間
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

下
手
人
は
誰
で
あ
ろ
う
と
、
人
々
の
間
で
は
、
彼
の
死
は
ア
メ
リ
カ
人
が
引
き
起

こ
し
た
の
だ
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。イ
ブ
ン･

ナ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
言
う
。「
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ

を
殺
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
人
だ
。
や
つ
ら
が
す
べ
て
の
原
因
な
ん
だ
。
や
つ
ら
が
諸
悪

の
根
源
だ
。」（
五
三
七
頁
）
男
た
ち
は
、
誰
も
が
そ
れ
に
頷
い
た
。

「
や
つ
ら
が
や
っ
て
き
て
、
ハ
ッ
ラ
ン
に
あ
の
穢
れ
た
足
を
最
初
に
踏
み
入
れ
た
と
き
か

ら
、
俺
た
ち
は
ラ
ク
ダ
の
小
便
よ
り
ひ
ど
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
日
ご
と
に
悪
く
な

る
ば
か
り
だ
。」
ア
メ
リ
カ
人
の
キ
ャ
ン
プ
を
指
差
し
な
が
ら
、
イ
ブ
ン･

ナ
ッ
フ
ァ
ー
は

こ
う
付
け
加
え
た
。「
俺
は
言
っ
た
。
お
前
た
ち
全
員
に
言
っ
た
は
ず
だ
。
ア
メ
リ
カ
人

は
厄
病
だ
。
災
厄
の
原
因
だ
。
こ
れ
ま
で
に
起
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
俺
た
ち
に

降
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
比
べ
れ
ば
な
ん
で
も
な
い
。
い
つ
か
お
前
た
ち
は

（
俺
の
死
ん
だ
後
）
こ
う
言
う
だ
ろ
う
。『
ア
ブ
ー
・
オ
ス
マ
ン
よ
、
安
ら
か
に
眠
っ
て

く
れ
。
お
前
の
言
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
本
当
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
』
と
。」

　
こ
う
し
た
話
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
話
が
、
ど
の
家
で
も
、
そ
し
て
キ
ャ
ン
プ
で

も
語
ら
れ
た
。
男
た
ち
が
怒
り
を
込
め
て
話
し
、
そ
し
て
呪
い
、
女
た
ち
は
黙
っ
て
そ

れ
を
聞
き
な
が
ら
涙
を
流
し
た
（
五
三
七
頁
）。

　

人
々
は
、
か
つ
て
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
が
瀕
死
の
病
人
ま
で
癒
し
た
よ
う
に
、
彼
自
身
も

ま
た
死
の
淵
か
ら
戻
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。
彼
ら
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
誰

に
も
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
だ
け
は
殺
せ
る
は
ず
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
。
次
々
と
不
思
議
な
出

来
事
が
起
き
る
。
始
ま
り
は
、ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
が
死
ん
だ
木
曜
日
の
正
午
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

市
場
や
労
働
者
の
キ
ャ
ン
プ
に
い
た
多
く
の
人
々
が
、
正
午
に
強
い
振
動
を
感
じ
た

と
話
し
た
。
漁
師
の
一
人
も
そ
う
言
っ
た
。
石
切
り
場
に
い
た
二
人
の
労
働
者
は
、
振

動
が
も
の
す
ご
く
て
、
鶴
嘴
が
手
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
た
。（
茶
店
の
主
の
）

ア
ブ
ー
・
ア
ス
ア
ド
は
カ
ッ
プ
を
乗
せ
た
盆
を
落
し
、
す
べ
て
割
れ
て
し
ま
っ
た
。
ど

ち
ら
も
ま
さ
に
、
正
午
に
起
き
た
の
だ
。
ナ
ウ
マ
・
ダ
フ
ラ
ッ
ラ
は
、
息
子
が
お
腹
が

す
い
た
か
ら
何
か
食
べ
た
い
と
言
っ
た
と
き
、
嬉
し
涙
を
流
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
悲

し
み
を
と
も
な
う
喜
び
だ
っ
た
。
ハ
ム
ダ
ン
の
犬
は
、
そ
れ
ま
で
寝
て
い
た
の
に
、
正

午
に
な
る
と
突
然
眼
を
覚
ま
し
て
吠
え
始
め
た
（
五
三
三
頁
）。

　

同
じ
時
間
に
、
海
岸
に
い
た
子
供
た
ち
は
、
大
き
な
一
頭
の
カ
モ
シ
カ
が
海
に
跳
ね

て
い
く
の
を
見
た
。
学
校
か
ら
帰
る
途
中
の
子
供
た
ち
は
、
男
た
ち
が
イ
ブ
ン･

ナ
ッ

フ
ァ
ー
の
家
に
走
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
、
立
ち
止
ま
っ
て
眺
め
て
い
る
と
、
鋭
い
叫

び
声
に
続
い
て
、
白
い
鳥
の
群
れ
が
窓
か
ら
も
戸
口
か
ら
も
飛
び
立
つ
の
を
目
撃
し
た
。

そ
れ
は
他
の
ど
ん
な
鳥
よ
り
も
大
き
く
、
彼
ら
が
そ
れ
ま
で
見
た
一
番
大
き
な
鳥
だ
っ

た
。

　

競
い
合
う
か
の
よ
う
に
、
人
々
は
彼
の
葬
儀
に
出
向
い
た
。
そ
し
て
翌
日
の
金
曜
日

に
な
っ
て
も
、
人
々
の
振
る
舞
い
は
い
つ
も
と
違
っ
て
い
た
。
普
段
は
金
曜
の
集
団
礼

拝
に
も
大
し
て
人
は
集
ま
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
日
は
誰
も
が
何
か
に
掻
き
立
て
ら
れ

た
か
の
よ
う
に
、
モ
ス
ク
へ
と
向
か
っ
た
。

　

茶
店
に
行
く
習
慣
の
な
い
男
た
ち
は
、
時
間
を
も
て
あ
ま
し
た
。
礼
拝
ま
で
ま
だ

ま
だ
時
間
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
茶
店
に
行
き
、
な
か
に
は
午
後
に
ま
た
戻
っ
て
く
る

者
も
い
た
。
だ
か
ら
茶
店
は
終
日
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
正
午
の
礼
拝
の
時
間
に
な
る
と
、
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皆
が
一
斉
に
席
を
立
っ
た
。
そ
れ
は
今
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
な
に
か

不
思
議
な
感
情
と
あ
る
種
の
願
い
が
彼
ら
の
歩
み
を
導
き
、
す
べ
き
こ
と
を
決
定
し
て

い
た
。
い
つ
も
は
礼
拝
に
な
る
と
逃
げ
隠
れ
す
る
男
た
ち
の
中
に
、
真
っ
先
に
モ
ス
ク

に
駆
け
つ
け
た
者
が
い
た
。
ま
た
中
に
は
、
い
つ
も
は
金
曜
の
礼
拝
の
呼
び
か
け
を
疎

ん
じ
て
い
た
の
に
、
す
ぐ
に
行
く
の
が
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
少
し
遅
れ
て
い
く
の
が
好

ま
し
い
の
か
、
他
の
人
に
尋
ね
る
ほ
ど
熱
心
な
者
も
い
た
（
五
三
九
頁
）。

　

翌
日
の
土
曜
日
、
ハ
ッ
ラ
ン
は
つ
い
に
動
き
出
す
。
エ
ミ
ー
ル
か
ら
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ

殺
害
の
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
調
査
を
し
な
い
と
の
通
達
が
出
た
。
そ
れ
に
続
い

て
石
油
会
社
は
、
二
三
人
の
労
働
者
の
名
前
を
挙
げ
、
解
雇
を
発
表
し
た
。
何
の
関

連
も
な
い
は
ず
の
こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
、
し
か
し
、
人
々
の
心
の
中
で
ひ
と
つ
に
な
っ

た
。
な
ぜ
自
分
た
ち
は
罪
も
な
く
殺
さ
れ
、
落
ち
度
も
な
く
職
を
奪
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
解
雇
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
労
働
者
も
が
、
抗
議
の
意
を
表
明

し
て
仕
事
に
戻
る
の
を
拒
ん
だ
。
重
要
な
の
は
、
会
社
か
ら
こ
の
よ
う
な
通
達
が
出

た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
く
、
以
前
、
余
剰
人
員
を
解
雇
し
た
と
き
に
は
、
ア
ラ

ブ
の
労
働
者
か
ら
な
ん
の
抵
抗
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ジ
ャ
ウ
ハル
の
死
こ
そ
が
、

不
正
の
在
処
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
。

　

彼
ら
は
今
、
仲
間
の
労
働
者
が
使
い
捨
て
ら
れ
る
の
を
、
黙
っ
て
見
て
い
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
以
前
の
よ
う
に
金
の
た
め
だ
け
に
生
き
る
こ
と
を
止
め
よ
う

と
し
て
い
る
。
彼
ら
は
デ
モ
を
始
め
た
。
デ
モ
隊
は
進
ん
で
い
く
先
々
で
、
喝
采
と
拍

手
で
迎
え
ら
れ
た
。
デ
モ
隊
は
、
歌
い
な
が
ら
歩
き
続
け
た
。「
ジ
ャ
ウ
ハル
よ
、
お
前

の
上
役
に
伝
え
ろ
。
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
造
っ
た
の
は
猛
獣
だ
と
。
男
た
ち
は
自
分
の
権

利
を
守
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
も
の
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
土
地
は
俺
た
ち
の
も
の
だ
」

（
五
五
〇
頁
）。
彼
ら
に
は
、
あ
の
ワ
ー
デ
ィ
ー
・
ウ
ユ
ー
ン
の
主
、
ム
ト
ゥ
イ
ブ
・
ア

ル
＝
ハ
ザ
ー
ル
が
つ
い
て
い
る
と
も
噂
さ
れ
た
。

　

彼
ら
は
不
安
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
彼
ら
は
、
も
し
悲
し
み
と
怒
り
の
感
情
に

満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
口
に
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
あ
え
て
言
葉
に
し
た
。

な
ぜ
こ
ん
な
風
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
？
ア
メ
リ
カ
人
は
違
う
生
活
を
し
て

い
る
と
い
う
の
に
。
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
人
居
住
区
に
行
く
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
る
の
だ
？
な

ぜ
ア
メ
リ
カ
人
の
家
に
近
づ
い
た
り
、
プ
ー
ル
を
眺
め
た
り
、
木
陰
に
ほ
ん
の
少
し
の

間
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
さ
え
禁
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
？
ア
メ
リ
カ
人
は
な
ぜ
、
犬
を

追
い
払
う
か
の
よ
う
に
、動
け
、す
ぐ
に
立
ち
去
れ
と
叫
ぶ
の
だ
ろ
う
？（
番
人
の
）
ジ
ュ

ム
ア
で
す
ら
、
誰
か
が
「
立
ち
入
り
禁
止
区
」
に
い
る
の
を
見
つ
け
た
ら
、
鞭
を
振
り

か
ざ
し
て
す
ぐ
さ
ま
襲
っ
て
き
た
。
そ
こ
ら
中
に
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
、
近
づ
く
こ
と

を
禁
止
す
る
立
て
札
が
立
て
ら
れ
た
。
海
で
さ
え
も
、
一
定
の
距
離
を
越
え
る
こ
と
を

妨
げ
る
有
刺
鉄
線
が
備
え
ら
れ
た
。

　
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
人
は
自
分
で
し
よ
う
と
は
夢
に
も
思
わ
な
い
仕
事
を
彼
ら
に
さ
せ
る

の
だ
？
彼
ら
は
た
だ
黙
っ
て
、
満
足
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
ア
メ
リ
カ
人
は
働
き
続

け
な
い
と
決
し
て
満
足
し
な
い
。

　

そ
し
て
エ
ミ
ー
ル
は
、
ほ
ん
と
う
に
彼
ら
の
エ
ミ
ー
ル
な
の
か
。
彼
ら
を
護
る
の
か
、

そ
れ
と
も
ア
メ
リ
カ
人
を
護
る
の
か
。
初
め
て
ハ
ッ
ラ
ン
に
来
た
こ
ろ
、
エ
ミ
ー
ル
は
別

人
だ
っ
た
。
市
場
を
平
気
で
歩
き
ま
わ
り
、
招
か
れ
て
一
緒
に
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
者

も
大
勢
い
た
。
し
か
し
ハ
サ
ン･

レ
ダ
ー
イ
ー
が
持
っ
て
き
た
あ
れ
ら
の
機
械
が
彼
の
心

を
占
め
る
と
、
彼
は
そ
れ
に
夢
中
に
な
り
、
な
に
も
か
も
ジ
ャ
ウ
ハル
に
任
せ
て
し
ま
っ

た
。
ジ
ャ
ウ
ハル
と
は
誰
だ
？
ア
メ
リ
カ
人
の
前
で
は
や
つ
は
羊
だ
。
何
も
し
ゃ
べ
ら
ず
、

お
と
な
し
く
聞
い
て
い
る
だ
け
だ
（
五
五
二―

五
五
三
頁
）。
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ど
れ
程
の
怒
り
に
燃
え
よ
う
と
、
人
々
は
決
し
て
煽
動
に
は
乗
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

解
雇
の
取
り
消
し
と
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
殺
し
の
捜
査
だ
け
を
要
求
と
し
て
掲
げ
続
け

た
。
人
々
は
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
に
届
け
と
ば
か
り
に
、歌
声
を
上
げ
た
。「
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
よ
、

あ
ん
た
の
血
は
忘
れ
な
い
。
ハ
ッ
ラ
ン
中
が
つ
い
て
い
る
。
北
の
丘
の
主
よ
。
聞
け
。
そ

し
て
答
え
て
く
れ
。ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
よ
。あ
ん
た
の
流
し
た
血
は
、忘
れ
去
ら
れ
は
し
な
い
」

（
五
五
四
頁
）。

　

翌
日
の
日
曜
も
、
奇
妙
な
一
日
だ
っ
た
。
い
つ
に
な
く
、
夜
明
け
の
礼
拝
の
と
き

に
、
モ
ス
ク
は
す
で
に
人
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
モ
ス
ク
の
イ
マ
ー
ム
が
来
な
か
っ
た
た
め
、

代
わ
り
に
イ
ブ
ン
・
ナ
ッ
フ
ァ
ー
が
礼
拝
の
導
師
役
を
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
場

を
利
用
し
て
、
彼
は
人
々
に
語
り
か
け
る
。

　

彼
は
、
礼
拝
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
義
務
な
ら
ば
、
不
正
に
抵
抗
す
る
こ
と
も
同
じ

く
義
務
で
あ
る
と
断
言
し
た
。
さ
ら
に
言
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
同
胞
を
守
る
こ

と
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
権
利
と
土
地
を
守
る
こ
と
も
同
じ
だ
。

団
結
に
こ
そ
力
が
あ
る
。
兄
弟
愛
に
基
づ
く
集
団
は
決
し
て
負
か
さ
れ
な
い
。
し
か
し

も
し
も
人
々
が
分
裂
し
、
自
分
の
思
惑
や
気
ま
ぐ
れ
が
混
じ
れ
ば
、
そ
れ
で
終
わ
り

だ
と
。彼
は
い
ろ
い
ろ
と
語
っ
た
。彼
は
コ
ー
ラ
ン
か
ら
章
句
を
注
意
深
く
選
ん
で
、は
っ

き
り
と
し
た
抑
揚
の
あ
る
調
子
で
朗
誦
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
ら
は
集
ま
っ
た
人
々
の
心

に
深
く
浸
透
し
、
大
き
く
動
か
し
た
。
人
々
は
、
あ
た
か
も
ま
っ
た
く
新
し
い
、
違

う
類
の
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
た
。

　

礼
拝
の
後
、
多
く
の
人
々
が
、
頭
の
上
に
天
使
が
い
る
の
を
感
じ
た
と
言
っ
た
。
イ

ブ
ン･

ナ
ッ
フ
ァ
ー
が（
礼
拝
の
最
後
に
）「
平
安
と
神
の
加
護
、
お
恵
み
が
あ
り
ま
す
よ

う
に
」
と
言
っ
た
と
き
、
ま
る
で
稲
妻
の
よ
う
な
、
何
か
強
い
白
い
光
が
モ
ス
ク
全
体

を
満
た
し
て
い
た
と
言
う
者
も
い
た
（
五
六
一―

五
六
二
頁
）。

　

そ
の
日
の
午
後
、
銃
声
が
鳴
り
響
い
た
。
小
競
り
合
い
か
ら
、
一
部
の
労
働
者
に

ジ
ャ
ウ
ハル
が
発
砲
し
た
の
だ
。
人
々
は
手
当
た
り
次
第
に
、石
や
木
や
パ
イ
プ
を
持
っ

て
駆
け
つ
け
た
。
女
た
ち
も
そ
の
場
に
留
ま
っ
て
は
い
ら
れ
ず
、
ハ
ズ
ナ
は
人
々
に
向

か
っ
て
叫
び
続
け
た
。「
神
が
力
を
お
与
え
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。
勝
利
を
与
え
て
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
」
と
。
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
と
そ
の
部
下
が
人
々
と
向
き
合
う
形
に
な
っ

た
。
押
し
問
答
が
続
い
た
後
、
イ
ブ
ン・ナ
ッ
フ
ァ
ー
が
撃
た
れ
た
。
彼
は
傷
を
負
っ
た
。

そ
の
時
だ
っ
た
。
人
々
は
一
斉
に
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
と
そ
の
部
下
に
襲
い
掛
か
る
。
ジ
ャ
ウ
ハ

ル
は
、
武
器
を
持
っ
た
自
分
の
兵
士
た
ち
が
後
退
し
、
逃
げ
始
め
た
の
を
見
て
、
我

が
目
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
の
と
き
再
び
、
人
々
は
不
思
議
な
体
験
を
す
る
。
対
決
の
瞬
間
、
ム
ト
ゥ
イ
ブ
・

ア
ル
＝
ハ
ザ
ー
ル
の
息
子
た
ち
が
駆
け
つ
け
、
鳥
の
よ
う
に
人
々
の
頭
上
を
飛
ん
だ
。

ム
ト
ゥ
イ
ブ
・
ア
ル
＝
ハ
ザ
ー
ル
本
人
の
姿
を
見
か
け
た
と
言
う
者
も
い
た
。
そ
し
て

何
よ
り
も
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
の
姿
は
、
ハ
ッ
ラ
ン
の
人
々
す
べ
て
に
目
撃
さ
れ
た
の
だ
。

　

何
人
か
が
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
・
ア
ル
＝
ジ
ェ
ダ
ー
ン
そ
っ
く
り
な
人
間
の
形
を
し
た
幻

が
頭
の
上
に
現
れ
た
の
と
見
た
と
強
い
口
調
で
断
言
し
た
。
彼
ら
が
言
う
に
は
、
発
砲

し
て
い
た
（
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
の
）
兵
士
た
ち
は
怯
え
き
り
、
叫
び
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
の

弾
を
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
の
幽
霊
に
向
か
っ
て
発
砲
し
て
、
男
の
服
は
銃
弾
で
穴
だ
ら
け
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
（
五
七
二
頁
）。

　
ハ
ズ
ナ
は
男
た
ち
に
包
帯
を
し
た
後
、
微
笑
ん
だ
。
う
れ
し
そ
う
に
歯
を
見
せ
て
、

こ
う
言
っ
た
。「
神
と
誰
も
が
知
る
あ
の
男
に
感
謝
し
ま
す
。
み
ん
な
、
新
し
い
命
を

与
え
ら
れ
た
の
だ
か
ら
。」
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誰
も
が
彼
女
が
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
分
か
っ
た
。
そ
の
夜
、

ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
数
え
切
れ
な
い
人
々
の
前
に
姿
を
現
し
た
。
彼
は
ア
ラ
ブ
の
ハ
ッ
ラ
ン

か
ら
モ
ス
ク
ま
で
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
の
で
、
彼
の
服
が
銃
弾
で
穴
が
開
い
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
な
い
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
三
人
は
、
労
働
者
と
ハ
ッ

ラ
ン
の
住
人
二
人
だ
っ
た
が
、
服
を
触
り
、
穴
の
端
が
焦
げ
て
い
る
の
を
見
た
と
言
っ

た
。
彼
ら
が
服
を
触
っ
て
不
思
議
が
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
は
笑
い
な
が

ら
、
新
し
い
の
を
も
ら
わ
な
け
れ
ば
と
言
っ
た
と
い
う
（
五
七
四
頁
）。

　

結
局
、
エ
ミ
ー
ル
と
そ
の
取
り
巻
き
は
、
エ
ミ
ー
ル
の
療
養
を
理
由
に
、
ハ
ッ
ラ
ン

か
ら
立
ち
去
っ
た
。
エ
ミ
ー
ル
は
ハ
ッ
ラ
ン
を
後
に
す
る
車
の
中
で
も
、
あ
い
か
わ
ら
ず
、

お
気
に
入
り
の
電
話
機
を
い
じ
っ
て
い
る
。
間
も
な
く
、
エ
ミ
ー
ル
か
ら
の
通
達
が
発

表
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
労
働
者
の
復
職
と
、「
最
近
の
事
件
」
の
調
査
が
約
束
さ
れ
た
。

こ
れ
で『
塩
の
町̶

荒
野
』
は
幕
を
閉
じ
る
。

「
ア
メ
リ
カ
」
対「
聖
者
」

　

戯
画
化
さ
れ
た
エ
ミ
ー
ル
の
姿
は
、
ム
ニ
ー
フ
が
意
図
し
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
人
や

ア
メ
リ
カ
的
な
る
も
の
の
批
判
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
の
も
た
ら
し
た
富
に
目
が
く
ら
み
、

本
来
の
使
命
を
忘
れ
去
っ
た
権
力
者
や
そ
の
取
り
巻
き
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
物
語
の
な
か
に
、
土
地
の
人
々
と
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
実
質

的
な
意
思
疎
通
は
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
な
く
、
ア
メ
リ
カ
人
、
あ
る
い
は「
会

社
」
の
意
思
が
一
方
的
に
伝
え
ら
れ
る
だ
け
だ
。
エ
ミ
ー
ル
と
そ
の
取
り
巻
き
が
間
に

入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
地
元
の
ア
ラ
ブ
人
と
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
理
解
が
成

立
す
る
の
を
妨
げ
て
い
る
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
問
題
が
ア
メ
リ
カ
人
の
侵
入
に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
イ
ブ
ン
・
ナ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
ア
メ
リ
カ
人
の
せ
い
だ
」

と
繰
り
返
し
た
。
ア
メ
リ
カ
人
が
壊
し
た
の
は
、
古
き
よ
き
時
代
の
ア
ラ
ブ
の
男
、
ム

ト
ゥ
イ
ブ･

ア
ル=

ハ
ザ
ー
ル
の
生
き
方
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ・

ア
ル
＝
ジ
ェ
ダ
ー
ン
の
信
じ
た
価
値
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
が
や
っ
て
く
る
こ
と
に
よ

り
、
金
の
た
め
だ
け
に
生
き
る
生
き
方
が
支
配
的
に
な
っ
た
。
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
の
よ
う

に
持
て
る
も
の
を
分
け
与
え
、
敵
で
あ
っ
て
も
苦
し
む
相
手
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と

な
ど
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
誰
も
が
少
し
で
も
多
く
の
金
を
手
に
入
れ
る
こ
と
だ

け
を
考
え
、
誇
り
を
捨
て
、
惨
め
な
境
遇
に
自
ら
進
ん
で
身
を
落
す
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
や
っ
て
き
て
か
ら
だ
っ
た
。

　
ム
フ
ァ
ッ
デ
ィ
と
い
う
男
が
、
聖
者
の
よ
う
な
描
き
方
を
さ
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で

は
な
い
。
彼
の
死
の
意
味
の
大
き
さ
は
、
茶
店
や
石
切
り
場
で
の
不
思
議
な
出
来
事
、

そ
し
て
子
供
た
ち
の
見
た
不
思
議
な
光
景
と
し
て
、
人
々
に
直
観
さ
れ
る
。
子
供
た

ち
が
見
る
白
い
鳥
は
、
神
秘
家
に
ま
つ
わ
る
物
語
の
中
に
登
場
す
る
、
天
に
向
か
う

白
い
鳥
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
治
療
師
と
し
て
の
彼
の
癒
し
は
、
聖
者
の
起
こ
す
奇

跡
に
近
い
。
彼
は
敵
の
男
の
足
の
怪
我
を
治
す
が
、
医
師
の
ス
ブ
ヒ
ー
に
は
ど
う
し
て

も
治
せ
な
か
っ
た
も
の
だ
。
邪
視
に
呪
わ
れ
た
子
供
を
救
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

口
を
き
く
こ
と
の
で
き
な
い
男
の
悲
し
み
を
察
知
し
、
そ
の
原
因
を
見
抜
く
こ
と
が
で

き
た
の
も
彼
だ
け
だ
っ
た
。
彼
の
与
え
る
の
は
身
体
の
癒
し
だ
け
で
な
く
、
心
の
救
い

で
も
あ
っ
た
。「
金
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ず
、
そ
れ
と
関
わ
る
こ
と
を
拒
み
、
そ
し
て
そ

れ
を
軽
蔑
し
て
い
た
」
男
、
狩
り
の
獲
物
を
自
分
に
は
何
も
残
さ
ず
他
人
に
与
え
て

し
ま
う
男
、
ア
メ
リ
カ
人
の
論
理
と
は
正
反
対
の
価
値
を
信
じ
た
男
が
聖
者
に
な
る
。
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「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
記
号

　　
イ
ド
リ
ー
ス
も
、
ム
ニ
ー
フ
も
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
も
の
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
登
場
す
る
の
は
、
金
の
た
め
な
ら

売
春
さ
え
厭
わ
な
い
女
性
で
あ
る
か
、
ア
ラ
ブ
と
見
る
と
写
真
を
撮
っ
て
面
白
が
っ
た

か
と
思
う
と
、
野
良
犬
の
よ
う
に
追
い
払
い
、
怠
け
者
と
一
蹴
す
る
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
で
あ
り
、
単
な
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
は
な

に
か
と
い
う
問
い
は
な
く
、
彼
ら
の
社
会
に
脅
威
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
彼

ら
の
生
き
か
た
を
力
ず
く
で
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
の
み
ア
メ
リ
カ
は
登
場
す

る
。

　

間
接
的
な
も
の
を
含
め
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
の
出
会
い
は
、
一
人
ひ
と
り
の
ア
ラ
ブ

人
が
何
ら
か
の
形
で
経
験
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
驚
愕
や
憧
れ
な
ど
の
感
情
が

入
り
混
じ
っ
た
経
験
で
あ
ろ
う
。
自
分
た
ち
の
生
き
方
を
破
壊
す
る
危
険
な
力
を
そ

こ
に
感
じ
と
る
と
と
も
に
、
強
烈
な
魅
力
を
見
出
す
こ
と
も
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し

ど
ち
ら
の
作
品
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
も
た
ら
し
た
影
響
は
、
完
全
に
否
定
的
な
評
価

し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
が
誇
る
物
質
的
な
豊
か
さ
、
技
術
の
先
進
性
す
ら
も
、

人
間
に
と
っ
て
究
極
的
な
意
味
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
味
は
相
対
化
さ
れ

て
し
ま
う
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
ア

ラ
ブ
の
人
々
が
自
己
像
を
再
確
認
し
、
ア
メ
リ
カ
が
体
現
す
る
価
値
に
対
し
て
、
態

度
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
切
迫
感
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
と
は
ど
の
よ
う
な
価

値
に
基
づ
い
て
生
き
る
人
間
で
あ
り
、
何
に
対
し
て
頑
な
な
ま
で
に
否
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
を
見
極
め
る
作
業
の
な
か
に
、
ア
メ
リ
カ
は
試
金
石
と
し
て

配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
ア
メ
リ
カ
は
、
血
の
通
っ
た
人
間
の
集
ま
り
で
も
な

け
れ
ば
、
そ
う
し
た
人
間
の
作
り
あ
げ
た
具
体
的
な
価
値
観
や
世
界
観
で
す
ら
な
く
、

近
代
文
明
の
見
せ
る
最
悪
の
顔
で
し
か
な
い
。
ハ
ッ
ラ
ン
の
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
ほ
と

ん
ど
名
前
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
複
数
形
の
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
し
て
登
場
し
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
娼
婦
は
名
前
を
聞
か
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
。
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一　
は
じ
め
に

　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロD

om
 Casm

urro

（
一
八
九
九
）』
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
一
九
世

紀
の
作
家
マ
シ
ャ
ー
ド
・
デ
・
ア
シ
スM

achado de Assis

（
一
八
三
九̶

一
九
〇
八
）

の
最
高
傑
作
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
小
説
で
あ
る
。
そ
の
筋
を
一
言
で
要
約
す
れ
ば

自
分
の
親
友
と
密
通
し
た
妻
を
告
発
す
る
夫
に
よ
る
手
記
と
な
ろ
う
。
妻
の
不
倫
を

信
じ
て
疑
わ
な
い
夫
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ゴ
が
書
い
た
と
い
う
設
定
に
は
な
っ
て
い
る
が
、

一
九
六
二
年
に
ア
メ
リ
カ
人
の
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
研
究
者
ヘ
レ
ン
・
コ
ー
ド
ウ
ェ
ル（H

ellen 

Caldw
ell

）
が
妻
カ
ピ
ト
ゥ
の
無
実
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
以
来
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
不
倫

を
め
ぐ
っ
て
は
有
罪
説
と
無
罪
説
の
両
論
が
飛
び
交
う
論
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
曰

く
つ
き
の
小
説
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、『
ド
ン・カ
ズ
ム
ー
ロ
』

は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
が
巧
妙
に
潜
ん
で
い
る
可
能
性
の
大
き
い
作
品
で
あ
る
。

　

登
場
人
物
の
名
前
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
手
記
の
書
き
手
、
す
な
わ
ち

夫
の
名
前
は
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ゴ（Bento Santiago

）
で
あ
り
、Santiago
と
い
う

姓
は
よ
く
見
ら
れ
る
平
凡
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
を
ブ
ラ
ジ
ル
版
オ
セ
ロ
ウ
だ

と
主
張
し
た
コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
は
、
そ
れ
がSanto

（
聖
↓
オ
セ
ロ
ウ
に
象
徴
さ
れ
る
善
）

とIago

（
イ
ヤ
ー
ゴ
ウ
に
象
徴
さ
れ
る
悪
）
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
け
ら
れ
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
い
る
1

。

　

と
こ
ろ
で
登
場
人
物
の
名
前
に
関
連
し
て
、
私
に
は
も
う
ひ
と
つ
以
前
か
ら
気
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ベ
ン
ト
が
自
分
の
子
で
は
な
く
、
妻
と
親
友
エ
ス
コ
バ
ー

ル
の
子
だ
と
訴
え
て
い
る
人
物
の
名
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
旧
約
聖
書

の
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
か
ら
と
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
が
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
名
は
、

パ
ウ
ロ
や
ペ
ド
ロ
、
ジ
ョ
ゼ
と
い
っ
た
名
前
に
比
べ
て
、
同
じ
聖
書
に
由
来
す
る
と
は
い

え
、
そ
う
多
い
名
前
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
の
強
い
ブ
ラ
ジ
ル
で

キ
リ
ス
ト
教
起
源
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
自
体
に
な
ん
の
不
思
議
も
な
い
の
だ
が
、

な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
い
名
前
が
わ
ざ
わ
ざ
選
ば
れ
た
の
か
。
し
か
も
作
品
の

重
大
な
鍵
を
握
る
不
義
の
子
と
さ
れ
る
人
物
の
名
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
息
子

の
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
名
は
、
ベ
ン
ト
が
そ
の
親
友
の
名
を
と
っ
て
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
そ
の
親
友
の
名
前
で
も
あ
る
。と
な
る
と
ま
す
ま
す「
エ
ゼ
キ
エ
ル
」

に
は
な
に
か
特
別
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
託
さ
れ
て
い
そ
う
で
あ
る
。

　
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
名
前
が
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン

（John G
ledson

）
が
『
マ
シ
ャ
ー
ド
・
デ
・
ア
シ
ス̶

̶

虚
妄
と
レ
ア
リ
ズ
ム̶

̶

』

の
中
で
解
明
を
試
み
て
い
る
2

。
同
書
で
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』

に
対
し
て
寓
意
的
な
解
釈
を
行
な
い
、
物
語
の
筋
書
き
や
登
場
人
物
の
名
前
や
年
号

の
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
作
品
が
一
九
世
紀
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
第
二
帝
政
期
の
歴
史
に
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル

に
関
し
て
、
彼
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
未
来
へ
の
展
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
、
エ

ゼ
キ
エ
ル
が
帝
政
末
期
の
皇
帝
や
、
樹
立
さ
れ
得
た
か
も
し
れ
な
い
第
三
帝
政
を
象
徴

し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
込
め
ら
れ
て
い

エ
ゼ
キ
エ
ル
の
預
言　

̶
̶

寓
意
小
説
と
し
て
の
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
重
層
性

武
田
千
香
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る
展 望

は
悲 観 的

だ と  い う

。
ま た も う ひ と  つ

、
息 子

エ  ゼ キ  エ  ル  の

好 戦 的

な
性

格
に
注 目

し て

共 和 政 初 期

の
軍 事 的 性 格

と
関 係

が あ る の で は な  い  か と も

推

測
し て  い る

。
と こ ろ が

、
こ れ を

読
み
終
え て も な お

、
な ぜ  エ ゼ キ  エ  ル な の か

と  い う

疑 問

は
謎
の ま ま で あ る う え

、
グ  レ  ッ ド  ソ  ン  の

指 摘

し た

可 能 性

は ど れ

も
釈 然

と し な  い

。

　

そ こ で

本 稿

で は

、
ま ず グ  レ  ッ ド  ソ  ン  の

寓 意 的

な
解 釈

を
紹 介

し た う え で

、

そ れ を

踏 襲

し
、
エ ゼ キ  エ  ル と  い う

名 前

に
込
め ら れ て  い る か も し れ な  い

意 味

を
探
っ  て  い  こ う と

思
う
。
そ れ に は グ  レ  ッ ド  ソ  ン が

行
な っ  た

作 品 全 体

の
寓 意

的 解 釈

も
大
い  に

関
わ  っ  て く る の  で

、
ま ず は そ れ を

見
る こ と に し よ う

。

二　

グ
レ  ッ ド ソ  ン  に よ る 『 ド  ン ・ カ ズ  ム ー ロ 』 の 寓 意 的 解 釈

　

グ  レ  ッ ド  ソ  ン  の

寓 意 的 解 釈

は
『
ド  ン

・
カ ズ  ム ー ロ

』
ば か り で  な く

、マ  シ  ャ  ー

ド の

後 期

の
長 編 小 説

す  べ  て に

及
ぶ
壮 大

な
試
み で あ る

3。
彼
は  マ  シ  ャ ー ド が

後 期

の
小 説 群

の
執 筆

に
際
し て

、
ブ ラ ジ  ル  が

独 立

し て  か ら

共 和 政

を
樹 立

す る

ま で  の

一  九 世 紀

の
歴 史 全 体

を
小 説

に
盛
り
込
む
「
プ  ロ ジ  ェ  ク ト

」
を
持
っ  て  い

た と

考
え る

。
マ  シ  ャ ー ド の こ の

「
プ  ロ ジ  ェ  ク ト

」
は
、
そ れ だ け で も

十 分

に

論
じ る

価 値

の あ る テ ー マ  で あ る が

、
今
は そ の

場
で は な  い  た め

、
こ こ で は ド

ン
・
カ ズ  ム ー ロ

』
が グ  レ  ッ ド  ソ  ン  の

考
え る

枠 組

み の

中
で ど う

位 置

づ け ら れ

る の か だ け を お さ え て  お く こ と に す る

。
そ れ に よ れ ば

『
ド  ン

・
カ ズ  ム ー ロ

』

は
、
時 代

の
焦 点

を
一  八 六

〇
年 代 末

〜
一  八 七

〇
年 代 初 頭

に
当
て
、
も は や

奴 隷

制 度

が
長
く は

続
か な  い  こ と が

認 識

さ れ る

一  方

で
、
外 国 資 本

と
結
び  つ き

急 成

長
を し て  い  た

都 市 中 間 層

が
支 配 階 級

に と っ  て

脅 威

に な り つ  つ あ っ  た

時 代

の

寓 話

と し て

書
か れ た

小 説

と な る

。
で は

、
グ  レ  ッ ド  ソ  ン  は

、  『
ド  ン

・
カ ズ  ム ー ロ

』

と ブ ラ ジ  ル  の そ の

時 代

の
歴 史

の
間
に ど の よ う な

接 点

を
見 出

し た  の だ ろ う か

。

　

ま ず

『
ド  ン

・
カ ズ  ム ー ロ

』
が
扱
っ  て  い る

時 代

を
確 認

し て お こ う

。
ベ  ン ト

が
語
り
始
め る の は

一  八 六

〇
年
の あ る

午 後

の
事 件

で
、
物 語

が
事 実 上 終

わ る の

は  エ  ス  コ  バ  ー ル が

溺 死

し て

、
ベ  ン ト と カ ピ ト ゥ

夫 婦

が
破 綻

す る

一  八 七  一  年

で

あ る

。
ベ  ン ト が

生
ま れ る

前
の
願 掛

け
（
一  八 四 二 年 以 前

）
と
、
ベ  ン ト

・
サ  ン

チ ア  ゴ  が

語
っ  て  い  る

時 点

（
一  八 九

〇
年 過

ぎ
）
ま で を

含
め る こ と も

不 可 能

で

は な  い  が

、
こ れ だ と

一  八 四 二

〜
一  八 五 七

と
一  八 七  一

〜
一  八 九

〇
頃
の
間
が
空 白

に

な っ  て  し ま う

。
や は り

扱
っ  て  い る の は

一  八 五 七

〜
一  八 七  一

と
捉
え る べ  き で あ

ろ う

。

二  ・  一
　

ベ  ン ト ＝ 第 二 帝 政 （ ペ  ド ロ ２ 世 ）

　

で
は
、
こ の

時 代

を
包 含

す る

『
ド  ン

・
カ ズ  ム ー ロ

』
の ど う  い  っ  た

点
が
寓 意

的
だ と グ レ  ッ ド ソ  ン は

主 張

す る の で あ ろ う か

4。
グ レ  ッ ド ソ  ン は

、
こ の

作

品
に お け る

年 号

の
設 定

と ベ  ン ト の

性 格

や
社 会 的 身 分

を
分 析

し た

結 果

、
ま

ず ベ  ン ト

自 身

が
第 二 帝 政

そ の も の に

重
ね
合
わ さ れ て  い  る と

考
え る

。
そ の

際
、

論 拠

と す る の は

、
マ  シ  ャ ー ド が

一  八 九 六 年

に
発 表

し た

「
あ る

未 発 表

の
本
の

断 章

(“
C
a
pít

ul
o 

d
e 

u
m li

vr
o i

n
é

dit
o

”
) 」

と  い う

文 章

で あ る

。
こ れ は

『
ド  ン

・

カ ズ  ム ー ロ

』
の
第 三 章

か ら

第 七 章

ま で  の

草 稿

に
相 当

し
、
こ の

時 点

で
話
の
舞

台
は
一  八 五 五 年

に
設 定

さ れ て  い  る

。
そ の

後
、  『

ド  ン

・
カ ズ  ム ー ロ

』
で そ れ は

一  八 五 七 年

に
変 更

さ れ る が

、
グ  レ  ッ ド  ソ  ン  は  マ  シ  ャ  ー ド が

構 想

の
段 階

で
話
の

起 点

を
一  八 五 五 年

に
設 定

し た こ と を

重 要 視

す る

。
当 初

マ  シ  ャ ー ド が

物 語

の

開 始

を
一  八 五 五 年

に
設 定

し て  い  た

形 跡

は そ れ

以 外

に も あ り

、
実 際

の
物 語

で

は
齟 齬

を き た し て  い る に も

拘
わ ら ず

当 初

の
年 号

か ら

算 出

さ れ た

年 号

が
変

更
さ れ ず に そ の ま ま

残
っ  て  い  る

箇 所

が  い く  つ  か あ る

。

　

こ の

一  八 五 五 年

に ど う  い う

意 味

が あ る の と  い う の だ ろ う か

。
こ の

年
、
ベ  ン
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ト
は
一
五
歳
を
迎
え
て
お
り
、
生
前
に
母
親
が
行
な
っ
た
願
掛
け
の
せ
い
で
、
言
わ
れ

る
が
ま
ま
神
学
校
に
行
く
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
意
思
を
き
っ
ぱ
り
と
表
明
し
て
そ
れ

を
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ト
は
悩
み
、

カ
ピ
ト
ゥ
に
相
談
す
る
。
第
一
三
章
か
ら
は
二
人
の
苦
悩
と
神
学
校
行
き
回
避
へ
の
取

り
組
み
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
途
中
途
中
に
は
い
く
つ
か
、
一
見
彼
ら
の

悩
み
と
は
無
関
係
の
挿
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
好
奇

心
に
関
す
る
第
三
一
章
に
あ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
カ
ピ
ト
ゥ
が
皇
帝
ペ
ド
ロ
二
世
の

成
人
式
と
戴
冠
式
に
対
し
て
関
心
を
抱
き
、
ベ
ン
ト
の
母
親
に
そ
の
様
子
を
話
し
て
ほ

し
い
と
せ
が
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
こ
の
挿
話
が
、
支

配
階
級
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
強
引
に
一
五
歳
で
成
人
式
を
執
り
行
な
わ
れ
、
皇
帝

に
祀
り
上
げ
ら
れ
た
ペ
ド
ロ
二
世
に
ベ
ン
ト
を
重
ね
合
わ
せ
る
装
置
だ
と
考
え
る
。
と

な
れ
ば
一
八
四
〇
年
に
開
始
し
て
い
る
第
二
帝
政
に
と
っ
て
一
八
五
五
年
は
、
第
二
帝

政
一
五
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ベ
ン
ト
の
一
五
歳
と
重
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

保
守
的
な
周
り
の
大
人
た
ち
と
リ
ベ
ラ
ル
な
恋
愛
結
婚
を
望
む
カ
ピ
ト
ゥ
の
板
ば
さ

み
と
な
っ
て
「
早
く
自
立
せ
よ
＝
成
人
せ
よ
」
と
迫
ら
れ
る
旧
家
の
長
子
ベ
ン
ト
は
、

自
由
主
義
勢
力
の
拡
大
を
危
惧
し
た
支
配
階
級
ら
に
よ
っ
て
操
り
人
形
と
さ
れ
て
し

ま
っ
た
皇
帝
の
治
世
す
る
第
二
帝
政
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ベ
ン
ト
は
第
二
帝
政
そ
の
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

頂
点
に
立
っ
て
い
た
ペ
ド
ロ
二
世
本
人
と
も
特
徴
や
性
格
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
る
と

い
う
。
勤
勉
で
臆
病
で
疑
い
深
く
頑
固
な
の
は
ペ
ド
ロ
二
世
に
も
共
通
す
る
性
格
だ
っ

た
と
い
う
し
、
馬
に
乗
れ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
さ
す
が
に
皇
帝
が
馬
に
乗
れ

な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
馬
嫌
い
は
有
名
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
ベ
ン
ト

の
父
親
の
名
前Pedro de Albuquerque Santiago

は
、
ペ
ド
ロ
二
世
のPedro de 

Alcântara

に
ど
こ
と
な
く
似
て
い
る
。
ま
た「
ド
ン・カ
ズ
ム
ー
ロ
」と
い
う
綽
名
の「
ド

ン
」
と
い
う
称
号
が
、
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
皇
帝
と
神
父
の
み
に
許
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
二・二　
カ
ピ
ト
ゥ
と
結
婚
生
活

　

寓
話
性
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
と
ベ
ン
ト
が
結
ば
れ
た
後
の
結
婚
生
活
に
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
、
一
八
五
七
〜
一
八
七
一
年
に
展
開
す
る
『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
物
語
の
全
体
が
「
融
和
政
府
」
時
代
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た

も
の
だ
と
考
え
る
。
一
九
世
紀
半
ば
の
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
自
由
党
と
保
守
党
の
二
大
政
党

が
政
界
を
支
配
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
二
党
の
間
に
は
も
と
よ
り
政
治
的
方
針
に
大

差
は
な
く
、
一
八
五
三
年
に
は
自
由
党
員
と
保
守
党
員
が
合
同
で
構
成
し
た
パ
ラ
ナ
ー

侯
爵
内
閣
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
コ
ー
ヒ
ー
経
済
の
繁
栄
に
よ
る
高
度
経
済
成
長
に

乗
じ
て
、
支
配
階
級
が
自
分
た
ち
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
利
害
を
調
整
で
き
る
環
境

を
整
え
た
も
の
で
「
融
和
政
府
（Conciliação

）」
と
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
融

和
政
府
」
と
は
、
本
来
は
対
立
す
る
は
ず
の
自
由
党
と
保
守
党
が
妥
協
し
な
が
ら
進

め
た
凭
れ
合
い
政
府
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
保
守
的
な
旧
家
の
長
子
で
あ
る
ベ
ン
ト
と
、

宝
く
じ
を
当
て
た
か
ら
こ
そ
一
軒
家
に
住
め
る
よ
う
な
公
務
員
の
父
親
を
持
つ
都
市

中
間
層
出
身
の
カ
ピ
ト
ゥ
と
の
結
婚
生
活
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
一
八
六
八
年
、
そ
の「
融
和
政
府
」
は
、
ペ
ド
ロ
二
世
の
独
断
に
よ
る
人

事
や
強
制
的
な
下
院
の
解
散
に
よ
り
終
焉
を
迎
え
る
。
一
八
七
〇
年
に
は
共
和
党
が

結
成
さ
れ
て
共
和
主
義
運
動
が
高
ま
り
、
そ
の
一
方
で
、
リ
オ
・
ブ
ラ
ン
コ
子
爵
内
閣

時
代
の
一
八
七
一
年
に
は「
出
生
自
由
法
」
が
発
令
さ
れ
て
、
奴
隷
制
は
廃
止
へ
向
け
て

歩
み
出
し
、
社
会
の
基
盤
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
。
こ
う
し
て
旧
体
制
は
崩
壊
へ
と
向
う

の
だ
が
、
そ
の
ま
さ
に
一
八
七
一
年
、
物
語
の
中
の
サ
ン
チ
ア
ゴ
家
で
も
一
大
事
件
が
起

こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
都
市
中
間
層
出
身
の
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
死
で
あ
っ
た
。
彼
の
死
に



42

よ
っ
て
夫
婦
仲
に
は
亀
裂
が
入
り
、
幸
せ
だ
っ
た
サ
ン
チ
ア
ゴ
家
は
い
っ
き
に
破
滅
へ
と

転
落
を
始
め
る
。「
信
頼
と
幸
福
」
の
時
代
か
ら「
苦
悩
と
疑
念
の
時
代
」
へ
と
変
転
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　

カ
ピ
ト
ゥ
は
離
縁
を
言
い
渡
さ
れ
て
ス
イ
ス
へ
渡
る
。
行
き
先
が
ス
イ
ス
だ
と
い
う

点
に
も
寓
話
性
が
見
出
せ
る
と
、グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
い
う
。
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
あ
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
住
先
と
し
て
も
っ
と
も
自
然
な
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ

ざ
ス
イ
ス
に
し
た
背
景
に
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
に
民
主
主
義
と
連
邦
制
の
シ
ン
ボ
ル
を
託
し

た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
と
連
邦
制
は
、
当
時

の
ブ
ラ
ジ
ル
に
と
っ
て
手
の
届
か
な
い
理
想
で
あ
っ
た
。
カ
ピ
ト
ゥ
は
、
共
和
政
で
も

帝
政
で
も
な
い
実
現
不
可
能
な
理
想
と
し
て
の
民
主
主
義
と
連
邦
制
の
象
徴
と
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
そ
の
名
前
が
根
拠
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ピ
ト
ゥ
は
正
式
名
を
カ
ピ
ト
リ
ー
ナ（Capitolina

）
と
い

う
が
、
そ
れ
は
「
ロ
ー
マ
の
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
丘
の
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
で
あ
り
、

カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
丘
が
ロ
ー
マ
の
共
和
政
時
代
と
帝
政
時
代
の
両
方
を
通
じ
て
権
力

の
座
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
カ
ピ
ト
ゥ
に
は
共
和
政
と
帝
政
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
ま
た
カ
ピ
ト
ゥ
が
大
き
な
関
心
を
示
し
た
人
物
カ
エ
サ
ル
に
つ
い
て
も
、
彼
が

ロ
ー
マ
の
共
和
政
と
帝
政
の
過
渡
期
に
生
き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
だ

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
カ
ピ
ト
ゥ
に
は
共
和
政
と
帝
政
ど
ち
ら
に
も
特
定
さ

れ
な
い
曖
昧
さ
と
、
そ
れ
を
超
越
す
る
特
徴
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

二・三　
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
未
来

　

こ
の
流
れ
の
中
で
、
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
最
後
に
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
分
析
を
行
な
う
。
こ

こ
で
は
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
指
摘
や
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
父

親
を
問
う
こ
と
は
、
そ
の
子
が「
未
完
の
商
人
」
と
し
て
終
わ
っ
た
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
子

な
の
か
、
あ
る
い
は
保
守
的
な
旧
家
の
ベ
ン
ト
の
子
な
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う

指
摘
や
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
物
語
の
最
後
で
み
つ
め
て
い
る
カ
エ
サ
ル
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
、

ネ
ロ
、
マ
シ
ニ
ッ
サ
の
四
人
の
肖
像
画
に
関
す
る
分
析
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
考

察
か
ら
は
、
な
ぜ
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
名
前
が
与
え
ら
れ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
わ

け
で
も
、
そ
の
四
人
の
肖
像
画
の
意
味
と
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
関
係
が
明
確
に
な
る
わ
け
で

も
な
い
。

　

ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
未
来
に
対

す
る
悲
観
的
展
望
が
託
さ
れ
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
ブ
ラ
ジ
ル
と

重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
専
門
が
考
古
学
で
、

ペ
ド
ロ
二
世
も
一
八
七
六
年
末
に
ギ
リ
シ
ア
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
エ
ジ
プ
ト
に
旅
行
し
た
際

に
考
古
学
に
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
や
、
ジ
ョ
ゼ
・
デ
ィ
ア
ス
が
エ
ゼ
キ
エ
ル
を
「
三

代
目
」
と
呼
ん
だ
例
を
挙
げ
て
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
が「
第
三
帝
政
」
の
象
徴
で
あ
る
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
考
古
学
と
い
っ
た
過
去
に
執
着
す
る
も
の
を
好
む
こ

と
自
体
、
未
来
志
向
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
好
戦
的
な
性
格
に
注
目
し
て
、
共
和
政
初
期
の
軍
事
的
性

格
を
象
徴
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
が「
浮
浪
者
か
ら
使

徒
に
至
る
ま
で
」
何
に
で
も
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
未
来

に
も
ど
ん
な
可
能
性
も
宿
っ
て
い
る
し
、
ま
た
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
物
ま
ね
を
得
意
と
し
て

い
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
未
来
は
過
去
を
模
倣
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
と
も
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
未
来
に
つ
い
て
は
何
も
確
言
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
が
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
の
解
釈
の
要
約
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
グ
レ
ッ
ド

ソ
ン
の
分
析
か
ら
は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
人
物
が
担
う
意
味
は
明
確
に
な
っ
て
い
な

い
し
、
な
ぜ
エ
ゼ
キ
エ
ル
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
気
に
な
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る
の
は
、
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
が
あ
く
ま
で
も
作
品
だ
け
を
通
し
て
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
迫
ろ
う

と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
作
品
か
ら
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の

で
は
な
く
、
こ
の
手
順
を
逆
に
し
て
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
方
か
ら
作
品
を
探
れ
ば
、
何
か
が

見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
を

解
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
名
前
が
と
ら
れ
た
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」

に
当
た
り
、
原
典
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

サ
ン
チ
ア
ゴ
に
し
て
も
カ
ピ
ト
ゥ
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
名
前
は
単
な
る
思
い
つ

き
で
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
と
な
れ
ば
エ
ゼ
キ
エ
ル
も
、
ま
ず
は
な
ぜ
エ
ゼ
キ
エ
ル

な
の
か
と
、
そ
の
名
前
に
注
目
し
て
み
る
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
だ
と
思
え
て
く
る
の
で

あ
る
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
名
の
由
来
で
も
あ
る
原
点
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」

に
当
た
り
、
そ
れ
と
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
間
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
な
い
か
ど

う
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

三　
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
と
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』

　

最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う

名
前
が
本
当
に
『
旧
約
聖
書
』
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
箇
所
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、

第
一一
六
章
で
ジ
ョ
ゼ
・
デ
ィ
ア
ス
が
エ
ゼ
キ
エ
ル
を
呼
ぶ
と
き
の
呼
び
名
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
彼
が
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
こ
と
を
「
預
言
者
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
エ

ゼ
キ
エ
ル
に
呼
び
か
け
る
と
き
に
は
「
人
の
子
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ

は
、
神
が
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
5

に
対
し
て
話
し
か
け
て
い
る
と
き
に
用
い
る
呼
び
名

で
あ
り
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
百
度
以
上
に
わ
た
っ
て
出
て
き
て
、「
ダ
ニ
エ
ル
書
」
の

八
章
一
七
節
を
除
け
ば
、『
旧
約
聖
書
』
で
は
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
の
み
出
て
く
る
特

有
の
言
い
方
だ
と
い
う
6

。
ま
た
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
第
一
四
六
章
に
は
「
エ
ゼ

キ
エ
ル
書
」
か
ら
の
引
用
文
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
命

名
が 

『
旧
約
聖
書
』
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間

違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
と
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
は
こ
の
ほ
か
ど
こ
で
結
び
つ

く
の
だ
ろ
う
か
。

三・一　
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
と「
姦
通
」
〜
姦
通
に
込
め
ら
れ
た
意
味
〜

　
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
と
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
共
通
点
と
し
て
、
ま
ず
目
に
つ
く

の
は「
姦
通
」
や「
嫉
妬
」
へ
の
頻
繁
な
言
及
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
と
く
に
集
中
し
て
い

る
の
が
第
一
六
章
と
第
二
三
章
で
あ
る
。「
姦
通
」
や「
嫉
妬
」
と
い
っ
た
言
葉
は
「
エ
ゼ

キ
エ
ル
書
」
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
章
一
六
を
例

に
と
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
六
章
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
葉
が
私
に
臨
ん
で
い
っ
た
、

「
人
の
子
よ
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
彼
女
の
忌
ま
わ
し
い
行
為
を
知
ら
せ
よ
。
そ
し
て
言

う
が
よ
い
、
主
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
エ
ル
サ
レ
ム
に
対
し
て
こ
う
言
っ
た
、
と
。

「
お
前
の
出
身
、
お
前
の
出
生
は
カ
ナ
ア
ン
の
地
、
お
前
の
父
は
ア
モ
リ
人
、
お
前

の
母
は
ヘ
ト
人
で
あ
る
…
」
7

　
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
で
は
終
始
「
エ
ル
サ
レ
ム
」
は「
彼
女
」
で
扱
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
箇
所
の「
彼
女
」
も
「
エ
ル
サ
レ
ム
」
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て「
忌
ま
わ
し
い

行
為
」
を
行
な
っ
た
の
は
エ
ル
サ
レ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の「
忌
ま
わ
し
い
行
為
」
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と
は
、
月
本
昭
男
氏
訳
の
『
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
』
の
用
語
解
説
に
よ
れ
ば「
祭
儀
的
・
宗

教
的
に
自
ら
を
穢
す
こ
と
。
偶
像
崇
拝
、
姦
通
や
姦
淫
な
ど
」
8

と
い
う
。
す
な
わ

ち
エ
ル
サ
レ
ム
は
偶
像
崇
拝
と
、
姦
通
や
姦
淫
を
行
な
い
、
そ
れ
を
神
に
こ
こ
で
責
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
犯
し
た「
姦
通
」
や「
姦
淫
」
と
は
い
っ
た

い
何
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、『
旧
約
聖
書
』

で
は
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
関
係
が
随
所
で
夫
婦
関
係
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
雅
歌
」
で
濃
厚
な
男
女
の
間
柄
が
描
か
れ
る
の
も
、そ
こ
に
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々

の
深
い
関
係
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
旧
約
聖
書
』
の
神
は
嫉
妬
深
く
、

「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
で
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
自
ら
の
こ
と
を「
私
は
、私
を
憎
む
者
に
対
し
て
は
、

父
の
罪
を
三
代
、四
代
の
子
に
ま
で
お
よ
ぼ
し
て
罰
す
る
、ね
た
み
深
い
神
で
あ
る
」（
第

二
〇
章
五
節
）
と
語
っ
て
い
る
し
、
そ
の
妬
み
は
、「
雅
歌
」
に
あ
る
よ
う
に
「
黄
泉

の
よ
う
に
か
た
く
な
」（
八
章
六
節
）
9

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
深

い
関
係
が
夫
婦
や
男
女
関
係
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

前
掲
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
第
一
六
章
の
注
に
よ
れ
ば
、
エ
ル
サ
レ
ム
が
こ
こ

で 「
姦
通
」と
し
て
糾
弾
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
二
点
あ
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
異
教
崇
拝
、

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
が
大
国
迎
合
主
義
的
外
交
政
策
で
あ
る
10
。
こ
の
こ
と
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
当
時
エ
ル
サ
レ
ム
が
置
か
れ
て
い
た
大
ま
か
な
状
況
を
お
さ
え
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

三・一・一　
異
教
崇
拝
と
し
て
の「
姦
通
」

　

紀
元
前
七
二
二
年
に
北
王
国
の
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ア
ッ
シ
リ
ア
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た

後
、
南
ユ
ダ
王
国
は
緩
衝
地
帯
を
失
い
、
ア
ッ
シ
リ
ア
の
強
圧
に
直
面
す
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
た
め
南
ユ
ダ
王
国
は
、
大
国
の
動
き
を
睨
ん
だ
外
交
政
策
を
採
ら
ざ
る
を

得
ず
、
紀
元
前
八
世
紀
末
か
ら
紀
元
前
七
世
紀
初
頭
に
在
位
し
た
王
ヒ
ゼ
キ
ヤ
の
時

代
こ
そ
、
大
国
ア
ッ
シ
リ
ア
の
強
圧
に
対
抗
し
て
国
内
に
お
い
て
宗
教
の
純
化
粛
正
に

あ
た
っ
た
が
、
そ
の
後
息
子
の
マ
ナ
セ
に
時
代
が
移
る
と
一
転
し
て
親
ア
ッ
シ
リ
ア
政
策

を
と
り
、
異
教
的
信
仰
を
採
用
し
た
。
そ
の
政
策
は
し
ば
ら
く
続
き
、
そ
の
次
世
代

の
ア
モ
ン
の
時
代
ま
で
、
南
ユ
ダ
王
国
は「
外
に
は
大
国
の
圧
迫
」、「
内
に
は
異
教
的

な
信
仰
が
底
流
と
し
て
絶
え
ず
流
れ
、
時
に
は
そ
れ
が
公
然
と
表
面
化
す
る
」
状
況

に
陥
い
る
11
。「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
第
八
章
に
は
、
偶
像
礼
拝
が
蔓
延
し
た
そ
の
時

代
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
に
は「
嫉
妬

を
起
こ
さ
せ
る
嫉
妬
の
像
の
座
」
が
あ
り
、
中
庭
の
奥
に
は「
這
う
も
の
や
獣
と
い
っ

た
、
あ
ら
ゆ
る
お
ぞ
ま
し
い
像
が
、
ま
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
の
あ
ら
ゆ
る
偶
像
が
周
り

を
囲
む
壁
に
彫
り
つ
け
ら
れ
」、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
の
長
老
た
ち
は
暗
闇
の
中
で
、
そ

れ
ぞ
れ
が
偶
像
の
部
屋
で
」
忌
ま
わ
し
い
行
為
を
行
な
い
、 「
女
た
ち
は
座
し
て
、
タ
ン

ム
ズ
（
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
豊
穣
男
神
）
を
悼
み
」、
男
た
ち
は「
背
を
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
本
殿

に
、
顔
を
東
に
向
け
て
」「
太
陽
に
ひ
れ
伏
し
て
い
た
」。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
そ
の
後
、

ヨ
シ
ヤ
王
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
一
掃
さ
れ
る
も
の
の
、
王
の
に
わ
か
な
死
に

よ
っ
て
挫
折
し
て
し
ま
う
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
に
出
て
く
る「
姦
通
」
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
唯

一
絶
対
の
神
と
信
じ
よ
と
の
神
の
命
令
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
向
に
絶
え
る
こ
と
の
な
い

こ
の
異
教
崇
拝
を
指
し
て
い
る
と
い
う
。

三・一・二 

大
国
迎
合
主
義
的
外
交
政
策
と
し
て
の「
姦
通
」

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
、
南
ユ
ダ
王
国
は
絶
え
ず
大
国
の
圧
力
に
悩
ま
さ
れ
続
け

た
。
ま
ず
は
ア
ッ
シ
リ
ア
、そ
れ
が
滅
亡
し
て
か
ら
は
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
と
い
っ

た
国
々
の
強
圧
に
直
面
す
る
。
歴
代
の
王
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
が
健
在
の
と
き
に
は
ア
ッ

シ
リ
ア
寄
り
の
政
策
を
、
ア
ッ
シ
リ
ア
が
滅
亡
し
た
後
は
、
親
エ
ジ
プ
ト
外
交
と
親
バ

ビ
ロ
ニ
ア
外
交
の
間
で
揺
れ
、
終
い
に
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
屈
し
、
三
回
に
わ
た
っ
て
バ
ビ
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ロ
ン
捕
囚
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
南
ユ
ダ
王
国
は
受
身
に
徹
す
る
こ

と
な
く
、
ヨ
シ
ヤ
王
の
時
代
に
は
、
北
上
し
て
き
た
エ
ジ
プ
ト
軍
を
迎
え
撃
つ
な
ど
攻

勢
も
か
け
る
。
ヨ
シ
ヤ
王
が
命
を
落
と
し
た
の
は
そ
の
と
き
で
あ
る
。

　
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
活
躍
し
た
の
は
第
一
回
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
か
ら
五
年
を
経
た
紀
元
前

五
九
三
年
か
ら
二
〇
余
年
に
わ
た
っ
て
で
あ
っ
た
。
当
時
の
感
覚
で
は
神 (

宗
教) 

と

国
土
と
民
は
一
体
で
あ
っ
た
か
ら
、
国
土
と
そ
の
民
同
士
の
関
係
、
す
な
わ
ち
外
交
に

お
い
て
宗
教
は
密
接
な
役
割
を
果
た
し
た
。
偶
像
崇
拝
が
横
行
し
た
の
も
実
は
こ
れ

と
深
い
関
係
が
あ
る
。
対
外
政
策
や
経
済
政
策
を
優
先
し
て
大
国
に
対
し
て
迎
合
政

策
を
と
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
も
自
ず
か
ら
シ
ン
ク
レ
チ
ズ
ム（
宗
教
混
沌
主
義
）
が
持

ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
大
国
迎
合
主
義
的
外
交
政
策
は
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
が

ヤ
ハ
ウ
ェ
な
る
神
に
よ
り
頼
む
こ
と
を
せ
ず
、
エ
ジ
プ
ト
あ
る
い
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
等
の
大

国
に
依
存
す
る
」
12
行
為
と
な
り
、
神
に
と
っ
て
は
嫉
妬
の
元
と
な
る「
姦
淫
」
と
映

る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
第
一
六
章
に
描
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
お
前
は
自
分
の
美
し
さ
に
信
頼
し
、
自
分
の
名
声
に
つ
ら
れ
て
姦
通
し
た
。

お
前
は
行
き
ず
り
の
者
に
す
べ
て
、
彼
に
あ
れ〔
、
と
言
っ
て
〕、
姦
通
〔
の
業
〕

を
ふ
り
注
い
だ
。（「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
第
一
六
章
一
五
節
）

こ
こ
で「
自
分
の
名
声
に
つ
ら
れ
て
」
と
は
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
が
自
分
を
選
び
、
導
き
た

も
う
た
神
を
忘
れ
、
そ
の
今
日
あ
る
を
あ
た
か
も
自
分
の
力
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感

じ
て
」
と
い
う
意
味
、「
行
き
ず
り
の
者
」
と
は
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
節
操
な
き
姿
、
あ

る
い
は
エ
ジ
プ
ト
と
組
し
、
あ
る
い
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
結
ぶ
そ
の
よ
う
な
政
策
を
さ
す
」

と
い
う
13
。
さ
ら
に
二
六
節
に
は
、

お
前
は
大
柄
な
隣〔
国
〕
陣
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
の
息
子
た
ち
と
姦
通
し
、
姦
通
を

重
ね
て
、
わ
た
し
を
苛
立
た
せ
た
。
そ
こ
で
私
は
お
前
の
上
に
手
を
伸
ば
し
、
お

前
の
要
求
を
斥
け
た
。（
…
）
そ
れ
で
も
お
前
は
満
足
せ
ず
、
ア
ッ
シ
リ
ア
の
息
子

た
ち
と
姦
通
し
た
。
彼
ら
と
姦
通
し
て
、
な
お
、
満
足
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
お

前
は
商
業
の
国
カ
ル
デ
ア
と
姦
通
を
重
ね
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
満
足
し
な
か
っ

た
。
お
前
の
心
は
ど
ん
な
熱
に
冒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か̶

̶

と
は
主
ヤ
ハ
ウ
ェ
の

御
告
げ̶

̶

。（「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
第
一
六
章
二
六̶

三
〇
節
）

こ
の
箇
所
で
は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
に
お
け
る「
大
国
迎
合
的
外
交
政
策
」
と
し
て
の「
姦

通
」
の
意
味
が
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

三・二　
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
の「
姦
通
」
と
ブ
ラ
ジ
ル
史

　
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
二
つ
の「
姦
通
」
の
意
味
、
す
な
わ
ち
大
国

迎
合
主
義
的
外
交
政
策
と
し
て
の「
姦
通
」
と
、そ
の
結
果
生
じ
た
宗
教
混
沌
主
義（
偶

像
崇
拝
）
と
し
て
の「
姦
通
」
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の「
姦
通
」
と
何
か
関
係

は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
お
い
て「
姦
通
」
と
い
う
言
葉
が
、
当
時
南

ユ
ダ
王
国
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
照
ら
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、『
ド
ン
・
カ

ズ
ム
ー
ロ
』
の「
姦
通
」
も
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
度
は
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
状
況
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
14
。

三・二・一　
ブ
ラ
ジ
ル
の
外
交
政
策

　

南
ユ
ダ
王
国
が
ア
ッ
シ
リ
ア
や
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
強
圧
に
苦
し
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
当

時
の
ブ
ラ
ジ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
の
圧
力
に
翻
弄
さ
れ
た
。
そ
の
象
徴
的
な
例
が
奴
隷
制

廃
止
へ
の
経
緯
で
あ
ろ
う
。
南
ユ
ダ
王
国
と
は
ち
が
っ
て
そ
れ
は
領
土
拡
張
を
め
ぐ
る
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戦
争
で
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
帝
国
の
存
亡
に
拘
わ
る
奴
隷
制
廃
止
問
題
で
イ

ギ
リ
ス
は
強
圧
を
か
け
続
け
た
。
一
八
〇
七
年
早
々
に
自
国
植
民
地
で
奴
隷
貿
易
を

禁
止
し
、
一
八
三
三
年
に
は
奴
隷
制
自
体
を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
国

植
民
地
の
産
品
の
競
争
力
維
持
と
工
業
製
品
の
市
場
拡
大
の
た
め
に
、
人
道
主
義
原

理
を
盾
に
と
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
も
奴
隷
制
廃
止
を
す
る
よ
う
執
拗
に
圧
力
を
か
け
る
。

奴
隷
貿
易
を
ア
フ
リ
カ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
植
民
地
に
限
定
し
た
英
ポ
友
好
同
盟
条
約

締
結
の
一
八
一
〇
年
か
ら
、
最
終
的
な
奴
隷
制
廃
止
が
実
施
さ
れ
る
一
八
八
八
年
ま
で

実
に
八
〇
年
近
く
に
わ
た
り
イ
ギ
リ
ス
の
攻
勢
は
続
く
。
そ
の
間
、
奴
隷
制
が
社
会

の
基
盤
で
あ
り
、
体
制
の
生
命
線
で
も
あ
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
そ
の
廃
止
を
極
力
先

延
ば
し
に
し
よ
う
と
抵
抗
と
譲
歩
を
以
っ
て
、
そ
の
強
硬
な
措
置
に
対
処
す
る
。
た

と
え
ば
一
八
二
七
年
、
ペ
ド
ロ
一
世
は
イ
ギ
リ
ス
に
譲
歩
し
て
三
年
以
内
の
奴
隷
貿
易

の
禁
止
を
約
束
し
、
一
八
三
一
年
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
ア
フ
リ
カ
人
奴
隷
の
入
国
を
禁
ず

る
法
律
を
公
布
す
る
が
、
実
際
の
運
用
に
は
至
ら
ず
、
そ
れ
は
「
イ
ギ
リ
ス
人
に
み
せ

る
た
め
の
法
律
」
と
し
て
形
骸
化
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
当
時
世
界
最
強
国
で
あ
っ

た
ば
か
り
で
な
く
、
ブ
ラ
ジ
ル
経
済
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
門
で
資
本
投
下
を
し
て
い
た
た

め
、
無
視
で
き
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
六
二
年
の
い
わ
ゆ
る
ク
リ
ス
チ
ー
問
題
15

で
も
イ
ギ
リ
ス
は
力
を
見
せ
つ
け
た
。

　

そ
の
一
方
で
ブ
ラ
ジ
ル
は
こ
う
し
た
大
国
の
帝
国
主
義
の
標
的
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な

く
、
そ
れ
を
自
己
政
策
化
し
て
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
南
米
の
最
強
国
と
し
て
隣
国

に
対
し
て
軍
事
干
渉
を
開
始
す
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ロ
サ
ス
政
権
が
、
ラ
プ
ラ
タ
川

河
口
部
全
体
の
完
全
支
配
を
目
論
ん
で
強
国
化
を
目
指
せ
ば
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の
国
内

対
立
に
乗
じ
て
ロ
サ
ス
政
権
打
倒
を
図
っ
た
し
、
次
に
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ペ
ス
、
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
・
ソ
ラ
ノ
・
ロ
ペ
ス
親
子
の
大
統
領
の
時
代
に
急
速
な
経
済
発
展
を
遂
げ
、

当
時
の
南
米
随
一の
先
進
国
に
の
し
上
が
っ
て
い
た
パ
ラ
グ
ア
イ
が
ラ
プ
ラ
タ
川
河
口
部

へ
の
進
出
を
画
策
し
始
め
れ
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
ウ
ル
グ
ア
イ
と
三
国
同
盟
を
組
ん

で
パ
ラ
グ
ア
イ
戦
争
を
開
始
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
と
き
の
戦
費
は
イ
ギ
リ
ス
か

ら
の
新
た
な
借
款
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ジ
ル
は
大
国
の
外
圧
に
翻
弄
さ
れ
、
そ
れ
に
お
も
ね
る
一
方
で
、

南
米
大
陸
内
で
の
覇
権
争
い
に
お
い
て
は
、
情
勢
を
見
て
組
む
相
手
を
変
え
た
。
こ
の

状
況
は
ま
さ
に
、
大
国
の
強
圧
に
苦
し
み
な
が
ら
時
と
場
合
に
よ
っ
て
手
を
携
え
る

相
手
を
変
え
た
南
ユ
ダ
王
国
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
で「
姦
淫
」

の
名
を
与
え
ら
れ
た
大
国
迎
合
主
義
的
外
交
政
策
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
エ
ゼ

キ
エ
ル
書
」
の「
姦
通
」
を
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
外
交
に
当
て
は
め
れ
ば
、
さ
し
あ
た

り
ブ
ラ
ジ
ル
は
商
業
の
国
イ
ギ
リ
ス
と
姦
通
を
重
ね
た
が
満
足
せ
ず
、
南
米
大
陸
内
で

は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
対
抗
す
る
た
め
に
ウ
ル
グ
ア
イ
と
姦
通
を
重
ね
た
が
満
足
で
き
ず
、

さ
ら
に
今
度
は
パ
ラ
グ
ア
イ
を
打
倒
す
る
た
め
に
、
昨
日
ま
で
の
敵
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と

姦
通
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

三・二・二　
宗
教
問
題

　

次
に「
姦
通
」
の
第
二
の
意
味
で
あ
る
宗
教
混
沌
主
義（
偶
像
崇
拝
）
に
つ
い
て
も

検
討
し
て
み
よ
う
。
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
に
起
こ
っ
た
宗
教
的
な
事
件
で
ま
ず
思
い
浮
か

ぶ
の
が「
宗
教
問
題(Q

uestão Religiosa)

」で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
七
二
年
、リ
オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
市
内
で
開
か
れ
た
自
由
出
生
法
を
祝
う
パ
ー
テ
ィ
で
行
な
わ
れ
た
挨
拶
が
原
因

と
な
っ
て
、
ア
ル
メ
イ
ダ
・
マ
ル
チ
ン
ス
司
祭
が
職
務
停
止
処
分
を
受
け
た
の
を
機
に
一

気
に
噴
出
し
、
同
じ
年
、
ペ
ル
ナ
ン
ブ
ー
コ
州
と
パ
ラ
ー
州
の
司
教
が
逮
捕
に
追
い
込

ま
れ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
帝
国
の
基
盤
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
カ

ト
リ
ッ
ク
の
意
義
そ
の
も
の
を
問
う
、
国
体
そ
の
も
の
を
揺
る
が
す
問
題
に
発
展
し
、

一
八
七
二
年
か
ら
一
八
七
五
年
ま
で
メ
デ
ィ
ア
を
巻
き
込
ん
で
国
論
を
二
分
し
た
。
そ
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も
そ
も
こ
の
問
題
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
王
室
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
係
が
深
く
絡
ん

で
い
る
。

　

も
と
も
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
室
に
は
、
教
会
や
修
道
院
の
建
設
や
教
区
の
設
置
、
司

教
の
推
挙
な
ど
が
任
さ
れ
る
パ
ド
ロ
ア
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
ブ
ラ
ジ
ル
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
長
は
事
実
上
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
王
で
あ
っ
た

15。
こ
の
状
況
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
独
立
後
も
変
わ
ら
ず
、
ブ
ラ
ジ
ル
皇
帝
が
そ
の
権
限
を
握

り
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
九
世
紀
半
ば
に
な
る
と
若
手
の
聖
職
者
ら
の
間
で
、

皇
帝
従
属
の
教
会
で
な
く
ロ
ー
マ
に
直
結
し
た
教
会
へ
と
組
織
の
編
成
を
望
む
声
が
上

が
る
。
政
府
は
こ
れ
を
好
ま
し
く
思
わ
ず
、
教
会
の
完
全
な
自
治
権
を
要
求
す
る
司

教
団
へ
の
圧
力
を
強
め
る
。
ペ
ル
ナ
ン
ブ
ー
コ
州
で
逮
捕
さ
れ
た
司
教
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
神
学
校
出
の
ロ
ー
マ
教
皇
に
近
い
聖
職
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
問
題
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
宗
教
団
体
、
す
な
わ
ち
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
も

関
わ
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
独
立
以
来
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
会
合
は
上
層
市

民
層
や
知
識
人
た
ち
の
重
要
な
意
見
交
換
や
交
流
の
場
と
な
っ
て
、
伝
統
的
な
宗
教

カ
ト
リ
ッ
ク
と
も
友
好
的
に
共
存
し
て
お
り
、
聖
職
者
の
中
に
も
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
が

い
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
教
皇
の
権
威
の
強
化
を
図
っ
た
教
皇
ピ

ウ
ス
九
世
が
信
徒
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
入
団
を
禁
じ
た
回
勅
を
出
し
た
た
め
、
そ
の
ペ

ル
ナ
ン
ブ
ー
コ
州
の
若
手
司
教
は
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
に
信
徒
団
か
ら
退
会
す
る
よ
う
に

指
示
を
出
し
た
。
だ
が
、信
徒
団
は
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、同
士
の
フ
リ
ー

メ
ー
ソ
ン
が
大
勢
い
る
政
府
に
直
訴
し
た
。
こ
の
結
果
、
司
教
自
ら
が
逮
捕
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
ほ
か
こ
の
司
教
が
脅
威
に
感
じ
て
い
た
宗
教
活
動
に
、
一
八
三
〇
年
ご
ろ
か
ら

聖
書
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
し
て
布
教
活
動
を
始
め
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
が
あ
っ
た
。
司
教
は
そ
れ
と
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
結
託
を
危
惧
し
て
、
強
硬
な
態

度
に
出
た
の
で
あ
っ
た
16
。
ま
た
、「
宗
教
問
題
」
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
当
時
の

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
一
八
六
五
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ラ
ン
・
カ
ル
デ
ク
に
よ
る
カ
ル
デ
シ

ズ
モ（
エ
ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
モ
）の
布
教
が
始
め
ら
れ
、古
い
ア
フ
リ
カ
の
宗
教
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
神
智
学
と
を
調
和
さ
せ
る
方
法
と
し
て
積
極
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
17
。

　

当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
カ
ト
リ
ッ
ク
界
は
こ
の
よ
う
に
、
身
内
自
体
が
保
守
派
と
改
革

派
に
分
裂
し
て
紛
糾
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
内
部
か
ら
は
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
、
外

部
か
ら
は
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
エ
ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
モ
と
い
っ
た
脅
威

に
も
晒
さ
れ
て
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
宗
教
界
の
状
況
は
ま
さ
に「
宗
教
混
沌
主
義
」
と

も
い
え
る
状
態
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
帝
国
政
府
の
弱
腰
の
姿
勢
は

批
判
を
浴
び
、
こ
の
解
決
後
も
政
府
へ
の
不
信
感
が
残
り
、
こ
の
事
件
が
ペ
ド
ロ
二
世

と
第
二
帝
政
そ
の
も
の
の
権
威
を
落
と
す
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。マ
シ
ャ
ー

ド
が
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
に
歴
史
的
寓
意
を
込
め
た
と
す
れ
ば
、「
姦
通
」
に
ブ
ラ

ジ
ル
の
そ
う
し
た
状
況
を
託
し
た
可
能
性
が
あ
る
。「
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
偶
像
と
姦

淫
し
た
。
彼
ら
は
、
わ
た
し
に
よ
っ
て
生
ん
だ
息
子
た
ち
を
こ
れ
ら
の
食
物
と
し
て
備

え
た
。
つ
い
に
は
わ
た
し
に
こ
の
こ
と
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
日
、
わ
が
聖

所
を
穢
し
、
わ
が
安
息
日
を
冒
涜
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
息
子
た
ち
を
彼
ら
の
偶

像
の
た
め
に
屠
り
な
が
ら
、
そ
の
日
、
わ
が
聖
所
に
入
っ
て
、
こ
れ
を
冒
瀆
し
た
。
な

ん
と
、
彼
ら
は
わ
が
家
の
た
だ
中
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
な
っ
た
」
18
。
ブ
ラ
ジ
ル

の
宗
教
界
は
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
状
況
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

四　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
に
お
け
る「
姦
通
」
の
拡
張

　

以
上
の
よ
う
な
ブ
ラ
ジ
ル
の
当
時
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
で

使
わ
れ
て
い
る「
姦
通
」
の
寓
意
的
な
意
味
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
で
も
十
分
機

能
し
得
る
。
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
ベ
ン
ト
・
サ
ン
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チ
ア
ゴ
と
い
う
主
人
公
自
身
を
第
二
帝
政
な
い
し
は
皇
帝
ド
ン
・
ペ
ド
ロ
二
世
に
、
プ

ロ
ッ
ト
も「
融
和
政
府
」
前
後
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
政
情
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
一
九
世
紀
半

ば
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
歴
史
の
寓
話
と
し
て
マ
シ
ャ
ー
ド
が
こ
の
小
説
を
書
い
た
可
能
性
を

指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
支
配
階
級
の
夫
と
都
市
中
間
層
の
出
身
の
妻
の
間

に
生
ま
れ
た
子
供
の「
エ
ゼ
キ
エ
ル
」と
い
う
名
前
に
注
目
し
て
、そ
の
原
典
で
あ
る「
エ

ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
引
き
つ
け
て「
姦
淫
」
の
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
の
世

界
は
さ
ら
に
広
が
る
。
マ
シ
ャ
ー
ド
が「
エ
ゼ
キ
エ
ル
」を
通
し
て
、『
ド
ン・カ
ズ
ム
ー
ロ
』

の「
姦
通
」
を『
旧
約
聖
書
』
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の「
姦
通
」
に
連
結
さ
せ
、
当
時

の
南
ユ
ダ
王
国
の
状
況
か
ら
、
一
九
世
紀
半
ば
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
状
況
を
連
想
さ
せ
る
よ

う
に
設
定
し
た
可
能
性
が
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、『
ド
ン・カ
ズ
ム
ー

ロ
』
の
歴
史
的
寓
話
性
は
重
層
的
と
な
る
。

　

だ
が
、
も
ち
ろ
ん
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
に
お
け
る「
姦
通
」
が
、
以
上
検
討
し

て
き
た
歴
史
的
な
寓
意
的
な
意
味
よ
り
も
先
に
、
プ
ロ
ッ
ト
上
で
は
ま
ず
妻
カ
ピ
ト
ゥ

の
行
為
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
実
は
こ
の
点
に
関
し
て
も「
エ

ゼ
キ
エ
ル
書
」
の「
姦
通
」
は
、『
ド
ン・カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
中
で
巧
み
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
の
中
に
出
て
く
る
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
関
係
に
言
及
す

る
表
現
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
ベ
ン
ト
と
カ
ピ
ト
ゥ
の
関
係
を
連
想
さ
せ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
再
び
第
一
六
章
を
見
て
み
よ
う
。

　

第
一
六
章
の
冒
頭
で
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
対
し
こ
う
述
べ
る
。「
お
前
の
出
身
、

お
前
の
出
生
は
カ
ナ
ア
ン
の
地
、
お
前
の
父
は
ア
モ
リ
人
、
お
前
の
母
は
ヘ
ト
人
で
あ

る
」（
三
節
）。
こ
こ
で
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
言
っ
て
い
る
の
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
出
自
に
つ
い
て
だ
が
、

こ
の
部
分
で
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
起
源
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
が
カ
ナ
ア
ン

び
と
の
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ユ
ダ
の
体
質
に
は
そ
の
根

本
に
異
教
的
な
も
の
が
あ
っ
た
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
19
。 

す
な
わ
ち
ユ
ダ
の
民
は〈
純

潔
〉
で
は
な
く
、
異
教
徒
な
い
し
は
異
邦
の
民
の
血
が
入
っ
た〈
雑
種
〉
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
果
た
し
て
カ
ピ
ト
ゥ
も
、
母
親
の
家
系
も
代
々
さ
か
の
ぼ
れ
る
よ
う
な（
第

八
章
）
上
流
階
級
出
身
の〈
純
血
〉
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
家
か
ら
見
れ
ば〈
雑
種
〉
に
映
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

　

グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
、
カ
エ
サ
ル
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
、
ネ
ロ
、
マ
シ
ニ
ッ
サ
と
い
っ
た
顔

ぶ
れ
の
四
人
の
肖
像
画
で
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
と
く
に
マ
シ
ニ
ッ
サ
を
眺
め
て
い
た
こ
と
に

関
し
て
、
興
味
深
い
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
マ
シ
ニ
ッ
サ
は
ロ
ー
マ
の
同
盟
国
の
人
間

だ
が
、
ロ
ー
マ
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
マ
に
対
す
る
敵
意
が
絶
対
に

甦
ら
な
い
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
ロ
ー
マ
か
ら
完
全
な
信
頼
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
ソ
フ
ォ
ニ
ス
バ
と
結
婚
で
き
な
か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ソ
フ
ォ

ニ
ス
バ
の
方
も
、
前
夫
の
シ
フ
ァ
チ
ェ
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
今
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
に

は
夫
の
敵
で
あ
っ
た
マ
シ
ニ
ッ
サ
の
妻
と
な
る
こ
と
も
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
た
と
え
そ
う
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
宿
敵
の
前
妻
と
い
う
自
分
の
出
自

を
拭
い
去
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
こ
か
ら
生
じ
得
る
疑
念
を
完
全
に
打
ち
払
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
い
た
条
件
か
ら
は
永
遠
に
逃
げ
ら

れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
解
決
法
は
た
だ
ひ
と
つ
、
夫
の
差
し
出
し
た
毒
杯
を
飲

ん
だ
ソ
フ
ォ
ニ
ス
バ
の
よ
う
に
、
粛
々
と
そ
れ
を
宿
命
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
方
的
に
ベ
ン
ト
か
ら
言
い
渡
さ
れ
た
離
縁
を
黙
っ
て
受
け
容
れ

た
カ
ピ
ト
ゥ
も
同
じ
心
境
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
グ
レ
ッ
ド
ソ
ン
は
言
う
。
四
人
の

肖
像
画
の
最
後
に
マ
シ
ニ
ッ
サ
が
描
か
れ
て
い
る
理
由
は
、「
支
配
階
級
に
属
さ
な
い
人

間
が
独
立
性
を
失
っ
た
と
き（
筆
者
補
注
：
す
な
わ
ち
支
配
階
級
に
依
存
し
始
め
た
と

き
）、
そ
こ
に
ど
ん
な
結
果
が
待
っ
て
い
る
か
気
づ
か
せ
る
」
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
。
カ
ピ
ト
ゥ
も
、
支
配
階
級
に
単
身
で
入
っ
た
異
分
子
で
あ
っ
た
た
め
に
、
社
会

的
な
格
差
や
出
自
の
貧
し
さ
か
ら
来
る
偏
見
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ベ
ン
ト
の
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中
に
生
ま
れ
た
疑
念
を
打
ち
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
カ
ピ
ト
ゥ
の

出
自
と
、〈
異
教
的
な
も
の
〉
を
持
っ
て
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
出
自
に
は
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
つ
ま
り
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
身
分
関
係
は
、
ベ
ン
ト

と
カ
ピ
ト
ゥ
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ

こ
で
も
ベ
ン
ト
の
名
前
は
示
唆
的
で
あ
る
。「
ベ
ン
ト
」
と
は「
祝
福
さ
れ
た
、
聖
な
る
」

と
い
う
意
味
の
形
容
詞 (bento) 

で
も
あ
る
。
ベ
ン
ト
は〈
神
側
の
人
間
〉
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
六
節
以
降
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
く
。

　

わ
た
し
は
お
前
の
傍
ら
を
通
り
、
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
も
が
く
お
前
を
見
て
、

血
ま
み
れ
の
お
前
に
言
っ
た
、
生
き
よ
、
と
。
野
の
若
草
の
よ
う
に
、
わ
た
し
は

お
前
を
繁
茂
さ
せ
た
。お
前
は
成
育
し
、成
長
し
た
。思
春
期
を
迎
え
、乳
房
は
し
っ

か
り
と
し
、髪
は〔
豊
か
に
〕
伸
び
た
が
、お
前
は
な
お
も
む
き
出
し
の
裸
で
あ
っ
た
。

　
わ
た
し
は
お
前
の
傍
ら
を
通
り
、
お
前
を
見
た
。
す
る
と
、
お
前
は
愛
さ
れ
る

年
頃
に
な
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
わ
が
衣
の
す
そ
を
お
前
の
上
に
広
げ
、
お
前
の
裸

を
覆
っ
た
。
そ
し
て
、
お
前
に
誓
い
を
立
て
て
、
お
前
と
の
契
約 
〔
関
係
〕
に
入
っ

た̶
̶

と
は
主
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
御
告
げ̶

̶

こ
う
し
て
、
お
前
は
わ
が
も
の
に
な
っ
た
。

（
…
）

　
わ
た
し
は
、
ま
た
、
お
前
を
飾
り
物
で
飾
り
、
手
に
腕
輪
を
、
首
に
首
飾
り
を

与
え
た
。
ま
た
、
お
前
の
鼻
に
鼻
輪
を
、
耳
に
耳
飾
り
を
、
頭
に
は
輝
き
の
冠
を

与
え
た
。
こ
う
し
て
、
お
前
は
金
と
銀
で
身
を
飾
り
、
そ
の
衣
装
は
上
亜
麻
と
細

布
と
文
錦
で
あ
っ
た
。
お
前
は
小
麦
粉
と
蜂
蜜
と
油
を
食
し
、
た
い
そ
う
美
し
く

な
り
、
王
位
に
上
り
つ
め
た
。（
六̶

一
三
節
）

　
こ
の
よ
う
に
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
て
言
う
背
景
に
は
、
自
分
こ
そ
が
イ

ス
ラ
エ
ル
の
民
を
救
い
出
し
て
や
っ
た
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
出
エ
ジ
プ
ト
記
に
「
エ
ジ

プ
ト
の
地
、
奴
隷
の
家
か
ら
、
お
ま
え
を
連
れ
出
し
た
の
は
、
神
な
る
主
、
私
で
あ
る
。

私
以
外
の
ど
ん
な
も
の
も
、
神
と
す
る
な
」（
第
二
〇
章
二―

三
節
）
と
あ
る
よ
う
に
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
は
わ
ざ
わ
ざ
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
選
び
、
彼
ら
が
奴
隷
と
し
て
惨
憺
た
る
苦

悩
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
導
き
だ
し
て
や
っ
た
。
そ
れ

に
も
拘
わ
ら
ず
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
念
願
の
カ
ナ
ア
ン
の
地
に
入
り
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
に
な
る
と
途
端
に
神
の
こ
と
を
忘
れ
、
他
の
異
教
の
神
々
を
拝
み
始
め
る
。

神
は
そ
う
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
対
し
て
怒
り
と
嫉
妬
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
意
識
は
ベ
ン
ト
に
も
共
通
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
も
述

べ
た
よ
う
に
カ
ピ
ト
ゥ
は
、
ベ
ン
ト
の
よ
う
な
支
配
階
級
の
出
で
は
な
い
。
父
親
は
公

務
員
で
、
宝
く
じ
を
当
て
で
も
し
な
い
限
り
ベ
ン
ト
の
家
の
並
び
の
一
軒
家
に
は
住
め

な
い
よ
う
な
家
の
娘
で
あ
る
。
ベ
ン
ト
は 「
傍
ら
で
」 「
野
の
若
草
の
よ
う
に
」 「
生
育
し
」

「
髪
が
伸
び
」「
思
春
期
を
迎
え
」
る
カ
ピ
ト
ゥ
を
見
守
っ
た
。
そ
し
て
、カ
ピ
ト
ゥ
が「
愛

さ
れ
る
年
頃
」
に
な
る
と「
誓
い
を
立
て
て
」「
契
約〔
関
係
〕
に
入
っ
た
」（
ベ
ン
ト
は

第
四
八
章
で
カ
ピ
ト
ゥ
に
将
来
の
結
婚
の
誓
い
を
立
て
て
い
る
し
、
も
ち
ろ
ん
結
婚
自

体
も
誓
い
で
あ
る
）。
さ
ら
に
ベ
ン
ト
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
が
も
う
や
め
て
く
れ
と
言
う
ほ
ど

に
高
価
な
も
の
を
買
い
与
え
て
い
る（
第
一
〇
五
章
）。
一
方
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
家
の
貧
し

さ
に
つ
い
て
ベ
ン
ト・サ
ン
チ
ア
ゴ
は
随
所
で
言
及
し
て
い
る
。
菓
子
売
り
の「
一
文
無
し
」

と
い
う
歌
詞
に
敏
感
に
反
応
し
た
カ
ピ
ト
ゥ（
第
一
三
章
）、
髪
を
結
わ
い
て
い
た
み
す

ぼ
ら
し
い
リ
ボ
ン（
第
一
三
章
）、
持
っ
て
い
た
安
物
の
鏡（
第
三
二
章
）。
自
分
と
の
結

婚
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
恵
ま
れ
な
い
社
会
環
境
か
ら
、
恵
ま
れ
た
環
境
に
救
い
出
し

て
や
っ
た
の
は
自
分
だ
、
そ
れ
な
の
に
そ
の
自
分
を
裏
切
る
の
か
と
、
ベ
ン
ト
・
サ
ン
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チ
ア
ゴ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
憤
怒
し
た
神
と
似
た
気
持
ち
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
神

と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
関
係
が
夫
婦
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
で
イ
ス
ラ
エ
ル

は
、「
神
に
拾
わ
れ
、
妻
と
さ
れ
た
が
、
や
が
て
夫
を
裏
切
っ
た
不
貞
の
女
の
姿
と
し
て

描
か
れ
、
糾
弾
さ
れ
て
」
20
い
る
。
マ
シ
ャ
ー
ド
は
、
そ
の
よ
う
な
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」

の
歴
史
的
寓
意
的
な「
姦
通
」
の
意
味
を
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
中
で
さ
ら
に
拡

張
さ
せ
、
ブ
ラ
ジ
ル
が
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
状
況
以
外
に
、
社
会
的
状
況
、
す
な

わ
ち
多
人
種
か
ら
成
る
階
級
社
会
の
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
だ
か
ら
こ
そ
起
こ
り
得
た「
結

婚
」
に
ま
つ
わ
る
偏
見
や
問
題
意
識
を
も
込
め
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
観
点
か
ら
言

え
ば
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
寓
話
性
は
歴
史
的
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
社
会
的

な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
一
度
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た

階
層
や
人
種
と
い
っ
た
社
会
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
の
困
難
さ
で
あ
ろ

う
。

五　
預
言
書
と
し
て
の
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』

　
こ
の
よ
う
に
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
と
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
は
、「
姦
通
」
と
い
う

共
通
項
で
結
ば
れ
て
お
り
、そ
れ
は「
異
教
崇
拝
」
と「
大
国
迎
合
主
義
的
外
交
政
策
」

と
い
う
二
つ
の
歴
史
的
寓
話
性
ば
か
り
で
な
く
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
で
は
そ
れ
が

社
会
的
寓
意
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
り
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の「
姦
通
」
の
意

味
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
中
で
、
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
れ
だ
け
預
言
書
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
と
の
関
連
性
が
見
出
さ
れ
た
と
す

れ
ば
、
そ
こ
に
預
言
的
な
意
味
合
い
を
読
み
取
り
た
く
な
る
の
は
、
自
然
な
欲
求
で

あ
ろ
う
。

　
一
般
的
に
預
言
書
の
編
纂
者
に
は
、「
預
言
者
た
ち
の
言
葉
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
歴

史
、
ひ
い
て
は
諸
国
民
の
歴
史
に
は
た
ら
く
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
の
意
思
を
審
判
と
救
済

と
い
う
か
た
ち
で
読
み
取
ろ
う
と
」
21
す
る
意
図
が
あ
っ
た
た
め
、
預
言
書
は
「
イ
ス

ラ
エ
ル
の
審
判
」、「
諸
国
民
の
審
判
」、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
済
」
の
三
部
か
ら
な
る
内

容
的
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル（
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
と
ユ
ダ
王
国
）
の
滅
亡

と
い
う
歴
史
的
事
実
を
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
審
判
の
結
果
と
し
て
提
示
し
た
後
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
民
の
回
復
と
救
済
を
説
く
の
が
典
型
的
な
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
旧
約
聖
書

で
は
歴
史
を
寓
話
と
し
て
語
る
の
が
定
石
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
マ
シ
ャ
ー
ド

が
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
を
は
じ
め
と
す
る
小
説
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
歴
史
を
語
ろ
う

と
し
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
ま
っ
た
く
奇
想
天
外
な
こ
と
で
は
な
い
。「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」

も
そ
の
型
ど
お
り
、
第
三
三
章
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
神
を
裏
切
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
へ

の
裁
き
が
語
ら
れ
る
が
、
第
三
三
章
以
降
で
は
救
い
を
語
る
こ
と
に
専
念
し
、
約
束

の
地
へ
の
帰
還
と
再
生
と
復
活
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

　

問
題
は
こ
の「
救
い
」
が
、
果
た
し
て
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
で
も
約
束
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
答
え
は
お
そ
ら
く
「
ノ
ー
」
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
『
ド

ン・カ
ズ
ム
ー
ロ
』
に
は
、ベ
ン
ト
の
親
友
で
妻
の
密
通
の
相
手
だ
と
さ
れ
る
エ
ス
コ
バ
ー

ル
と
、
不
義
の
子
と
さ
れ
る
ベ
ン
ト
の
息
子
の
二
人
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も

志
半
ば
で
若
く
し
て
死
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
ス
コ
バ
ー
ル
は
三
〇
歳
過
ぎ
、
ベ
ン

ト
の
息
子
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
至
っ
て
は
未
だ
独
り
身
で
あ
っ
た
。
支
配
階
級
と
被
支
配

階
級
の
都
市
中
間
層
と
し
て
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
商
人
の
一
人
で
あ
る
エ
ス
コ
バ
ー
ル
と
、

支
配
階
級
の
男
性
と
、
お
な
じ
く
都
市
中
間
層
出
身
の
公
務
員
の
娘
の
結
婚
に
よ
っ

て
授
か
っ
た
一
人
息
子
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
、
夭
折
し
た
こ
の
二
人
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
楽
観
的

展
望
が
任
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

　

ま
た
こ
こ
で
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
中
で
語
ら
れ
る
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
死
の
懲
罰
に

処
せ
ら
れ
る
場
合
の
、
そ
の
理
由
を
思
い
起
こ
し
て
み
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

　
あ
な
た
は
、
人
の
子
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
の
見
張
り
と
し

た
。
あ
な
た
は
わ
た
し
の
口
か
ら
言
葉
を
聞
き
、
彼
ら
に
わ
た
し
か
ら
の
警
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
わ
た
し
が
邪
悪
な
者
に
対
し
、
邪
悪
な
も
の
よ
、
お
前
は
必
ず
死
ぬ
、
と
言
う

と
き
、
あ
な
た
が
邪
悪
な
も
の
に
語
っ
て
、
そ
の
道
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
、
と
警

告
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
邪
悪
な
も
の
は
自
分
の
咎
ゆ
え
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
わ
た
し
は
彼
の
知
〔
の
責
任
〕
を
あ
な
た
の
手
に
求
め
る
。
だ
が
、
あ
な

た
が
邪
悪
な
者
に
、
そ
の
道
か
ら
離
れ
、
そ
こ
か
ら
立
ち
帰
る
よ
う
に
、
と
警
告

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
そ
の
道
か
ら
立
ち
帰
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は

自
分
の
咎
の
ゆ
え
に
死
ぬ
の
で
あ
り
、
あ
な
た
は
自
分
の
魂
を
救
う
。（
第
三
三
章

七̶

九
節
）

　
す
な
わ
ち
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
、「
危
機
の
時
代
に
見
守
る
者
」
で
あ
る
た
め
、「
迫

り
来
る
危
険
を
人
々
に
警
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
だ
が
、
も
し「
彼
が
そ
の
任

務
を
怠
り
、
そ
の
た
め
に
も
し
滅
び
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
責
は
預
言
者
に
帰

さ
れ
る
」
22
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
そ
う
し
た
場
合
で
あ
る
。『
ド
ン
・
カ

ズ
ム
ー
ロ
』
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
死
ん
だ
の
は
、
そ
れ
を
怠
っ
て
処
罰
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
を
す
る
間
も
な
く
命
を
召
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
預
言
書
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
は
、
危
機
的
状
況
は
提
示
し

て
も
、
そ
の
救
済
と
再
生
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ベ
ン
ト
の

息
子
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
死
ん
だ
の
は
、
大
学
時
代
の
友
人
と
ギ
リ
シ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
と
パ

レ
ス
チ
ナ
に
考
古
学
の
学
術
調
査
に
で
か
け
、
行
き
先
で
熱
病
に
罹
っ
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
に
埋
葬
さ

れ
た
の
も
暗
示
的
で
あ
れ
ば
、
死
因
の
熱
病
も
ま
た
暗
示
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
れ
が
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
神
の
裁
き
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
四
つ
の
災
い（
飢
饉
、

野
の
獣
、
剣
、
疫
病
）
の
ひ
と
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
ベ
ン
ト
の
息

子
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
、
剣
に
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
息
子
エ
ゼ
キ
エ
ル
が

調
査
に
で
か
け
た
先
が
、
皇
帝
ペ
ド
ロ
二
世
が
考
古
学
に
魅
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た

訪
問
先
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
極
め
て
暗
示
的
で
あ
る
。

　
『
ド
ン・カ
ズ
ム
ー
ロ
』
は
一
見
姦
通
小
説
風
に
仕
立
て
て
は
あ
る
が
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
」

と
い
う
名
前
に
注
目
し
、『
旧
約
聖
書
』
の
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
読

む
な
ら
ば
、
一
九
世
紀
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
、
何
の
救
い
の
道
も
提
示
さ
れ
な
い
悲
観
的
な

危
機
的
状
況
を
語
っ
た
歴
史
的
社
会
的
寓
話
と
し
て
も
読
め
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

だ
か
ら
預
言
者
の
名
前
は
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、

最
後
に
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
実
は
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
関
係
を
夫
婦
関
係
に

な
ぞ
ら
え
た
の
は
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
が
最
初
で
は
な
く
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
は
そ
の

主
題
を
「
ホ
セ
ア
書
」
か
ら
引
き
継
い
だ
の
で
あ
っ
た
23
。
と
な
れ
ば
、
別
に
「
エ
ゼ

キ
エ
ル
」
で
な
く
「
ホ
セ
ア
」
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
だ

が
、
預
言
者
ホ
セ
ア
は
、
神
の
指
示
に
従
っ
て
、「
淫
行
の
女
」
と
呼
ば
れ
る
ゴ
メ
ル
を

娶
り
、
彼
女
を
受
け
容
れ
た
夫
で
あ
っ
た
。
ホ
セ
ア
の
こ
の
物
語
を
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の

民
が
他
の
神
々
の
許
に
走
っ
て
も
、
彼
ら
を
捨
て
去
れ
な
い
神
の
思
い
を
表
現
す
る
た

め
の
寓
話
だ
と
捉
え
る
人
も
い
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
預
言
者
ホ
セ
ア
の
実
際
の
体
験

記
で
、
彼
は
自
ら
の
苦
悩
の
中
か
ら
、
愛
す
る
者
に
裏
切
ら
れ
た
神
の
苦
し
み
に
気
づ

い
た
と
言
う
人
も
い
る
24
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ホ
セ
ア
が
神
の
言
葉
に
従
い
、
淫
行
の

女
を
あ
り
の
ま
ま
受
け
容
れ
た
こ
と
に
ち
が
い
は
な
く
、
も
し
こ
の
よ
う
な
ホ
セ
ア
を

エ
ゼ
キ
エ
ル
の
代
わ
り
に
使
っ
て
い
た
ら
、預
言
書
と
し
て
の
小
説
は
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」

仕
立
て
の
も
の
ほ
ど
は
危
機
的
で
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
支
配
階
級
は
寛
容
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に
都
市
中
間
層
を
受
け
容
れ
、
理
想
的
な
社
会
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ベ
ン
ト

も
カ
ピ
ト
ゥ
の
不
義
を
赦
し
、
手
記
を
書
く
必
要
す
ら
な
く
な
る
。『
旧
約
聖
書
』
で

用
い
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
意
味
を
含
ま
せ
た「
姦
淫
」
に
読
者
の
思
い
を
馳
せ
ら
せ
よ

う
と
す
れ
ば
、『
旧
約
聖
書
』
の
「
ホ
セ
ア
書
」
か
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
ど
ち
ら
で
も

い
い
が
、
一
九
世
紀
の
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
の
悲
観
的
な
歴
史
的
状
況
と
、
支
配
階
級
と
都

市
中
間
層
の
決
裂
と
、
そ
の
結
果
で
あ
る
悲
劇
的
状
況
を
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
倣
う

の
は
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
」
で
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ベ
ン
ト
の
親
友
と
息
子
の
名
前
に
「
エ

ゼ
キ
エ
ル
」
が
選
ば
れ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
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エ
ゼ
キ
エ
ル
」、
旧
約
聖
書
の
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
言
及
す
る
と
き

は 

「
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
」
と
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。

６    『
聖
書
』（
フ
ェ
デ
リ
コ・バル
バ
ロ
訳
、
東
京
、
講
談
社
、一
九
八
六
年
）、一
四
八
二
頁
。

７   〈
旧
約
聖
書
Ⅸ
〉
エ
ゼ
キ
エ
ル
書（
月
本
照
男
訳
、
東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）、

五
〇
頁
。
こ
れ
以
降
も
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
に
つ
い
て
本
書
か
ら
引
用
す
る
。

８　

Idem
. 

補
注　

用
語
解
説　
一
頁
。

９  

『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ー
ロ
』
の
中
で
ベ
ン
ト
は
接
吻
の
仕
方
を
雅
歌
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い

る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
箇
所
で
は
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
句
の
直
前
の
部
分
が
引
用
し

て
あ
る
。

10    「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」（
岩
波
書
店
）、
五
二
頁
注
13
お
よ
び
五
四
頁
注
５
。

11　

江
口
武
憲『
信
徒
の
た
め
の
聖
書
講
解̶

旧
約　

第
16
巻　
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
』（
東
京
、

聖
文
舎
、
一
九
七
一
年
）、
三
頁
。

12　

Idem
., p. 75.

13　

Idem
., p. 75.

14　
こ
の
章
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、シ
ッ
コ・ア
レ
ン
カ
ー
ル
他
著『
ブ
ラ
ジ
ル
の
歴
史
』

（
東
京
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
・
中
牧
弘
允
編
『
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ　

宗
教
と
社
会
』（
東
京
、
新
評
論
、
一
九
九
四
年
）、Vainfas, Ronaldo(D

ir.). 

D
icionário do Brasil Im

perial (1822-1899). Rio de Janeiro: O
bjetiva, 2002.

を
参
照
し
た
。 

15　

イ
ギ
リ
ス
商
船
の
略
奪
や
乱
暴
を
働
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
将
校
の
逮
捕
に
イ
ギ
リ
ス
大

使
が
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
た
事
件
。
そ
れ
が
ひ
き
が
ね
と
な
っ
て
三
年
間
は
国
交
を
断
絶

し
て
は
み
た
も
の
の
、
三
年
後
に
は
ペ
ド
ロ
二
世
が
譲
歩
を
行
な
い
、
損
害
賠
償
を
決

定
し
て
い
る

16　
ロ
ー
シ
ャ
イ
タ
、
ヴ
ェ
ン
デ
リ
ー
ノ
「
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会̶

̶

国
民

と
共
に
歩
む
教
会
と
そ
の
諸
形
態
」、
四
六
頁
。 in G

.  

ア
ン
ド
ラ
ー
デ
・
中
牧
弘
允
編

『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ　

宗
教
と
社
会
』（
東
京
、
新
評
論
、
一
九
九
四
年
）。

17　

藤
田
富
雄
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
』（
東
京
、
大
明
堂
、一
九
八
二
年
）、二
〇
四
頁
。
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18　
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」（
岩
波
書
店
）
二
三
章
。
三
七̶

三
九
節
の
イ
ス
ラ
エ
ル
を
示
す
人

称
代
名
詞「
彼
女
」
を「
彼
ら
」
に
変
え
て
引
用
。

19   「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」（
聖
文
舎
）、
七
三
頁
。

20　

江
口
武
憲
、
七
一
頁
。

21　

月
本
昭
男
訳
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」、
二
〇
六
頁
。

22　

江
口
武
憲
、
一
五
一
頁
。

23　

雨
宮
慧『
旧
約
聖
書
の
預
言
者
た
ち
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）、
九
〇
頁
。

24　

Idem
., p. 75, 90-91.
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神
秘
哲
学
の
越
境
性
へ
の
視
座　

̶
̶

現
代
イ
ラ
ン
に
お
け
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
理
解
を
め
ぐ
っ
て　

藤
井
守
男

は
じ
め
に
：
問
題
の
所
在

　
一
九
七
九
年
二
月
に
成
立
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
は
、
12
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派

の
教
義
を
主
軸
と
す
る
、
強
硬
に
し
て
頑
迷
な
復
古
主
義
的
色
彩
の
濃
厚
な
文
化
政

策
を
掲
げ
て
登
場
し
た
。
十
年
に
及
ぶ
イ
ラ
ク
と
の
不
毛
な
戦
争
が
続
い
た
一
九
八
〇

年
代
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
の
統
治
」
理
論
を
国
是
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国

下
の
イ
ラ
ン
国
内
で
は
、
シ
ー
ア
派
教
義
を
土
台
と
す
る
政
体
に
お
け
る
「
西
洋
」

（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
）
受
容
の
是
非
を
巡
っ
て
激
烈
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
１
。
中
で

も
、
ア
ブ
ド
ル
・
キ
ャ
リ
ー
ム
・
ソ
ル
ー
シ
ュʻAbd al-Karīm

 Sorūsh

（1945- 

）
は
、

革
命
政
権
成
立
当
初
、
革
命
指
導
者
ホ
メ
イ
ニ
ー
師
の
推
挙
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和

国
の
文
化
政
策
の
要
で
あ
っ
た「
文
化
革
命
評
議
会
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
学

者
で
あ
っ
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
の
近
代
的
解
釈
を
主
張
し
た
著
書
『
イ
ス
ラ
ー

ム
法
の
理
論
的
抑
制
と
拡
散Qabẓ va Bast-e Teʼorīk-e Sharīʻat

』（1991
）
で
体

制
派
ウ
ラ
マ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
、
神
学
等
の
学
者
集
団
）
の
激
し
い
批
判
を
受

け
、
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
の
批
判
勢
力
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ソ
ル
ー
シ
ュ

を
始
め
と
す
る
改
革
派
言
論
人
の
拠
り
所
で
あ
っ
た『
文
化
版
ケ
イ
ハ
ー
ンKeyhān-e 

farhangī

』
が
体
制
側
の
圧
力
で
保
守
化
す
る
中
、
よ
り
自
由
な
議
論
の
場
へ
の
希
求

を
受
け
て
、
一
九
九
一
年
文
化
オ
ピ
ニ
オ
ン
誌
『
キ
ヤ
ー
ンKiyān

』
誌
が
創
刊
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
理
論
の
可
能
性
と
限
界
、
宗
教
性
と
合
理
主
義
、
宗

教
的
政
府
概
念
の
検
証
、
さ
ら
に
、
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
、
宗
教
と
暴
力
、
な
ど
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
た
宗
教
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
問
題
に
関
す
る
良
質
な
議
論
が
展

開
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
、
つ
い
に
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
の
統

治
」
理
論
自
体
の
矛
盾
を
論
理
的
に
指
摘
す
る
著
書
も
執
筆
さ
れ
、「
イ
ラ
ン
革
命
」

の
土
台
が
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
２
。

　
こ
う
し
た
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
イ
ラ
ン
革
命
」
の
成
立
と
前
後
し
て
、
政
権

批
判
言
説
と
平
行
す
る
か
の
よ
う
に
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
研
究
の
分
野
に
現
れ
た
一つ
の

傾
向
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
に
廃
刊
と
さ
れ
る
『
キ
ヤ
ー
ン
』
誌
の
傾
向
を
引
き
継

ぎ
つ
つ
、
よ
り
、
文
学
畑
に
重
点
を
お
い
て
一
九
九
八
年
創
刊
さ
れ
た
『
ボ
ハ
ー
ラ
ー

Bokhārā

』誌
の
第
１
号
と
２
号
に
掲
載
さ
れ
た
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
・キ
ャ
ド
キ
ャ
ニ
ー（
テ

ヘ
ラ
ン
大
学
教
授
。
以
下
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
と
呼
ぶ
）
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
イ
ラ
ン
の

文
化
史
に
一
大
特
色
を
与
え
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
」Taṣaw

w
uf(

イ
ラ
ン
原
音

Taṣavvof)

に
係
わ
る
重
要
な
問
題
を
提
起
し
た
。

　
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
は
、「
音
の
類
似
性（
類
音
作
用
）
の
魔
力Jādū-ye M

ojāverat

」

と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
、
言
葉
の
偶
然
の
音
声
上
の
符
合
が
社
会
的
な
機
能
を
も
担
っ

て
し
ま
う
、
と
い
う
イ
ラ
ン
文
化
の
難
題
に
つ
い
て
示
唆
的
な
言
葉
を
発
し
て
い
る
３
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
見
ら
れ
る
、
西
暦
十
四
世
紀
以
降
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
圧
倒

的
な
影
響
力
を
持
つ
イ
ブ
ン・
ア
ラ
ビ
ーIbn al-ʻArabī

（1240

没
）
を
創
始
と
す
る

「
存
在
一
性
論w

aḥdat al-w
ujūd

」
に
関
す
る
議
論
の
方
向
性
は
、
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
に
あ
っ
て
、
旧
守
派
が
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
を「
異
端
」
視
し
、
迫
害
し
た
視
点
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と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
な
ら
で
は
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
理
解

を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
存
在
哲
学
が
形

成
さ
れ
る
以
前
、
西
暦
十
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
地
方（
現
在

の
イ
ラ
ン
東
北
部
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
一
部
）
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
神
秘
主
義―

こ
れ
を
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
と
呼
ぶ―

を
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
神
秘
哲
学

的
傾
向
か
ら
峻
別
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
読
み
取
れ
る
。

　

哲
学
史
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
位
置
に
関
す
る
言
葉
を
模
し
て
、
十
四
世
紀
以
降

の
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
は
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
注
釈
に
過
ぎ
な
い
４
、
と
い
う
表
現
が

使
わ
れ
る
通
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の「
権
威
」
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー

ム
思
想
の
グ
ロ
ー
バル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
圧
倒
的
影
響
力
を
行
使
す
る
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
を
め
ぐ
っ
て
、
現
代
イ
ラ
ン
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
如

何
な
る
創
造
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
い
る
の
か
、
を
探
る

こ
と
は
、「
革
命
」
後
の
イ
ラ
ン
の
文
化
状
況
の
実
像
を
闡
明
す
る
上
で
有
効
な
手
が

か
り
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
そ
の
一
派
の
神
秘
哲
学
の
大
部
分
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の「
音
の

類
似
性
」
の
魔
力（
類
音
性
の
魔
法
的
作
用
）
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
５
。

　
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
対
す
る
、
こ
の
種
の
挑
発
的
な
言
説
の
意
味
合
い
と
そ
の
学

問
的
背
景
や
妥
当
性
の
検
討
を
通
じ
て
、
現
代
イ
ラ
ン
の
知
的
想
像
力
の
発
現
の
場

に
参
内
し
よ
う
と
い
う
の
が
小
論
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

１　

支
配
原
理
と
し
て
の
「
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
」

　

形
成
過
程
期
に
あ
っ
て
、
当
初
、
激
し
い
攻
撃
を
受
け
た「
存
在
一
性
論
」
は
、
徐
々

に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
主
流
思
想
の
位
置
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
思
想
的「
権
威
」

と
し
て
の 

「
存
在
一
性
論
」
思
想
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
神
秘
主
義
理
論
の
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
席
巻
し
て
い
る
状
況
が
以
下
で

的
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
十
七
世
紀
頃
に
は
、
論
争
は
（
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
）
擁
護
者
の
圧
倒
的
な

勝
利
に
終
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
九
世
紀
に
西
欧
思
想
が
導
入

さ
れ
近
代
化
が
始
ま
る
ま
で
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
支
配
し
て
い
た
思
想
は
、
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
彼
の
使
っ
た
特
殊

な
術
語
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
い
き
わ
た
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
知
識
人
の
共
通
語
彙
に

ま
で
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ル
ー
ミ
ー
自
身
は
詩
の
中
で
そ
の
よ
う
な
術
語
を
使
っ

て
い
な
い
が
、
後
代
の
注
釈
者
た
ち
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
用
語
を
使
い
、
そ

の
形
而
上
学
に
基
づ
い
て
ル
ー
ミ
ー
の
詩
を
説
明
し
て
い
る
。」
６

　

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
共
通
語
で
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
言
語
的
特
長
を
土
台
と
す
る

と
い
う
意
味
で
も
、
そ
の
思
想
的
独
創
性
と
い
う
点
か
ら
も
、
普
遍
性
と
越
境
性
を

備
え
た
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
神
秘
哲
学
と
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
の
ペ
ル
シ
ア
神
秘
文
学

と
の
微
妙
な
相
互
関
係
を
具
体
的
に
議
論
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
に
特
有
な
考
え
方
と
典
型
的
な
術
語
に
つ
い
て
極
簡
単
に
触

れ
て
お
く
。

　

元
来
、「
一
者
」
と
し
て
の
存
在
、
あ
る
い
は
、「
存
在
一
性w

aḥdat al-w
ujūd

」
と

い
う
特
殊
な
意
味
で
の｢

一｣ w
aḥdah

と
い
う
概
念
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
以
前

に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
７
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
根
本
原



56

理
で
あ
る
神
の「
唯
一
性Taw

ḥīd

」
に
関
す
る
哲
学
的
位
置
付
け
は
、「
論
理
的
で
あ

る
と
同
時
に
幻
想
的
、
壮
麗
雄
渾
な
組
織
を
も
ち
な
が
ら
而
も
雑
然
と
し
て
無
秩
序

な
世
に
も
奇
異
な
神
秘
形
而
上
学
」

8
と
し
て
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
天
才
の
中
に
芽

生
え
、
一一
六
五
年
に
ス
ペ
イ
ン
に
生
ま
れ
た
彼
が
東
方
世
界
に
向
か
う
一
二
〇
〇
年
以

降
、
ア
ナ
ト
リ
ア
や
シ
リ
ア
で
彼
の
弟
子
と
な
っ
た
俊
英
た
ち
、
と
り
わ
け
、
サ
ド
ル
ッ

デ
ィ
ー
ン
・
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー（1274

没
）
等
の
営
為
に
よ
っ
て
徐
々
に「
存
在
一
性
論
」

と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
。
主
著
で
あ
る『
メ
ッ
カ
啓
示al-Futūḥāt  al-M

akkīyah

』や『
叡

智
の
台
座Fuṣūṣ al-Ḥikam
』
に
は
、　「w

aḥdat al-w
ujūd

」
と
い
う
用
語
自
体
は
現

れ
な
い
、
と
い
う
言
葉
は
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
９
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

の
神
秘
哲
学
は
晦
渋
さ
を
も
っ
て
知
ら
れ
、「
存
在
一
性
論
」
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た

敵
対
者
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ（1326

没
）
の
明
晰
な
批
判
論
理
の
中
に
、
む
し
ろ
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
説
く「
存
在
一
性
論
」
の
基
本
構
造
の
理
解
の
鍵
を
見
出
す
可

能
性
を
指
摘
す
る
向
き
も
あ
る

10
。 「
創
造
性
豊
か
な
こ
の
時
期
の
発
端
を
画
す
る
哲

学
者
イ
ブ
ヌ
・
ル
・
ア
ラ
ビ
ー
の
、
存
在
一
性
論
と
し
て
世
に
有
名
な
形
而
上
学
」

11

の
登
場
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
が
、
初
期
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
一
辺
倒
の
状
態
を

脱
し
て
、
独
自
の
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
哲
学
思
想
の
創
出
期

に
入
る
、
と
い
う
評
価
か
ら
も
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
、
彼
の
死
後
形
成
さ
れ
る

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
学
派
の
神
秘
哲
学
の
重
要
性
が
読
み
取
れ
る
。

　
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
よ
る
と
、
創
造
主
と
被
造
物
と
い
う
二
つ
の「
存
在
」
は
あ

り
え
ず
、
飽
く
ま
で
、
存
在
は
一つ　
（｢

一
者｣

）
で
あ
る
。
こ
の｢

一
者｣

で
あ
る「
存

在
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
被
造
物
（
事
物
の
多
数
性
が
支
配
す
る
感

覚
界
）
で
あ
り
、
他
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
唯
一
な
る「
創
造
主
」
と
な
る
。
存
在
は

唯
一
な
る
真
理
で
あ
り
、「
現
成
性
」
や
「
多
数
性
」
を
持
た
ぬ
。
真
な
る
存
在
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
、
永
遠
な
る
神
の
本
性
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
真
な
る
存
在
を
欠
い
た
現

実
世
界（
感
覚
界
）
は
、
非
実
体
的
な
妄
想
と
残
影
と
幻
想
で
し
か
あ
り
な
い
。
真

な
る
存
在
は
、
唯
一
な
る
神
の
み
に
属
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
唯
一
な
る
真
理

（ 「
神
」と
い
う
存
在
エ
ネ
ル
ギ
ー
）、す
な
わ
ち
、宇
宙
的
存
在
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
展
開（ 「
永

遠
な
る
顕
現tajallī azalī

」）
は
、
一
挙
に
、
同
時
に
す
べ
て
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
、
一
回
性
の
、
無
時
間
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、「
一
」
か
ら
「
一
」

が
段
階
的
に「
流
出
」
す
る
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ン
派
的
哲
学
の
流
出
論
と
は
異
な
る
、

と
さ
れ
る

12
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
存
在
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
顕
現（
存
在
の
自
己
分
節
化
）
の

過
程
を
、「
神
的
溢
水fayḍ ilāhī

」
と
呼
び
、
こ
の
過
程
は
、「
至
聖
な
る
溢
水fayḍ  

aqdas

」
と「
聖
な
る
溢
水fayḍ m

uqaddas

」
と
い
う
二
段
階
の「
顕
現
」
と
し
て
説

か
れ
る

13
。
こ
の「
溢
水
」
は
、
神
の
本
性
が
、（
顕
現
以
前
の
）
可
能
的
存
在
の
諸
形

態ṣuw
ar

の
姿
で
顕
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
こ
の

可
能
的
諸
形
態
は
、
客
観
的
な「
存
在
」
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
客
観
的

に「
存
在
し
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
神
の
自
己
知
と
い
う
観
念
の
中
の
み
で
の
可
能
存

在
物
で
し
か
な
い
と
す
る
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
こ
の
絶
対
無
分
節
な
る
真
実
在
の
中
に
内
在
す
る
原
理

に
従
っ
て
可
能
的
に
自
己
分
節
し
た
諸
形
態
の
こ
と
を
、｢

可
能
的
無ʻadam

の
状

態
に
あ
る
、
永
遠
の
存
在
原
型aʻyān thābitah｣

14
と
呼
び
、
こ
の
「
永
遠
の
存
在

原
型
」、
す
な
わ
ち
、（
存
在
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
）
未
分
化
状
態
の「
本
質
」
は
、「
存

在
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
様
々
な
姿
で 

「
現
象
す
る
」
際
の
基
本
的
方
向
と
形
態
を
決
定
す

る
。「
一
者
」
は
、
自
己
に
内
在
す
る
原
理
に
従
っ
て
、
次
第
に
自
己
を
分
節
し
、
つ

い
に
、「
多
数
性
」
の
世
界
に
、「
多
数
者
」
の
姿
で
顕
現
す
る
。
こ
の
過
程
は
、「
事
物

を
表
出
し
、
そ
の
事
物
そ
れ
自
体
で
お
ら
れ
た
方
に
称
え
あ
れ
」

15
と
い
う
表
現
に
典

型
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
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「
永
遠
の
存
在
原
型
」
は
、
ち
ょ
う
ど
人
間
の
知
の
中
で「
意
味
」
が
必
要
に
応
じ
て

表
出
し
、
現
存
す
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ
が
客
観
的「
存
在
」
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
意
味
で「
無ʻadam

,m
aʻdūm

」
で
あ
る
と
い
え
る

16
。

　

 「
存
在
の
自
己
分
節
」
は
、前
述
の
通
り
、一
挙
に
、時
間
性
の
枠
外
で
成
立
す
る
が
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
で
は
、「
存
在
の
五
つ
の
地
平haḍarāt kham

s

」

と
い
う
自
己
分
節
の
プ
ロ
セ
ス
が
想
定
さ
れ
て
い
る

17
。「
分
節
以
前（
絶
対
無
）」
の

状
態
は
、
第
一
段
階
の｢

絶
対
的
一
性aḥadīyah｣

を
通
っ
て
神
と
し
て「
統
合
的
一
性 

w
āḥidīyah

」
に
転
じ
る
際
に
、
神
の
内
部
分
節
と
し
て
、
神
名
と
神
の
属
性
と
の
世

界
、
す
な
わ
ち
、「
神
名
の
世
界
」
が
顕
現
す
る
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
神
名
と

し
て
把
握
さ
れ
る
神
的
本
質
を
、「
ム
ハ
ン
マ
ド
的
真
性ḥaqīqah m

uḥam
m

adīyah

」

と
呼
ん
だ
。

　
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
哲
学
体
系
を
象
徴
す
る
用
語
の
一つ
が
、
現
象
界
と
神
的
本

体
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
神
名asm

āʼ

」
と「
名
づ
け
ら
れ
る
も
の m

usam
m

āʼ 

」
と
の
関

係
の
中
で
表
現
す
る
言
説
で
あ
り
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
以
降
の
神
秘
主
義
者
の
著

作
で
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
る

18
。　

　

存
在
の
自
己
分
節
の
過
程
で
、「
神
名
」
が
第
一
段
階
の
顕
現
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

イ
ブ
ン・ア
ラ
ビ
ー
の 

「
存
在
一
性
論
」
に
特
徴
を
与
え
る 

「
完
全
人
間Insān kām

il

」

は
、
神
の
代
理
人
と
し
て
の
人
間
、
あ
る
い
は
、
神
の
自
己
顕
現
と
し
て
の
神
名
を

さ
す
も
の
と
さ
れ
る
。
イ
ブ
ン・ア
ラ
ビ
ー
は
、　

彼
以
前
の
神
秘
思
想
に
お
け
る
、「神
」

と「
人
間
」
の
人
格
的
融
合
の
不
備
（（ 「
神
の
唯
一
性taw

ḥīd

」
に
関
す
る
二
元
論
的

解
釈
）
を
絶
対
的
真
理
で
あ
る
「
一
者
」
の
哲
学
的
本
体
の
一
元
的
展
開
と
す
る
こ
と

で
克
服
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う

19
。

　
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
は
、
以
上
の
よ
う
な
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
神
秘
哲
学
の
基
本

構
造
を
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
語
彙
派
生
機
能
と
い
う
言
語
的
特
徴
を
基
盤
と
し
、「
存
在

一
性
論
」
独
自
の
概
念
を
持
た
せ
た
術
語
（
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
系
用
語eṣṭelāḥāt

）

の
展
開
を
軸
と
す
る
構
造
体
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

20
。
こ
う
し
た「
体

系
」
に
対
し
て
、
歴
史
的
に
ペル
シ
ア
語
文
化
圏
の
文
化
的
基
盤
の
核
を
形
成
し
て
き

た
「
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
」
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

支
配
原
理
と
化
し
た
「
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
」
の
圧
倒
的
影
響
力
を
相
対
化
す
る
視

座
が
、
果
た
し
て
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
の
神
秘
文
学
の
中
に
如
何
に
見
出
せ
る
の
か
。

次
に
、シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
の
研
究
の
具
体
的
な
検
討
を
通
じ
て
、こ
の
点
に
触
れ
て
見
る
。

２　

神
秘
哲
学
の
越
境
性
の
相
対
化
に
向
け
て

　

元
来
、「
神
人
合
一
」
の
陶
酔
の
境
地
を
大
胆
に
言
説
化
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
バ
ー

ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー（874

没
）
に
発
祥
す
る
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義

は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
登
場
す
る
以
前
、
西
暦
一
二
〇
〇
年
代
半
ば
ま
で
ペ
ル
シ

ア
語
文
化
圏
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
。
特
に
、
西
暦
一一
〇
〇
年
代
初
頭
か
ら

は
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
は
ペ
ル
シ
ア
語
の
詩
や
散
文
の
分
野
で
重
要
な
著
作
を

生
み
出
す
。
サ
ナ
ー
イ
ー（1134/5

没
）
の
作
品
を
本
格
的
な
神
秘
主
義
詩
の
嚆
矢

と
し
、十
三
世
紀
初
頭
、モ
ン
ゴ
ル
族
の
侵
入
の
際
に
殺
害
さ
れ
た
と
さ
れ
る
フ
ァ
リ
ー

ド
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ッ
タ
ー
ル（1229/30

没
）
の
詩
的
営
為
を
通
じ
て
飛
躍
的
に
発

展
し
た
神
秘
主
義
詩
は
、
モ
ン
ゴ
ル
侵
入
を
避
け
る
か
の
よ
う
に
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
か
ら

十
年
の
歳
月
の
旅
を
経
て
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
コ
ン
ヤ
に
定
住
し
た
ジ
ャ
ラ
ー
ロ
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
ル
ー
ミ
ーJalāl al-D

īn Rūm
ī

（
一
二
〇
七
年
バ
ル
フ
で
生
ま
れ
、
一
二
七
三
年
コ

ン
ヤ
で
没
す
。
イ
ラ
ン
で
は
モ
ウ
ラ
ー
ナ
ーM

oulānā

、
モ
ウ
ラ
ヴ
ィ
ーM

oulavī

と
呼



58

ぶ
）
に
お
い
て
そ
の
頂
点
に
達
す
る
。
魁
偉
な
放
浪
僧
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
と
の

出
会
い
の
後
、
こ
の
人
物
へ
の
熱
情
が
、
そ
の
ま
ま
詩
に
昇
華
し
た
と
さ
れ
る
抒
情
詩

集
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集Dīvān-e (Kabīr-e) Sham

s

』
と
、
高
名
な
説
教
師

の
父
バハ
ー
・
ワ
ラ
ド
の
後
継
説
教
者
と
し
て
成
熟
の
境
地
で
作
詩
し
た『
精
神
的
マ

ス
ナ
ヴ
ィ
ーM

athnavī-ye m
aʻnavī 

』（
約
二
万
七
千
句
）
は
、
文
字
通
り
、
ホ
ラ
サ
ー

ン
神
秘
主
義
の
最
高
度
の
文
学
的
達
成
と
さ
れ
る
。
一
二
二
三
年
か
ら
一
二
四
〇
年
に

歿
す
る
で
ま
の
期
間
を
ダ
マ
ス
カ
ス
に
居
を
定
め
た
イ
ブ
ン・ア
ラ
ビ
ー
と
、
若
き
ル
ー

ミ
ー
が
、
こ
の
シ
ャ
ム
ス
な
る
人
物
と
共
に
出
合
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

21
。
二

つ
の
相
異
な
る「
神
秘
主
義
」
の
体
現
者
の
邂
逅
は
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
史
上
に
象
徴
的

な
意
味
合
い
を
持
っ
た
と
い
え
る
。

　
「
イ
ラ
ン
革
命
」
直
後
、イ
ラ
ン
暦
一
三
五
八
年
ホ
ル
ダ
ー
ド
月
（
一
九
七
九
年
六
月
）

に
脱
稿
さ
れ
た
『
モ
フ
タ
ー
ル
の
書M

okhtār-nām
e 

』
校
訂
・
研
究
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル

研
究
の
新
境
地
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
の
議
論
の
土
台

の
重
要
な
一
部
を
形
成
し
て
い
る
の
が
、
他
で
も
な
い
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
と
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
神
秘
哲
学
と
の
学
問
的
識
別
の
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
っ

た
。
後
に
『
ボ
ハ
ー
ラ
ー
』
誌
で
、
よ
り
鮮
明
な
形
で
登
場
す
る
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー

の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
観
は
、
本
格
的
な
学
術
研
究
の
成
果
で
あ
る
本
書
に
も
反
映

し
て
い
る
。

　

神
秘
主
義
詩
人
と
言
わ
れ
る
詩
人
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
、
数
多
く
の
偽
書
の
存

在
が
知
ら
れ
る
ア
ッ
タ
ー
ル
の
作
品
に
関
し
て
、
偽
作
と
真
作
を
識
別
す
る
重
要
な

基
準
の
一つ
と
し
て
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
が
注
目
し
た
の
が
、
一
二
四
〇
年
に
歿
し
た
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の「
存
在
一
性
論
」
の
影
響
の
有
無
で
あ
っ
た
。
前
述
の
通
り
、「
存
在
一

性
論
」
は
、
存
在
論
を
展
開
す
る
上
で
用
語
に
独
自
の
意
味
を
付
与
し
て
機
能
さ
せ

る
。
従
来
、ア
ッ
タ
ー
ル
の
真
作
と
し
て
ア
ッ
タ
ー
ル
研
究
の
典
拠
と
さ
れ
て
き
た
『
ホ

ス
ロ
ー
の
書Khosrow-nām

e

』
の
偽
作
の
認
定
の
決
め
手
が
、
本
文
テ
ク
ス
の
内
容

全
体
が「
神
秘
主
義
」
と
何
ら
係
わ
り
が
な
い
と
い
う
点
に
加
え
て
、
唯
一
、
神
秘
主

義
的
傾
向
を
示
す
序
文
の
部
分
に
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
に
特
有

の
概
念
を
持
た
せ
た
術
語
が
使
わ
れ
て
い
る 

と
い
う
点
に
あ
っ
た

22
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
で
は
、
前
述
の
通
り
、
現
象
界
と
神
的
本
体
の
関
係
が「
神

名
」
を
め
ぐ
る「
名ism

」、 「
名
づ
け
ら
れ
る
も
のm

usam
m

āʼ

」
と
い
う
用
語
で
表

さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
用
法
が
、『
ホ
ス
ロ
ー
の
書
』
の
序
文
に
は
、
そ
の
ま
ま
登
場

す
る
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
以
前
に
は
、
哲
学
的
な
意
味
合
い
を
持
た
さ
れ
た
「
一

者w
aḥdah

」
と
い
う
言
説
は
な
く
、
こ
の
脈
絡
で
機
能
す
る
、「ism

(asm
āʼ)

」
と 

「m
usam

m
āʼ

」と
い
う
用
法
も
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、『
ホ
ス
ロ
ー
の
書
』

と
い
う
著
作
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
影
響
が
ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏
に
浸
透
し
て
以

降
の
著
作
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た

23
。

　

こ
の
ア
ッ
タ
ー
ル
研
究
書
を
執
筆
す
る
以
前
か
ら
、
鋭
敏
な
研
究
者
の
嗅
覚
は
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
神
秘
哲
学
に
特
有
の
性
質
と
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
と

の
混
交
、
あ
る
い
は
、
研
究
史
上
の
矛
盾
を
嗅
ぎ
分
け
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
『
モ

フ
タ
ー
ル
の
書
』
に
見
ら
れ
る
程
に
は
、
明
確
な
形
は
と
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
九
七
三
年
に
出
版
さ
れ
、
現
在
で
も
、
最
良
の
ル
ー
ミ
ー

抒
情
詩
の
校
訂
本
と
思
わ
れ
る
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
抒
情
詩
選Gozīde-ye 

Ghazliyāt-e Sham
s

』
で
は
、ル
ー
ミ
ー
の
シ
ャ
ム
ス
へ
の
傾
倒
は
、実
際
に
は
、彼
の「
完

全
人
間
」へ
の
愛
そ
の
も
の
で
あ
り
、 「
完
全
人
間
」
は
、神
秘
主
義
者（
聖
者
）
や
「
ム

ハ
ン
マ
ド
的
真
性
」
と
い
う
形
で
、
時
代
ご
と
に
異
な
っ
た
表
出
の
姿
を
と
る
、 

と
あ

る
。 「
完
全
人
間
」
こ
そ
、
前
述
の
通
り
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
よ
っ
て
真
の
意
味

で
理
論
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
今
、
問
題
と
し
て
い
る
、「
イ
ラ
ン
革

命
」
前
後
に
現
れ
る
研
究
に
看
守
で
き
る
、
意
識
的
と
も
思
え
る「
反
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
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ビ
ー
言
説
」
の
厳
し
さ
は
見
ら
れ
な
い
。『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
抒
情
詩
選
』
の

末
部
に
付
さ
れ
た
、「
モ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
（
ル
ー
ミ
ー
）
作
と
さ
れ
る
抒
情
詩
」
の
冒
頭

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
詩
に
関
し
て
も
、
明
ら
か
に「
存
在
一
性
論
」
的
傾
向（
特
に
、「
ム

ハ
ン
マ
ド
的
真
性
」
的
な
考
え
方
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
）
を
示
す
詩
と
し
て
、

ル
ー
ミ
ー
の
作
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
実
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
反
し
て
、
イ
ラ
ン
暦
一
三
五
七
年
（
西
暦
一
九
七
八
年
）
十
月
か
ら

十
一
月
に
か
け
て
脱
稿
さ
れ
た
著
作 （N

icholson,R.A., The Idea of Personality in Sufism
 

(1923)

の
ペル
シ
ア
語
訳
と
詳
細
な
注
釈
か
ら
成
る
研
究
書
）
で
は
、
同
じ
詩
に
関
し

て
、
こ
の
抒
情
詩
の
作
者
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
や
、「
完
全
人
間
論
」
で
知
ら
れ

る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
ジ
ー
リ
ーʻAbd al-karīm

 Jīlī (1428

没)

の
思
想
の
影

響
を
強
く
受
け
た
人
物
で
あ
り
、
一
方
で
、
ル
ー
ミ
ー
は
、
こ
の
種
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
的
思
考
体
系
と
全
く
関
係
を
持
た
ぬ
、
と
断
言
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、

ル
ー
ミ
ー
研
究
の
問
題
点
と
し
て
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
を
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
特
有

の
術
語
を
用
い
て
解
釈
す
る
傾
向
を
挙
げ
、
フ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
の
研
究
を
も
こ
の

点
か
ら
批
判
し
て
い
る

24
。
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
が
、ル
ー
ミ
ー
研
究
の
最
高
権
威
で
あ
っ

た
フ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
敢
え
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ

ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
で
さ
え
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
詩
句
の
解
釈
に
お
い
て
は
、イ
ブ
ン・

ア
ラ
ビ
ー
的
解
釈
の
援
用
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
対
応
が
見
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ

る（
後
述
）。
そ
れ
程
に
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
考
様
式
の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。『
モ
フ
タ
ー
ル
の
書
』
に
お
い
て
ア
ッ
タ
ー
ル
研
究
へ
の
本
格
的
第
一
歩

が
踏
み
出
さ
れ
る
前
に
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
が
、
モ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
（
ル
ー
ミ
ー
）
の
解

釈
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
的
思
想
と
は
全
く
異
な
る
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派「
神
秘
主
義
」

の
枠
内
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
を
自
覚
的
に
記
述
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

神
秘
主
義
は
元
来
、「
行
為‘Am

al

」
を
土
台
と
す
る
、
つ
ま
り
、
訓
育
的
、
倫
理

的
側
面
を
も
つ
と
い
う
点
で
も
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の「
理
論
的
」
傾
向
と
い
う
も

の
と
は
無
縁
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
も
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
の
議
論
は
、
神
秘
主
義
研

究
の
泰
斗
フ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け
れ
た
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主

義
研
究
を
、
よ
り
厳
密
な
研
究
方
法
に
よ
る
、
精
緻
な
考
察
に
方
向
付
け
た
と
い
え

よ
う
。（『
モ
フ
タ
ー
ル
・
ナ
ー
メ
』
の
研
究
で
は
、
さ
す
が
に
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
、

フ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
の
結
論
も
疑
義
に
付
さ
れ
て
い
る

25
。）　

　
一
九
九
七
年
に
出
版
さ
れ
た
別
の
ア
ッ
タ
ー
ル
研
究
書
の
中
の
言
葉
に
、
シ
ャ
フ
ィ
ー

イ
ー
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
観
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。

「
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
神
秘
哲
学
は
、
特
定
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
換
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
如
何
よ
う
に
も
結
合
す
る
こ
と
で
、
一

種
の「
意
味
め
い
た
も
の
」の
表
現
が
与
え
ら
れ
る
。
大
胆
に
言
え
ば
、語
彙
の
遊
び
、

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
に
、
神
秘
主
義
的
な
も
の
総
体

を
語
彙
の
遊
技
と
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派

（
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
キ
ャ
リ
ー
ム
・
ジ
ー
リ
ー
等
）
が
、「
第
一
限
定

態taʻayyon-e avval 

」、「
第
二
下
降
態tanazzol-e thānī 

」、「
至
聖
溢
水feyẓ-e 

aqdas

」「
聖
な
る
溢
水feyẓ-e m

oqaddas

」
と
い
っ
た
領
域
に
お
い
て
提
示
す
る

も
の
と
、ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
と
の
比
較
類
推
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
イ

ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
言
葉
は
）
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
も
、
変
化
し
て
も
、

そ
れ
な
り
の「
意
味
め
い
た
」
も
の
が
得
ら
れ
る
、
た
と
え
、
そ
れ
が
偶
々
の
組
み

合
わ
せ
で
あ
っ
て
も
。」

26

　
ア
ッ
タ
ー
ル
や
ル
ー
ミ
ー
の
神
秘
主
義
詩
の
最
大
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た　

既
成

の
用
語
の
操
作
に
縛
ら
れ
ぬ
点
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
。
彼
は
、
こ
れ
を
、　「
非
術
語
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性
」berahnegī az eṣṭelāḥāt-e ʻerfānī 

と
呼
ん
で
い
る

27
。
人
間
の
内
的
な
経
験

と
、
情
念
の
自
然
な
躍
動
が
詩
と
し
て
姿
を
現
す
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
こ
そ
、
ホ
ラ

サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
の
一
大
特
徴
が
あ
る
。
神
秘
主
義
に
詩
を
対
応
さ
せ
る
、
あ
る
い

は
、
神
秘
主
義
の
用
語
に
合
わ
せ
て
作
詩
す
る
、
と
い
う
行
為
は
、
神
秘
主
義
の
本

質
と
は
異
質
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
に
よ
れ
ば
、
神
秘
主
義
の
本
質

は
、
宗
教
教
義
に
対
す
る「
芸
術
的
」
対
応
で
あ
る
と
い
う
。「
神
秘
主
義
」
な
る
思

想
を
、
詩
で
表
現
す
る
、
と
い
う
考
え
方
で
は
、
神
秘
主
義
を
正
確
に
は
把
握
で
き

な
い
。
詩
を
含
め
て
、「
芸
術
」
的
姿
で
現
れ
る「
宗
教
」
こ
そ
が
、
神
秘
主
義
で
あ
る
、

と
い
う
。「
神
秘
主
義
」
は
、
用
語
や
術
語
が
予
め
想
定
さ
れ
る
世
界
観
と
は
無
縁
で

あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ル
ー
ミ
ー
を
頂
点
と
す
る
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
か
ら

時
代
を
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
、
こ
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の「
神
秘
主
義
用
語
」
の
繰

り
返
し
を
軸
に
す
る
詩
作
が
増
え
る
と
い
う
。
シ
ー
ア
派
神
秘
主
義
の
始
祖
と
さ
れ

る
、
シ
ャ
ー
・
ネ
エ
マ
ト
ッ
ラ
ー
・
ケ
ル
マ
ー
ニ
ーShāh N

eʻm
atollāh Kerm

ānī

（1431

没
）
の
神
秘
主
義
詩
は
、
こ
の
種
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
用
語
を
軸
と
す
る
典

型
的
な
詩
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
ア
ッ
タ
ー
ル
と
対
極
に
位
置
す
る
と
い
う

28
。

　
サ
ナ
ー
イ
ー
や
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
に
表
わ
れ
る
神
秘
主
義
の
特
徴
は
、
イ
ブ
ン
・
ア

ラ
ビ
ー
派
神
秘
哲
学
の
、
ル
ー
ミ
ー
、
と
り
わ
け
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
へ
の
影
響
関

係
の
議
論
の
中
に
、
よ
り
鮮
明
に
表
わ
れ
る
。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
研
究
で
知
ら
れ
る
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
注

釈
に
あ
た
っ
て
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ア
ン
カ
ラ
ウ
ィ
ーIsm

āʻīl Anqaraw
ī

等
に
よ
る

オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
語
の
注
釈
書
に
依
拠
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
、
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
派
の
用
語
を
用
い
て
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
解
釈
を
試
み
て
い
る

29
。
神
秘

主
義
研
究
の
泰
斗
フ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
は
、
そ
の
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
注
釈
の
中

で
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派 

「
存
在
一
性
論
」
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ

マ
ー
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
ーʻAbd al-Raḥm

ān Jām
ī

（1492

年
没
）
の
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』

解
釈
に
対
す
る
強
い
拒
否
反
応
を
示
し
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
冒
頭
の「
葦
笛
の
調
べ

N
ey-nām

e

」
の
解
釈
に
、「
第
二
限
定
態taʻayyun thānī

」、「
永
遠
の
存
在
原
型aʻyān 

thābitah

」
と
い
っ
た
用
語
を
用
い
る
点
を
、「
モ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
の
表
現
方
法
か
ら
遠
い
」

と
し
て
批
判
し
て
い
る

30
。
少
な
く
と
も
、
注
釈
の
こ
の
箇
所
は
、 

前
述
の
通
り
、シ
ャ

フ
ィ
ー
イ
ー
の
神
秘
主
義
研
究
に
見
ら
れ
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
観
と
通
底
し
て
い
る
。

　
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
の
ル
ー
ミ
ー
ヘ
の
影
響
に
つ
い
て
、
決
定
的

な
結
論
を
出
す
こ
と
は
、「
神
秘
主
義
」
と
い
う
領
域
の
特
質
か
ら
し
て
、
極
め
て
困

難
な
作
業
で
あ
ろ
う
。
ル
ー
ミ
ー
の
詩
的
天
才
を
開
花
さ
せ
た
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー

ズ
の
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
対
す
る
否
定
的
な
言
辞
（『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ

文
集 M

aqālāt-e Sham
s

』ed. M
ovaḥḥed, M

ʻA.,1990, Tehrān, 239-240

、304

）、

あ
る
い
は
、
学
問
史
的
に
定
着
し
て
い
る
ル
ー
ミ
ー
評
伝『
神
秘
主
義
者
の
美
徳

M
anāqib al-ʻārifīn

』
中
で
の
、『
メ
ッ
カ
啓
示
』
に
対
す
る
ル
ー
ミ
ー
の
否
定
的
な
言

葉
31
、
等
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
一
方
で
は
、『
叡
智
の
台
座
』
の
注
釈
を
通
じ
て

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の「
存
在
一
性
論
」
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
ク
ー
ナ

ウ
ィ
ー
が
ル
ー
ミ
ー
と
同
じ
コ
ン
ヤ
に
暮
ら
し
、
当
初
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
に
対
し
批

判
的
で
あ
り
な
が
ら
、
最
終
的
に
ル
ー
ミ
ー
と
和
解
し
た
と
い
う
事
実
も
報
告
さ
れ

て
い
る

32
。
こ
う
し
た
点
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
と
ル
ー
ミ
ー
と
の
影
響
関
係
の

微
妙
さ
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
イ
ブ
ン
・
ア

ラ
ビ
ー
の
存
在
顕
現
哲
学
は
、
ル
ー
ミ
ー
の
神
秘
主
義
と
根
本
的
な
違
い
を
示
す
地

平
に
成
立
し
て
い
る
。

　

欧
米
の
イ
ス
ラ
ム
思
想
研
究
者
の
中
に
は
、
ル
ー
ミ
ー
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
を

敢
え
て
別
の
神
秘
主
義「
体
系
」
と
捉
え
な
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ア
ン
リ
・
コ
ル
バ

ンH
enry Corbin

は
、
ル
ー
ミ
ー
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
間
に
、
外
観
上
見
ら
れ
る
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相
違
は
表
層
レ
ベ
ル
で
の
形
態
的
な
違
い
で
あ
り
、
こ
の
二
人
の
言
説
は
、
同
一
の
神

秘
的
愛
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る

33
。　

　
　
「
革
命
後
」
出
版
さ
れ
た
著
作
の
中
で
、
特
に
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
の
研
究
の
背
景

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
思
考
様
式
が
公
然
と
混
在
さ
せ
ら
れ
て
省
み

ら
れ
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
期
イ
ラ
ン
の
神
秘
主
義
系
文
学
研
究
に
対
す
る
強
い
懐
疑
の
念

で
あ
ろ
う
。
神
秘
家
ア
フ
マ
ド
・
ガ
ザ
ー
リ
ー（1126

没
）
研
究
で
知
ら
れ
る
研
究

者
プ
ー
ル
・
ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ー
の
一
連
の
研
究
も
、
元
来
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
以

前
の
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
系
列
に
属
す
典
型
的
な
こ
の
神
秘
家
の
思
想
を
、
こ

の
神
秘
家
の
死
後
、
百
年
以
上
後
に
生
き
た
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
神
秘
思
想
と
の

関
係
の
中
で
論
じ
て
い
る

34
。

　
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
の
ペ
ル
シ
ア
神
秘
文
学
研
究
は
、
そ
の
学
問
的
厳
密
性
を
追
及
す

る
過
程
で
、
結
果
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
圧
倒
的
な
影
響
力
を
示
す
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
の
越
境
性
を
相
対
化
す
る
視
座
を
提
供
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
敢
え
て
議
論
を
単
純
化（
図
式
化
）
す
れ
ば
、
現
代
イ
ラ
ン

の
神
秘
主
義
研
究
の
成
果
は
、「
イ
ブ
ン・ア
ラ
ビ
ー
」
を
対
抗
軸
と
す
る
、 「
反
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
」
的
視
点
を
支
え
る
文
化
認
識
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
成
果
が
示
唆
す
る
現
代
イ
ラ
ン
の
文
化
状
況
に
係
わ
る
問
題
の
核
心
は
、
ホ
ラ

サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
の
精
髄
を
現
代
に
再
生
さ
せ
る
過
程
に
こ
そ
見
え
て
く
る
。

３　
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
の
再
評
価
と
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

　
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
が
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派「
存
在
一
性
論
」
の
中
に
見
出
し
た
特

徴
は
、２
で
触
れ
た
通
り
、「
イ
ブ
ン・ア
ラ
ビ
ー
」
の
安
易
な
模
倣
に
象
徴
さ
れ
る
、「
イ

ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
」
と
の
影
響
関
係
の
中
で
、
む
し
ろ
、
鮮
明
に
見
出
さ
れ
る
。
不

可
視
な
る
世
界
へ
の
始
原
的
憧
憬
と
共
に
、
人
間
の
情
念
の
大
ら
か
な
解
放
へ
の
希
求

に
支
え
ら
れ
た
経
験
を
土
台
と
す
る
神
秘
主
義
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
登
場
以

降
、
特
殊
な
概
念
操
作
を
、
特
殊
な
術
語
を
使
っ
て
展
開
す
る「
理
論
」
へ
と
変
容
し

た
。
神
秘
主
義
は
、元
来
、言
語
に
よ
っ
て
表
現
で
き
な
い「
境
地
」
を
表
現
す
る
た
め
、

独
自
の
象
徴
表
現
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
飽
く
ま
で
、
神
秘
体
験
と
い
う
一つ
の

心
的
経
験
を
土
台
と
す
る
表
現
の
世
界
か
ら
成
立
し
て
い
た
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の

存
在
論
哲
学
の
強
い
影
響
の
中
に
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
が
見
出
し
た
、
神
秘
文
学
衰
微

の
兆
候
も
、
何
よ
り
も
、
経
験
を
度
外
視
し
た「
言
語
ゲ
ー
ム
」
的
側
面
に
起
因
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
系
の
専
門
用
語
の
安
易
な
操
作
に

胚
胎
す
る
「
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
」
の
亜
流
の
量
産
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

35
。

　
こ
こ
で
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
の
背
後
に
あ
る
、
伝
統
的
言
語
観
の
実
体
に

触
れ
る
。

　
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
は
、
前
記
『
ボ
ハ
ー
ラ
ー
』
誌
に
、「
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
・
パ
ズ
ル
の

詩
学
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し
、
何
の
脈
絡
も
無
い
単
語
同
士
の
偶
然
の
結

合
か
ら
生
ま
れ
る
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
の
非
合
理
性
を
、
皮
肉
交
じ
り
に
批
判
し
、
イ

ラ
ン
の
こ
こ
三
、四
十
年
の
文
学
的
生
産
の
大
半
が
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
と
し

て
い
る

36
。
一
見
す
る
と
、
斬
新
で
、
新
鮮
な
印
象
を
与
え
る
、
こ
の
種
の
語
彙
結
合

は
、
ペ
ル
シ
ア
語
の
個
々
の
単
語
の
既
成
属
群
に
依
拠
し
た
結
合
の
秩
序
を
、
敢
え
て

混
乱
さ
せ
た
結
果
、
偶
々
得
ら
れ
る
表
現
以
外
の
も
の
で
は
な
い

37
。
精
神
的
な
躍

動
と
も
、
存
在
の
奥
底
へ
の
沈
潜
と
も
無
縁
な
言
語
表
現
が
、
価
値
あ
る
も
の
と
し

て
永
ら
え
る
可
能
性
は
少
な
い
。
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
が
、
こ
う
し
た「
語
彙
と
の
戯
れ
」

と
対
極
に
あ
る
言
語
観
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の「
正
統
派
」

と
さ
れ
る
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
が
展
開
し
た「
内
在
言
語
論kalām

 nafsī

」
と
呼
ば

れ
る
考
え
方
で
あ
る
。『
コ
ー
ラ
ン
』
の
言
葉
が
神
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
よ
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う
と
し
た
過
程
で
理
論
化
さ
れ
た
言
語
論
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
ホ
ラ
サ
ー
ン
派

神
秘
主
義
の
始
祖
と
さ
れ
る
バ
ス
タ
ー
ミ
ー（
前
述
）
の
言
語
表
現
に
お
い
て
は
、予
め
、

内
在
言
語
と
い
う
経
験
領
域
が
成
立
し
た
上
で
、経
験
に
内
在
す
る
言
葉（
こ
れ
を「
内

在（
内
部
）
言
語
」
と
い
う
）
が
音
声
や
文
字
言
語（
描
写
）
に
転
換
す
る
と
さ
れ
る

38
。
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派（
及
び
マ
ー
ト
ゥ
リ
ー
デ
ィ
ー
派
）
神
学
と
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神

秘
文
学
の
関
わ
り
を
、
こ
の｢

内
在
言
語
論｣

の
観
点
か
ら
考
察
す
る
た
め
、
典
型

的
な
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
に
属
す
と
さ
れ
る
神
学
者
バ
ー
キ
ッ
ラ
ー
ニ
ーBāqillānī

（1013

没
）
の
著
作
か
ら
、
若
干
、
引
用
し
て
み
る
。

「
・
・
真
の
言
葉
は
と
は
、
内
面
に
存
在
す
る
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
ば
ら
な
い

が
、
そ
の
真
の
言
葉
は
そ
れ
ら
を
指
し
示
す
徴
と
し
て
表
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
時

と
し
て
、
そ
の
徴
は
、
言
葉
に
よ
っ
て―

（
そ
れ
は
、
そ
の
使
用
者
の
秩
序
の
も

と
で
、
合
意
さ
れ
、
か
つ
習
慣
的
に
、
そ
の
使
用
者
ら
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
も
の

に
基
づ
い
た
言
葉
で
あ
る
が
）―

 

言
説
と
な
る
の
で
あ
り
、
至
高
な
る
お
方
は
そ

の
御
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
わ
れ
は
そ
の
民
の
言
葉
を
使
わ
な
い
よ
う
に
使

徒
を
遣
わ
し
た
こ
と
は
な
い
。（
そ
れ
は
そ
の
使
命
を
）
か
れ
ら
に
明
瞭
に
説
く
た

め
で
あ
る
。」（『
コ
ー
ラ
ン
』14

：4

）
至
高
な
る
お
方
は
モ
ー
セ
を
イ
ス
ラ
エ
ル

の
子
ら
に
送
る
際
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
モ
ー
セ
に
伝
え
、
そ
し
て
モ
ー
セ
は
内
面
に
内

在
す
る
、
神
の
永
遠
の
お
言
葉
を
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
理
解
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、

シ
リ
ア
語
で
イ
ー
サ
ー
（
イ
エ
ス
）
に
啓
示
を
お
く
り
、
そ
し
て
イ
ー
サ
ー
は
そ
の

民
に
彼
ら
の
言
葉
で
永
遠
の
お
言
葉
を
お
く
り
、
さ
ら
に
我
ら
が
預
言
者
ム
ハ
ン
マ

ド
は
、
そ
の
民
に
彼
ら
の
言
葉
で
、
ア
ッ
ラ
ー
の
永
遠
の
お
言
葉
を
わ
か
ら
せ
た
の

で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
や
シ
リ
ア
語
、
そ
の
他
の
言
語
と
異
な
る
が
、

し
か
し
、
そ
の
内
面
に
内
在
す
る
永
遠
な
る
言
葉
は
、
違
い
も
変
化
も
な
い
、
一つ

の
も
の
で
あ
る
」

39
。

と
し
た
後
で
、
さ
ら
に
、
言
語
の
本
質
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
真
の
言
葉
が
他
の
何
も
の
で
は
な
く
内
面
に
内
在
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
事

実
だ
が
、そ
の
真
の
言
葉
以
外
の
も
の
（
す
な
わ
ち
音
声
、文
字
等
）
な
ど
は
、人
々

に
認
め
ら
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
秩
序
に
則
っ
て
そ
の
真
な
る
言
葉
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
意
味
を
表
し
て
い
れ
ば
、
言
葉
と
名
づ
け
ら

れ
る
の
は
許
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
真
の
言
葉
と
同
じ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
言
葉

の
実
体
と
は
、
創
造
者
と
被
造
物
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
絶
対
的
に
内
面
に
内

在
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
れ
は
時
と
し
て
音
、あ
る
い
は
、音
を
伴
っ

た
文
字
一つ
一つ
、
ま
た
、
時
と
し
て
、
音
や
そ
の
よ
う
な
存
在
を
伴
わ
な
い
一
文

字
づ
つ
つ
な
が
っ
た
固
ま
り
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
音
や
文
字
を
伴
わ
な
い
身
振
り

手
振
り
と
い
っ
た
も
の
で
示
さ
れ
る
。
内
面
に
内
在
す
る
言
葉
に
相
当
す
る
も
の

は
文
字
に
も
音
に
も
な
る
。
し
か
し
、人
間
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、人
間
の
言
葉
は
、

人
間
同
様
に
、 （
神
の
）
被
造
物
な
の
で
あ
る
が
、
神
の
言
葉
は
、
彼 

（
神
）̶

 

そ

の
栄
光
に
讃
え
あ
れ̶

 

と
同
じ
く
、
被
造
物
で
は
あ
り
え
な
い
。」

40　

　
バ
ー
キ
ッ
ラ
ー
ニ
ー
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
帰
さ
れ
る
と
さ
れ
る
言
葉
を
根
拠

と
し
て
、
根
幹
の
言
葉
と
は
、
心
の
内
面
に
内
在
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

「
真
の
言
葉
と
は
心
に
あ
り
、
口
で
の
発
音
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
心
に
あ
る

言
葉
が
持
つ
秩
序
は
真
実
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
口
か
ら
出
る
言
葉
と
は
、

そ
の
心
が
発
し
た
言
説
に
対
応
す
る
表
象（
徴
）
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
真
の
言
葉
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と
は
違
う
の
で
あ
る
。」

41

　
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
も
、「
内
在
言
語
論
」
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
、「
言
葉
は
心
の

内
面
に
あ
っ
て
、
舌
は
た
だ
そ
れ
を
表
す
の
み
」

42 

を
引
用
し
つ
つ
持
論
を
展
開
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
を
進
め
る
過
程
で
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
は
、
内
的
経
験―

そ
の
宗
教
的
側
面
が「
信
仰
」
の
問
題
で
あ
る
が―

を
通
じ
て
表
出
す
る
も
の
が
本

質
言
語
で
あ
る
、
と
い
う
神
学
の
言
語
観
の
再
評
価
を
試
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
イ
ラ
ン
に
流
布
す
る「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
抽
象
詩
」
へ
の
嫌
悪
の
背
景
に
、
こ
の

非
経
験
的
世
界
を
土
台
と
す
る
言
語
芸
術
へ
の
強
い
懐
疑
の
念
が
働
い
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。「
内
在
言
語
論
」
と
し
て
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
展
開
さ
れ
た「
心
の

言
葉
」
の
世
界
の
最
良
の
例
証
が
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
に
沈
潜
し
た
神
秘
家

た
ち
の
言
葉
で
あ
る
。 

神
秘
体
験
に
よ
る
内
的
衝
動
を
通
じ
て
言
説
化
さ
れ
る
神
秘

家
の｢

言
葉｣

こ
そ
、
数
百
年
の
年
月
、
そ
し
て
、「
神
秘
主
義
」
と
い
う
枠
組
み
を

越
え
る
永
続
性
と
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
。

　
こ
こ
に
、
支
配
原
理
と
し
て
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
神
秘
哲
学
を
相
対
化
す
る

過
程
で
、「
内
部
言
語
」
を
軸
と
す
る
精
神
文
化
の
可
能
性
が
、
極
め
て
現
代
的
な

意
匠
を
帯
び
て
登
場
し
て
い
る
様
が
見
て
と
れ
る
。「
革
命
」
後
の
イ
ラ
ン
の
文
化
状

況
に
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
が
敏
感
に
読
み
取
っ
た
「
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
」
の
亜
流
文
化

的
傾
向
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
亜
流
文
化
へ
の
嫌
悪
の
表
明
は
、
イ
ラ
ン
人
研
究
者

の
秘
め
ら
れ
た
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
願
望
を
、
逆
説
的
に
語
り
か
け
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
を
例
に
と
れ
ば
、　

現
代
イ
ラ
ン
の
知
識
人
に
お

け
る
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
希
求
は
、
そ
の
最
深
部
で
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

の
説
く「
永
遠
の
存
在
原
型
」
に
関
連
し
て
、
特
に
、「
無ʻadam

」
と
い
う
概
念
や
、

そ
の「
原
子
論
的
」
側
面
に
お
け
る
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
と
の
教
義
上
の
連
関

性
に
注
目
し
つ
つ
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
に
見
出
し
得
る
現
代
的
可
能
性
を
追

求
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
に
、
物
質

自
体
の
持
続
性
を
否
定
し
つ
つ
、
神
の
創
造
行
為
の
結
果
が
個
々
の「
原
子
」
と
し
て

不
断
に
現
象
す
る
、
と
す
る
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
流
の
原
子
論
の
反
映
を
読
み
取
っ

て
い
る
が
、
彼
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
延
長
線
上
に
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
が
生
み

出
し
た
表
現
者
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
ル
・
ク
ザ
ー
ト
・
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ーʻAyn al-Q

uẓāt-e  

H
am

adānī

）（1131

没
）
に
注
目
す
る
。
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
お
け
る
詩
論
の
発
展
史
に

お
け
る
学
問
的
位
置
付
け
と
と
も
に
、
現
代
世
界
の
言
語
哲
学
を
視
野
に
入
れ
た
ア

イ
ヌ
ル
・
ク
ザ
ー
ト
の
再
評
価
の
試
み
は
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け

ら
れ
た
と
い
え
る

43
。
そ
の
際
、
ア
イ
ヌ
ル
・
ク
ザ
ー
ト
と
い
う
稀
代
の
神
秘
家
へ
の

彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、思
想
史
的
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
、「
イ
ブ
ン・ア
ラ
ビ
ー
」

に
先
行
す
る「
存
在
一
性
論
」
者
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
ル
・
ク
ザ
ー
ト
像
を
め
ぐ
る
議
論

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
高
貴
な
る
者
よ
。
詩
と
い
う
も
の
は
鏡
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
よ
。
鏡
に
は
、

鏡
自
身
を
映
し
出
す
顔
は
な
い
。
鏡
を
見
る
者
が
、
各
自
、
自
分
の
顔
を
見
る
こ

と
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
と
同
様
に
、
詩
に
は
、
そ
れ
自
身
で
は〈
意
味
〉
と
い
う
も

の
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
。・
・
・
も
し
、
詩
の〈
意
味
〉
が
、
そ
れ
を
詠
む
人
が

望
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
の
人
々
が
、
思
う
ま
ま
に
、
別
の〈
意
味
〉
を

付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
鏡
の
表
面
の
姿
が
、
最
初
に
そ

の
表
面
に
写
っ
た
研
磨
職
人
の
顔
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
だ
。」

44

　
テ
ク
ス
ト
の
中
の「
意
味
」
が
否
定
さ
れ
、
読
み
手
が「
意
味
」
を
付
与
す
る
、
と

い
う
テ
ク
ス
ト
解
釈
が
、
現
在
よ
り
八
六
〇
〜
七
〇
年
前
に
、
何
を
土
壌
と
し
て
生
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み
出
さ
れ
た
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
人
間
が
必
要
に
応
じ
て「
意

味
」
を
生
み
出
す
よ
う
に
、「
神
」
は「
永
遠
の
存
在
の
原
型
」
通
じ
て
自
己
分
節
す

る
、
と
い
う
思
考
様
式
の
延
長
線
上
に
、こ
う
し
た
言
説
の
成
立
を
想
定
す
る
こ
と
も
、

現
時
点
で
は
、
学
問
的
妥
当
性
を
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。｢

神｣

を
土
台
と

す
る
世
界
観
か
ら
、「
神（
意
味
）」
の
自
立
的
存
在
を
否
定
す
る
思
想
が
生
み
出
さ
れ

る
回
路
の
解
明
は
、
現
代
イ
ラ
ン
の
知
的
選
良
の
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
追
求

の
道
筋
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

45
。

結
び
に
か
え
て
：

　
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
下
の
文
化
状
況
を
見
る
一つ
の
視
点
と
し
て
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
系
神
秘
学
と
、
ル
ー
ミ
ー
を
頂
点
と
す
る
ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
文
学
と
の
間
に

無
造
作
に
影
響
関
係
を
認
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
こ
の
二
つ
の
思
考
体
系
の
意
図

的
混
交
に
対
す
る
厳
し
い
懐
疑
の
視
座
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
・
キ
ャ
ド
キ
ャ
ニ
ー
と
い
う
現
代
イ
ラ
ン
を
代

表
す
る
知
性
が
、
あ
た
か
も
、「
革
命
」
の
予
兆
を
感
じ
取
る
か
の
よ
う
に
、「
革
命
」

成
立
の
前
後
の
時
期
か
ら
世
に
問
う
た
ペ
ル
シ
ア
文
学
研
究
に
は
、
支
配
原
理
と
し
て

の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派 

「
存
在
一
性
論
」
の
文
化
的
越
境
性
を
相
対
化
し
よ
う
と
す

る
力
学
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、「
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
」
の

亜
流
文
化
に
対
す
る
懐
疑
の
視
座
が
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
神
秘
哲
学
と
い
う
実

体
を
越
え
て
、
よ
り
広
い
意
味
で
の｢

亜
流
文
化｣

そ
の
も
の
を
批
判
対
象
と
し
て

い
る
点
に
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム 「
革
命
」
後
の
文
化
状
況
を
象
徴
す
る「
亜
流
文
化
」は
、

支
配
体
制
と
同
一
化
さ
れ
、
支
配
体
制
の
掲
げ
る
文
化
政
策
そ
の
も
の
が
、
現
代
イ

ラ
ン
の
知
的
構
想
力
が
再
構
築
す
る
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
深
層
の
脈
絡
の
中

で
相
対
化
さ
れ
る
。

　

西
暦
十
三
世
紀
後
半
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

の
位
置
を
保
持
す
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
哲
学
の
圧
倒
的
影
響
を
相
対
化
す
る
視

座
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
下
の
イ
ラ
ン
に
あ
っ
て
、
一
部
の
知
識
人
の
中
で
育
ま
れ

て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
う
し
た
懐
疑
の
声
を
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派

神
秘
哲
学
と
い
う
深
遠
な
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
対
す

る
、
単
純
な
、「
一
国
主
義
的
」、
イ
ラ
ン―

ペ
ル
シ
ア
語
文
化
圏―

側
か
ら
す
る
短
絡

的
民
族
主
義
の
表
出
と
し
て
の
感
情
的「
反
発
」
に
矮
小
化
す
る
こ
と
は
、
現
代
イ
ラ

ン
の
知
的
状
況
へ
の
無
知
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
の

統
治
論
」
を
土
台
と
す
る
政
体
の
成
立
の
前
後
か
ら
、
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
と
、

い
わ
ゆ
る
正
統
ス
ン
ニ
ー
派
の
根
本
教
義
で
あ
る
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
（
マ
ー
ト
ゥ
リ
ー

デ
ィ
ー
派
も
含
む
）
神
学
と
の
結
び
つ
き
を
め
ぐ
る
学
問
的
検
討
が
ペ
ル
シ
ア
文
学
研

究
の
一
部
の
分
野
で
、
む
し
ろ
、
本
格
化
し
た
、
と
い
う
点
は
注
目
す
べ
き
事
象
で
あ

ろ
う
。
ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
と
そ
の
文
学
的
表
出
を
、イ
ブ
ン・ア
ラ
ビ
ー
派「
存

在
一
性
論
」
の
脈
絡
の
中
で
論
じ
る
こ
と
へ
の
、
時
に
、
神
経
過
敏
と
思
わ
れ
る
ほ
ど

の
学
問
的
配
慮
こ
そ
が
、「
宗
教
的
独
裁
」

46  

下
の
イ
ラ
ン
人
学
者
の
可
能
な
限
り
の

学
問
的
誠
意
と
批
判
精
神
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

註
：(

小
論
で
は
、
音
声
表
記
に
つ
い
て
は
敢
え
て
厳
密
な
統
一
性
を
も
た
せ
ず
、
ペ
ル
シ
ア

語
関
連
は
イ
ラ
ン
原
音
、
純
然
た
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
著
作
は
ア
ラ
ビ
ア
語
独
自
の
音
声

表
記
を
用
い
た
。)

１　
Boroujerdi,M

. ,Iranian Intellecutuals and the W
est, 1996, N

ew
 York, 

156-175.

西
暦
十
世
紀
以
降
の
イ
マ
ー
ム
の
空
位
期
間
に
お
け
る
「
イ
マ
ー
ム
の
権

威
の
代
行
者
と
し
て
の
法
学
者
」
の
立
場
の
是
認
に
支
え
ら
れ
た 

「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学

者
の
統
治Velāyat-e Faqīh

」
理
論
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
鎌
田
繁
「
イ
ス
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

ラ
ー
ム
に
お
け
る
権
威
の
構
造
」、 『
現
代
宗
教
学
４
：
権
威
の
構
築
と
破
壊
』、
東
京
、

一
九
九
二
年
、
一二
二-

八
，
一
三
三-

四
頁
。

２　
M

ehdī Ḥ
āʼerī-ye Yazdī, Ḥekm

at va Ḥokūm
at, 1995. 

本
書
の
中
で
、
哲
学
者
で

あ
る
著
者
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
の
統
治
論
」
自
体
に
関
す
る
明
晰
な
批
判
を
展

開
し
て
い
る
。「
法
学
者
の
統
治
論
」
の
内
的
矛
盾
を
直
截
に
批
判
し
た
本
書
は
、
当
初
、

イ
ラ
ン
国
内
で
の
出
版
許
可
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

３　

Shafīʻī-ye  Kadkanī, M
.R. “Jādū-ye M

ojāverat”, Bokhārā, N
o.2, 1998, 

16-26.

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
邦
語
訳
が
以
下
に
あ
る
。「
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
・
キ
ャ
ド
キ
ャ

ニ
ー
氏
の
論
文
を
め
ぐ
っ
て
」（ 『 
言
語
文
化
論
叢
：
縄
田
鉄
男
教
授
退
官
記
論
文
集
』

二
〇
〇
〇
年
、
三
八
三-

九
五
頁
）
こ
こ
で
は
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
・
キ
ャ
ド
キ
ャ
ニ
ー

氏
自
身
に
つ
い
の
情
報
を
個
別
に
提
供
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
伝
統
的
な
学
僧
の
教

育
を
受
け
た
後
、
西
洋
型
の
教
育
を
身
に
付
け
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
を
始
め
、
ロ
ー

マ
ン・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
か
ら
ロ
ラ
ン・
バル
ト
、
バ
フ
チ
ン
、
に
至
る
ま
で
幅
広
い
教
養
を
持
つ
、

現
代
イ
ラ
ン
を
代
表
す
る
知
性
で
あ
り
、（詩
人
で
も
あ
る
）、ま
た
、イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
・

ペル
シ
ア
文
学
研
究
の
最
高
峰
で
あ
る
と
い
う
点
の
み
を
記
し
て
お
く
。

４　

Lew
isohn,L., Beyond Faith and Infidelity, Curzon Press,1995,167.

５　

Shafīʻī Kadkanī, Bokhārā, N
o.2,  20.

６　

竹
下
政
孝「
後
期
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
発
展
」、『
イ
ス
ラ
ム
・
思
想
の
営
み
』
中
村
廣
治

郎
編
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
、
一
六
二
頁
。

７　

Ibn al-ʻArabī, Fuṣūṣ al-Ḥikam
, ed.ʻAfīfī, ʻAbū al-ʻalā

（
以
下‘Afīfī

と
記
す
）, 

25.　
以
下
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
的
輪
郭
に
つ
い
て
は
、‘Afifi

に
よ
るFuṣūṣ 

al-Ḥikam

の
校
訂
本(

一
九
八
〇
年
版)

の
序
文
と
注
釈
を
参
考
に
す
る
と
共
に
、
井

筒
俊
彦
の
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』 （
中
公
文
庫
）
と
『
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
』

（
岩
波
新
書

119
）
及
び
、
以
下
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
議
論
を
進
め
る
。Izutsu,T., A 

Com
parative Study of The Key Philosophical Concepts In Sufism

 and Taoism
, Part 

O
ne, Tokyo,1966.         
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井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
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ム
思
想
史
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頁
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Chittick,W
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and w
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ew
 York,  1994, 72.

10　
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井
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意
識
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中
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文
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〇
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頁
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o Types of M
ystical thought In M
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 Iran:An Essay on 
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ardi Shaykh al-Ishraq and ʻAynulquzat Ḥ

am
adani, M

uslim
 W

orld 

,1978, 202-203.　
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ラ
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ム
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学
の
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〇
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〇
八
頁
）

を
参
照
。
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14　
『
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
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原
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二
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二
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頁
。

15　

Fuṣūṣ al-Ḥikam
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序
文
）

16　

Zarrīnkūb,ʻA., Arzesh-e M
īrāth-e Ṣūfiye, Tehrān,  1974,  119.

17　

Izutsu,T., A Com
parative Study,  5-6.

18　

Shafīʻī Kadkanī, M
okhtār-nām

e, 2nd. edition, Tehrān, 1996, 49-50

19　

井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
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三
八
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九
頁
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20　

Shafīʻī Kadkanī, Taṣavvof-e Eslām
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tr.of The Idea of Persaonality In Sufism
), Tehrān, 2nd.edition. 1995, 141.

21　

Idem
., Gozīde-ye Ghazliyāt-e Sham

s, 5th.edition, Tehrān, 1984, yāzdah.

22　

M
okhtār-nām

e, 48-50.

23　

Ibid.19-20, 34-55.

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
系
の
用
語
の
有
無
と
い
う
基
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を
援

用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
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例
え
ば
、
ル
ー
ミ
ー
研
究
で
知
ら
れ
た
ニ
コ
ル
ソ
ン

N
icholson, R.A.
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『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集
』
の
校
訂
詩
集
で
も
容
易
に
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で
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icholson, R.A. Selected Poem
s from

 the Divani Sham
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Curzon Press, 1994, (first published 1898, reprinted 1952, reissued 

1994) , 70.

24　

Shafīʻī Kadkanī, Gozīde-ye Ghazaliyāt-e Sham
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作
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概
念
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参
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Furūzānfar,B.Z., Sharḥ-e M
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こ
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文
献
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ル
ー
ミ
ー
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
派
の
相
互
関
係
に
関
す
る
問
題
点
が
、
伝
統
的
な
ペ

ル
シ
ア
文
学
研
究
の
観
点
か
ら
、
的
確
に
整
理
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

33　

H
enry Corbin, Creative Im

agination In the Sufism
 of Ibn ʻArabi, ( translated 

by Ralph M
anheim

), Princeton, 1969, 70-71.　

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
思
想
も
含

め
て
、
他
の
神
秘
哲
学
と
ル
ー
ミ
ー
の
著
作
と
の
識
別
に
厳
密
さ
を
求
め
ぬ
傾
向
は
以

下
に
も
見
ら
れ
る
。Schim

m
el, A., M

ystical Dim
ensions of Islam

, 1975, Univ. 

of N
orth Carolina Press, 270, 282, 318.

34　

Pūrjavādī, N
., Solṭān-e Tarīqat, Tehrān, 1979, 105-107, 152-3.

35　
以
下
で
、「
イ
ラ
ン
革
命
」
の
指
導
者
と
し
て
ホ
メ
イ
ニ
ー
師
と
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

系
神
秘
主
義
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
、
法
学
者
と
し
て
の
ホ
メ
イ
ニ
ー
師
か
ら
す
る「
神

秘
主
義
」
全
般
に
対
す
る
対
応
と
と
も
に
、
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。Aḥm

ad 

M
ūsavī Kāzem

ī,Ā
ghāz-e velāyat-e siyāsī-ye ʻulam

ā va anjām
-e ān, 

Iranshenasi, Vol. XIV, N
o.3, Autum

n, 2002, 498-502.

36　

Shafīʻī Kadkanī, Bokhārā, N
o.1., 51-52.

37　

Ibid. 52.

38　

Ibid. 52-53.｢

心
の
言
葉｣

と
詩
の
関
連
性
で
い
え
ば
、
ア
ッ
タ
ー
ル
と
い
う
神
秘

家
の
詩
は
、
詩
人
の
心
中
の
内
的
経
験
が
一つ
の「
境
地hal

」
と
し
て
、
音
声
と
文
字

に
表
わ
れ
た
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
。Shafīʻī Kadkanī, Zabūr-e Pārsī, 61.

39　

Abū Bakr Bāqillānī, al-Inṣāf fī m
ā yajibu Iʻtiqādu-hu wa lā yajūz al-jahl bi-hi, 

al-Q
āhirah, 1963, 106-107.

40　

Ibid. 108.

41　

Ibid. 110.

42　

Shafīʻī Kadkanī, Bokhārā, N
o.1, 52.

筆
者
は
、
以
下
で
、
神
秘
主
義
と
美
的
表

現
の
表
出
と
の
関
連
性
を
、 「
内
在
言
語
論
」
に
言
及
し
つ
つ
論
じ
た
。「「『
聖
霊
の
安

ら
ぎ
』Rawḥ al-arwāḥ 

に
見
る｢

神
秘
主
義｣ taṣaw

w
uf

の
諸
相
」、『
オ
リ
エ
ン
ト
』

第
45
巻
第
２
号
、
五
〇-

七
四
頁
。

43　

Shafīʻī Kadkanī, Shāʻerī dar Hojūm
-e M

ontaqedān,Tehrān,1996,25-26.

こ
こ

で
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
は
、
現
代
の「
意
味
論
」
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
ア
イ
ヌ

ル・ク
ザ
ー
ト
の
言
説
を
論
じ
て
い
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
句
に
、ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
的「
原

子
論
」
の
反
映
を
読
み
取
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、Zabūr-e Pārsī, 277.

を
参
照
。
ま
た
、

ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
教
義
の「
原
子
論
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、Izutsu,T., The 

philosphical Concepts, 204-207.

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
及
び
、Fuṣūṣ al-Ḥikam

, 

28.

を
参
照
。

　

 　

ホ
ラ
サ
ー
ン
派
神
秘
主
義
と
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
を
関
連
付
け
る
研
究

の
方
向
性
は
、
ル
ー
ミ
ー
の
教
養
的
土
台
に
関
す
る
文
献
学
的
考
察
の
点
で
見
て
も
、

時
代
的
に
は
、
む
し
ろ
、
西
暦
十
一
世
紀
初
頭
よ
り
以
前
の
時
代
の
文
化
状
況
の
考
察

に
遡
及
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
筆
者
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・

ス
ラ
ミ
ー ‘ Abd al-raḥm

ān Sulam
ī (1021

没)

の
タ
フ
ス
ィ
ー
ル
（『
コ
ー
ラ
ン
』

の
章
句
の
注
釈
書
）、
特
に
、Ḥaqāʼiq al-tafsīr 

と
ル
ー
ミ
ー
と
の
関
連
性
に
注
目
す
る
。 

44　

ʻA
yn al-Q

uẓāt H
am

adānī, N
ām

e-hā-ye ʻAyn al-Q
uẓat-e Ham

adānī, I, 

Tehrān, 1969, 216.



67

̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

45　
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
聖
典
『
コ
ー
ラ
ン
』

と
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
と
の
構
造
上
の
類
似
性
が
、
以
下
で
、
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。『
コ
ー
ラ
ン
』
の

章
句
の
秩
序
は
、
神
の
意
志
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
代
の
結
集
者
等
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
地
点
か
ら
、
神
で
あ
る「
人
称
」
が
支
配
す
る
聖
典
と

の
対
比
に
お
い
て
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
構
造
を
解
き
明
か
し
た
刺
激
的
な
研
究
で
あ

る
。Pūrnām

dāriyān,T., Dar Sāye-ye Āftāb, Tehrān, 2001.

46　
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
で
触
れ
た
ソ
ル
ー
シ
ュ
は
、
二
〇
〇
三
年
七
月
の
学
生
反
乱

に
関
連
し
て
ウ
ェ
ブ
上
に
掲
載
し
た
、
ハ
ー
タ
ミ
ー
大
統
領
宛
て
の
公
開
書
簡
の
中
で
、

現
政
権
を「
宗
教
的
独
裁
」
と
い
う
表
現
で
批
判
し
て
い
る
。
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１　
遊
歩

　

あ
る
都
市
の
中
を
歩
く
と
い
う
こ
と
は
、
異
な
る
時
間
や
空
間
が
層
を
な
し
て
織

り
込
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
を
身
体
で
感
じ
取
り
、
そ
の
記
憶
や
意
味
連
関
の
重

層
的
な
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
の
中
へ
と
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。「
街
道
を
歩
い
て
ゆ

く
か
、
飛
行
機
で
そ
の
う
え
を
飛
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
街
道
の
発
揮
す
る
力
は
異
な
る
。

同
様
に
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
か
、
そ
れ
を
書
き
写
す
か
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
発
揮

す
る
力
は
異
な
る
。
空
を
飛
ぶ
者
に
見
え
る
の
は
、
道
が
風
景
の
な
か
を
進
ん
で
ゆ

く
さ
ま
だ
け
で
あ
り
、
彼
の
目
に
は
、
道
は
ま
わ
り
の
地
勢
と
同
じ
法
則
に
従
っ
て
繰

り
広
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
道
を
歩
い
て
ゆ
く
者
だ
け
が
、
道
の
支
配
力
を
知
る
。
そ
し

て
、
飛
行
者
に
と
っ
て
は
単
に
伸
べ
広
が
っ
た
平
野
に
す
ぎ
な
い
、
ま
さ
に
あ
の
地
形

に
、
道
が
号
令
を
か
け
て
、
遠
景
や
、
見
晴
ら
し
台
や
、
林
間
の
空
き
地
や
、
す
ば

ら
し
い
眺
望
を
、
道
の
曲
が
り
く
ね
り
ご
と
に
呼
び
出
す
さ
ま
は
、
ち
ょ
う
ど
指
揮

官
が
兵
士
た
ち
を
前
線
か
ら
召
喚
す
る
の
に
似
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
さ
ま
を
経
験
す

る
の
も
、
歩
い
て
ゆ
く
者
だ
け
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
書
き
写
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
だ

け
が
、
そ
れ
に
取
り
組
む
者
の
魂
に
号
令
を
か
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
単
な

る
読
者
は
、
自
分
の
内
面
の
新
し
い
眺
め
を
決
し
て
知
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
た
眺

め
を
テ
ク
ス
ト
は
、
つ
ま
り
密
に
な
っ
て
は
ま
た
疎
ら
に
な
る
内
面
の
原
始
林
を
通
る

あ
の
道
は
、
切
り
開
く
は
ず
な
の
だ
。」1 

テ
ク
ス
ト
を
上
空
か
ら
俯
瞰
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
う
ち
に
沈
潜
し
て
、
言
葉
の
林
の
中
で
し
っ
と
り
と
濡
れ
た
小
道
を
踏
み

し
め
な
が
ら
そ
れ
ら
の
木
々
の
一つ
一つ
に
触
れ
、
あ
る
言
葉
が
そ
の
地
勢
の
中
で
他
の

言
葉
た
ち
と
ど
の
よ
う
な
連
関
の
う
ち
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
支
配
圏
を
も
っ
て
い
る

か
を
感
じ
取
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
触
感
的
な
経
験
は
、
都
市
に
対
し
て
は
、
お
そ

ら
く
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
以
上
に
稀
な
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
都
市
の
中
を
歩

く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
出
会
う
建
物
、
あ
る
い
は
そ
の
特
定
の
一
部
、
看
板
、
シ
ョ

ウ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
、
街
路
と
い
っ
た
形
象
た
ち
、
ま
た
そ
う
い
っ
た
形
象
た
ち
に
よ
っ
て
形

作
ら
れ
る
都
市
全
体
の
空
間
的
存
在
の
う
ち
に
重
層
化
さ
れ
た
歴
史
を
感
じ
取
る
こ

と
、
そ
れ
ら
の
形
象
た
ち
の
支
配
圏
を
身
体
で
感
じ
取
る
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
、文
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
都
市̶

̶

『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
や
『
一
方
通
行
路
』

の
ベ
ル
リ
ン
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
通
じ
て
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
を
通
じ
て
描
き
出
そ
う
と
し
て

い
た
パ
リ̶

̶

は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
都
市
と
テ
ク
ス
ト
へ
の
、
あ
る

い
は
さ
ら
に
そ
こ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
歴
史
や
構
造
性
へ
の
触
感
的
な
沈
潜
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　

確
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
カ
ー
の
ま
な
ざ
し
は
、
都
市
の
形
象
た
ち

を
、
都
市
の
う
ち
に
配
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
と
ら
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自

体
特
定
の
事
物
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
ま
っ
た
く
別
な
事
物
を
指
し
示
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
異
な
る
意
味
連
関
を
も
つ
も
の
と
し
て
。
そ
の
意
味
の
重
層
性
に
は
異
な
っ
た

時
代
が
織
り
込
ま
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
一つ
の
形
象
の
う
ち
に
歴
史
が
空
間
化
さ
れ

た
も
の
と
し
て
。
他
の
事
物
と
は
切
り
離
さ
れ
、
基
本
的
に
は
断
片
と
し
て
存
在
す

敷
居
を
越
え
る　
都
市
の
形
象
た
ち
に
お
け
る「
想
起 (Eingedenken)

」

山
口
裕
之
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る
も
の
と
し
て
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
構
造
的
な
布
置
・
星
座(Konstellation)

の
中
へ
と
あ
ら
た
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
あ
る
一つ
の
全
体
像
の
形

成
に
与
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
む
も
の
と
し
て
。2 

ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
韻
文
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
定
着
さ
せ
た「
近

代
」
の
パ
リ
の
像
は̶

̶

と
り
わ
け
、
バ
ロ
ッ
ク
の
廃
墟
に
見
ら
れ
る
瓦
礫
の
断
片
の

よ
う
な「
脆
さ
・
か
よ
わ
さ
」
を
通
じ
て̶

̶

「
古
典
古
代
」
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

「
メ
リ
ヨ
ン
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
近
代
に
熱
中
し
て
い
る
。
し

か
し
彼
が
熱
中
し
て
い
る
の
は
、
近
代
の
中
の
古
典
古
代
の
相
貌
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
メ
リ
ヨ
ン
に
お
い
て
も
古
典
古
代
と
近
代
が
相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
ま
た
、
メ
リ
ヨ
ン
に
お
い
て
も
こ
の
デ
ィ
ゾ
ル
ヴ
の
形
式
、
す
な
わ
ち
ア
レ
ゴ
リ
ー

が
見
ま
が
い
よ
う
も
な
く
立
ち
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
。」3 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
デ
ィ
ゾ

ル
ヴ(Ü

berblendung)

」
と
い
う
映
画
の
タ
ー
ム
を
用
い
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
、
ア

レ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
形
象
・
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
は
、
彼
が
都
市
の
中
の
事
物
を
と
ら

え
る
と
き
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ア
レ

ゴ
リ
ー
は
、
弁
証
法
的
な
両
極
を
一つ
の
空
間
的
形
象
の
う
ち
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る

と
い
う
そ
の
「
二
義
性
」
の
ゆ
え
に
、
新
た
な
段
階
へ
の「
転
換
」
を
可
能
に
す
る
力

を
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
る
。『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
に
よ
っ

て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
ー̶

̶
「
近
代
」

の
都
市
パ
リ
の
具
体
的
形
象
で
あ
る
と
と
も
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
の
中
に
現
れ
る

ア
レ
ゴ
リ
ー
で
も
あ
る̶

̶

が
ど
の
よ
う
な
革
命
的
起
爆
力
を
秘
め
て
い
る
か
で
あ
っ

た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
で
、
革
命
的
な
力
を
帯
び
た
言
葉
（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
を
都
市

の
う
ち
に
／
詩
の
う
ち
に
配
す
る 「
プ
ッ
チ
ス
ト
」
と
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
描
き
出

す
が
、4 

こ
こ
に
も
ま
た
言
葉
と
都
市
の
際
立
っ
て
美
し
い
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
カ
ー
の
ま
な
ざ
し
は
、
あ
る
個
人
の
記
憶

（
さ
ら
に
は「
集
団
的
記
憶
」
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
が
）
に
お
け
る
二

重
性
と
な
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
定
着
す
る
。
そ
う
い
っ
た
ま
な
ざ
し
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
自
身
の
幼
年
時
代
の
記
憶
を
直
接
の
素
材
と
す
る
『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の

幼
年
時
代
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。『
一
方
通
行
路
』
の
中
で
一
九
二
〇

年
代
半
ば
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
と
ら
え
た
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
標
題
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

同
時
代
の
都
市
の
形
象
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
深
く
埋
め
ら
れ
た
記
憶
が

そ
の
ま
ま
形
象
化
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

私
た
ち
の
人
生
と
い
う
家
が
建
て
ら
れ
る
に
際
し
て
行
わ
れ
た
儀
式
を
、
私
た

ち
は
と
う
の
昔
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
家
が
攻
撃
さ
れ
よ
う
と
す
る

と
き
、
そ
し
て
敵
の
爆
弾
が
す
で
に
落
ち
て
き
て
い
る
と
き
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た

奇
妙
な
古
物
が
ひ
と
つ
残
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
爆
弾
に
よ
っ
て
、
土
台
の
中
に
露
わ
に

さ
れ
て
く
る
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
は
呪
文
と
と
も
に
埋
め
ら
れ
、
犠
牲
と
し
て
捧

げ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
の
下
の
ほ
う
は
、
な
ん
と
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ

う
な
珍
品
陳
列
室
で
あ
る
こ
と
か
。
そ
こ
で
は
、
最
も
日
常
的
な
も
の
に
、
い
ち

ば
ん
深
い
竪
穴
が
と
っ
て
お
か
れ
て
い
る
。
あ
る
絶
望
の
夜
、
夢
の
中
で
私
は
、
も

う
何
十
年
も
消
息
を
知
ら
ず
、
こ
の
間
、
思
い
出
す
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

学
校
時
代
の
最
初
の
級
友
と
、
友
情
を
、
そ
し
て
兄
弟
の
よ
う
な
愛
情
を
、
嵐
の

ご
と
く
、
新
た
に
結
ん
だ
。
だ
が
目
覚
め
た
と
き
、
は
っ
き
り
と
分
か
っ
た̶

̶

絶
望
が
爆
発
の
よ
う
に
白
日
の
も
と
に
晒
し
た
の
は
、
こ
の
人
の
遺
骸
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
将
来
こ
こ
に
住
む
者
が
、
い
か
な
る

点
に
お
い
て
も
彼
に
似
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
。5
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都
市
の
中
で
ご
く
普
通
に
目
に
す
る「
半
地
下(Souterrain)

」̶
̶

外
か
ら
見
る
と
、

多
く
の
場
合
、
街
路
に
面
し
て
足
元
付
近（
内
部
で
は
天
井
付
近
）
に
採
光
窓
を
も

つ
住
居
の
下
層
部
分̶

̶

が
、
こ
の
短
い
テ
ク
ス
ト
の
標
題
と
し
て
、『
一
方
通
行
路
』

の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
他
の
多
く
の
形
象
た
ち
と
と
も
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

都
市
の
風
景
の
中
の
一つ
と
し
て
こ
の
場
所
に
収
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、Souterrain
と
い
う
文
字
で
は
な
く
、
そ
の
写
真
が
そ
こ
に
収
ま
っ
て
い
て
も

か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
形
象
・
イ
メ
ー
ジ
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
自
殺
し
た

学
生
時
代
の
親
友
の
記
憶
、
そ
の
衝
撃
の
た
め
に
文
字
通
り
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
も

の
の
、
あ
る
と
き「
爆
撃
」
に
よ
っ
て
白
日
の
も
と
に
晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
記
憶

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
意
識
と
い
う
表
層
部
分
の
地
下
に
埋
め
る
と
い
う
行
為
と
そ
れ

を
何
か
の
は
ず
み
で
掘
り
起
こ
す
行
為
そ
の
も
の
の
構
造
性
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
行

為
の
上
に
ま
さ
に
建
て
ら
れ
た
生
活
と
い
う
構
造
性
そ
の
も
の
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
単
な
る
個
人
の
記
憶
を
越
え
て
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
を
読
む
者̶

̶

こ
の
形
象
を
通
じ
て
そ
れ
が
指
し
示
す
記
憶
・
忘
却
そ
の
も
の
へ
と

た
ど
り
着
く
者̶

̶

を
震
撼
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
形
象
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る

も
の
が
、
単
に
特
定
の
個
人
の
体
験
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
構
造
性
そ
の
も

の
の
像
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ベ
ル
リ
ン
の
市
街
で
出
会
う
さ
ま

ざ
ま
な
形
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
断
片
と
し
て
何
の
脈
絡
も
な
く
存
在
し
な
が
ら
、
こ
の

よ
う
に
記
憶
の
な
か
で
連
鎖
し
て
い
く
。
あ
る
い
は
ま
た
そ
う
い
っ
た
記
憶
の
連
関
と

と
も
に
、
例
え
ば
「
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
」
や「
公
認
会
計
士
」
と
い
っ
た
小
編
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
の
形
象
た
ち
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
と
ら
え
る
メ
デ
ィ
ア
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
転
換
の
理
論
連
関
と
も
意
味
の
重
層
性
を
も
っ
て
共
振
し
合
い
、
あ
る
新
た
な
像
へ

と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。6　

２　
敷
居

　
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
配
さ
れ
た
）「
近
代
」
の
都
市
に

埋
も
れ
た「
古
典
古
代
」
を
二
重
写
し
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
に
せ
よ
、
忘
れ

去
ら
れ
た
記
憶
を
地
下
か
ら
呼
び
起
こ
す
に
せ
よ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
都
市
を
歩

く
と
い
う
行
為
は
、
時
間
や
記
憶
の
地
層
の
う
ち
に
埋
め
ら
れ
た
あ
る
歴
史
的
形
象

を
掘
り
起
こ
す
、
い
わ
ば
考
古
学
的
な
ま
な
ざ
し
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
都

市
を
と
ら
え
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
視
線
に
は
、
こ
う
い
っ
た
形
象
・
イ
メ
ー
ジ
の
い
わ
ば
同

時
的
・
垂
直
的
な
二
重
性
だ
け
で
な
く
、
こ
の
二
重
性
に
関
わ
る
も
う
ひ
と
つ
別
の
、

あ
る
根
本
的
な
思
考
様
式
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
展
開
の
中
で

の
、
異
な
る
領
域
へ
の
い
わ
ば
水
平
的
な
移
行
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、

こ
れ
ら
同
時
的
な
二
重
性
の
境
界
、
お
よ
び
展
開
の
中
で
の
異
な
る
段
階
の
間
の
境

界̶
̶

こ
れ
ら
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
し
ば
し
ば「
敷
居(Schw

elle)

」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん

で
い
る̶

̶

を
越
え
る
こ
と
を
め
ぐ
る
、
き
わ
め
て
細
や
か
な
感
受
性
を
と
も
な
っ
た

反
省
が
支
配
し
て
い
る
。（
こ
の
小
論
は
、
都
市
に
つ
い
て
語
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス

ト
の
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
、
記
憶
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
、「
敷
居
」
を

め
ぐ
る
思
考
連
関
、
そ
し
て
歴
史
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
を
結
び
つ
け
る
試
み
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。7

）

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
例
え
ば『
凱
旋
行
進
と
凱
旋
門
』
と
題
さ
れ
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン

ト
・
ノ
ア
ク
の
論
文
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
、8 

凱
旋
門
を「
祭
儀
的
意

義
」
を
も
ち
、「
通
過
儀
礼
」
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
。「
門
は
、
敷
居

と
い
う
経
験
領
域
か
ら
さ
ら
に
発
展
し
て
、
そ
の
ア
ー
チ
を
く
ぐ
る
人
物
ま
で
も
変

え
る
に
い
た
る
。
帰
国
し
て
き
た
軍
司
令
官
が
ロ
ー
マ
の
凱
旋
門
を
く
ぐ
れ
ば
、
凱

旋
将
軍
が
で
き
上
が
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。」9 

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

例
え
ば
ノ
ア
ク
が
彼
の
論
文
の
中
で
意
図
し
た
よ
う
な
、
凱
旋
門
の
歴
史
的
機
能
で
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は
な
く
、
都
市
の
中
に
、
あ
る
異
な
る
世
界
に
通
ず
る
入
り
口
と
な
る
場
所
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
、
異
な
る
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
い
う
あ
る
根
本
的
な
経
験

の
場
が
、
凱
旋
門
と
い
っ
た
特
別
な
意
義
を
持
つ
建
築
物
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
門

や
入
り
口
あ
る
い
は
階
段
の
始
ま
り
と
い
っ
た
、
都
市
の
中
の
具
体
的
形
象
と
な
っ
て

現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
夢
の
中
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お

い
て
ほ
ど
境
界
と
い
う
現
象
が
そ
れ
本
来
の
姿
で
経
験
さ
れ
う
る
場
所
は
ほ
か
に
な
い
。

（
…
）
境
界
は
敷
居
の
よ
う
に
街
路
の
上
を
走
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
虚
空
へ一
歩

踏
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
あ
る
新
た
な
区
域
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ま

る
で
、
見
え
て
い
な
か
っ
た
低
い
階
段
に
足
を
踏
み
出
し
て
し
ま
い
で
も
し
た
か
の
よ

う
に
。」10 

都
市
の
中
で
境
界
の
機
能
を
持
つ
そ
れ
ら
の
形
象
は
、
多
く
の
場
合̶

̶

実
際
、
建
物
の
敷
居
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に̶

̶
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
空
間
的
形
態

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
境

界
を
越
え
る
こ
と
に
よ
る
変
化
は
、
日
常
的
な
経
験
の
中
に
埋
没
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い

う
よ
り
も
、
そ
れ
は
そ
の
境
界
が
本
来
意
図
し
て
い
る
空
間
的
機
能
の
変
化
と
し
て
、

自
明
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
扉
は
、
あ
る
建
築
物
に
お
い

て
異
な
る
空
間
機
能
の
間
の
境
界
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
り
異
な
る
機
能
・
意
味
を
持
つ
空
間
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

に
と
っ
て
敷
居
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
単
純
な
空
間
的
移
動
、
異
な

る
機
能
連
関
を
持
つ
空
間
へ
の
移
動
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
異

な
る
層
へ
と
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ
に
い
る
と
感
じ
、
そ
の
意

味
で「
現
実
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
の
世
界
と
は
異
な
る
世
界
へ
と
入
り
込
ん
で
ゆ
く

こ
と
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

　

そ
の
異
な
る
世
界
は
、
空
間
的
な
比
喩
と
し
て
は̶

̶

前
の
引
用
で
下
に
降
り
て

ゆ
く
階
段
に
よ
っ
て
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
に̶

̶

し
ば
し
ば
、わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
の

「
下
」
に
あ
る
も
の
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
光
の
届
か
な
い
暗
い
世
界
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
。「
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
黄
泉
の
国(U

nterw
elt)

に
通
じ
て
い
る
い
く
つ

か
の
場
所
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
覚
醒
時
の
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
し
て
も
、
そ
の
さ

ま
ざ
ま
な
秘
密
の
場
所
か
ら
黄
泉
の
国
へ
と
道
が
通
じ
て
い
る
一つ
の
大
地
、
夢
が
流

れ
込
ん
で
く
る
ま
っ
た
く
人
目
に
つ
か
な
い
場
所
に
満
ち
た
一つ
の
大
地
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
場
所
の
傍
ら
を
毎
日
そ
れ
と
も
知
ら
ず
通
り
す

ぎ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
ひ
と
た
び
眠
り
が
襲
っ
て
く
る
と
、
そ
う
し
た
場
所
を
取

り
戻
そ
う
と
あ
わ
て
て
手
探
り
し
、
暗
い
道
に
紛
れ
込
む
。
町
の
家
々
の
作
り
な
す

迷
宮
は
、
白
昼
に
つ
い
て
い
え
ば
、
意
識
に
似
て
い
る
。」11 

敷
居
は
、『
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
に
お
い
て
は 

「
近
代
」
の
パ
リ
に
埋
も
れ
た
（
ま

さ
に 

「
地
下
的
・
冥
界
的(chthonisch)

」12

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て

い
る
）「
古
典
古
代
」
の
相
貌
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
の
、
そ
し
て
昼
間
の
意
識

の
下
に
埋
め
ら
れ
た
隠
れ
た
記
憶
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
の
、
い
わ
ば
秘
密
の
入
り
口

で
あ
る
。
二
つ
の
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
、
異
な
る
世
界
の
発
掘
は
、
敷
居
を
越
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
白
昼
の
意
識
に
お
い
て̶

̶

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ

の「
現
実
」
感
覚
に
お
い
て̶

̶

と
ら
え
ら
れ
る
都
市
に
対
し
て
、
昼
の
あ
い
だ
は
意

識
の 

「
下
」
に
隠
さ
れ
た
、い
わ
ば
夢
の
中
の
都
市
が
重
な
り
合
う
よ
う
に
存
在
す
る
。

「
夢̶

̶

そ
れ
は
一
九
世
紀
の
根
源
史(U

rgeschichte)

に
つ
い
て
証
言
し
て
く
れ
る
よ

う
な
発
掘
が
行
わ
れ
る
大
地
で
あ
る
。」13 

そ
れ
は
ま
た「
目
覚
め
」
を
待
つ
都
市
で

も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も「
近
代
」
の
パ
リ
が「
夢
の
都
市
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
パ
リ
や
ベ
ル
リ
ン
に
つ
い
て

の
著
作
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
比
較
的
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
短
い
旅



72

行
記
に
つ
い
て
も
、「
敷
居
」
の
感
覚
が
い
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
貫
い
て
い
る
か
を

強
調
し
て
い
る
。「
一
度
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
敷
居
の
強オ

ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン

迫
観
念
に
対
し
て
注
意
が
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
彼
の
他
の
都
市
観
相
学
を
見
て
も
同
じ
よ
う
に
目
を
惹
く
。」14

 

こ
の
「
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
浸
透
し
て

い
る
。
い
っ
た
ん
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
敷
居
に
対
す
る
感
覚
を
身
体
で
感
じ
取
っ
た
な
ら
ば
、

門
、
扉
、
敷
居
、
階
段
と
い
っ
た
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
境
界
を
形
づ
く
る
形
象
が
テ
ク

ス
ト
の
中
に
現
れ
て
き
た
と
き
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
ロ
ッ
ジ
ア
、
電
話
、
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
な
ど
都
市
の
中
で
出
会
う
ご
く
普
通
の
物
た
ち
、
あ
る
い
は
朝
食
を
食
べ
る

こ
と
、
病
気
に
な
る
こ
と
、
動
物
に
触
れ
る
こ
と
と
い
っ
た
日
常
的
な
経
験
に
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
出
会
う
た
び
ご
と
に
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
深
く「
敷
居
」
を
め

ぐ
る
連
関
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
描
か
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は「
敷
居
」
が
、そ
う
い
っ
た
都
市
の
中
の
事
物
や
経
験
を
離
れ
て
、例
え
ば「
目

覚
め
と
眠
り
の
間
に
あ
る
敷
居
」（『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
』）、 15
「
世
界
審
判
と
い
う

敷
居
」（『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
』）16

と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
形
式
の
中
に
深

い
根
を
下
ろ
し
て
い
る
さ
ま
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
境
界
を
め
ぐ
る
思
考

連
関
が
と
り
わ
け
都
市
に
つ
い
て
語
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
都
市
空
間
こ
そ
が
、
境
界
と
い
う
本
来
的
に
は
空
間
的
な
形
式
の

集
中
的
に
現
象
す
る
場
所
で
あ
り
、「
夢
の
中
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に

お
い
て
ほ
ど
境
界
と
い
う
現
象
が
そ
れ
本
来
の
姿
で
経
験
さ
れ
う
る
場
所
は
ほ
か
に
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論
や
ク
ラ
ウ
ス
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
敷

居
」
が
二
つ
の
意
味
世
界
の
間
の
論
理
的
な
構
造
関
係
の
境
界
と
し
て
現
れ
る
場
合

に
も
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ゲ
ー
テ
の 

『
親
和
力
』
を
語
る
に
せ

よ
、
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
に
つ
い
て
語
る
に
せ
よ
、
カ
フ
カ
に
つ
い
て
語
る
に
せ
よ
、17 

そ
こ
に
現
れ
る「
敷
居
」
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
る
二
つ
の
世
界
の
論
理
的
な
構
造
関
係

は̶
̶

敷
居
が
一つ
の
具
体
的
な
空
間
的
形
象
で
あ
る
以
上
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
が̶

̶

空
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
比
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ

り
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
き
換
え
て
考
え
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
異
な
る
層
の
論
理
的
な
構
造
関
係
を
そ
の
表
現
の

う
ち
に
ど
の
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ま
さ
に
都

市
に
つ
い
て
語
る
テ
ク
ス
ト
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
考
え
ら
れ
た
通
り
に
表
現

さ
れ
た
真
理
ほ
ど
貧
し
い
も
の
は
な
い
」。18 

都
市
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
、
都
市

空
間
の
中
の
敷
居
は
、
そ
う
い
っ
た
構
造
関
係
に
か
か
わ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
配
置

さ
れ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
都
市
の
中
の
形
象
が
あ
る
論
理
的
関
係
の
中
で

単
に
比
喩
像
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
形
象
は
、
そ
れ
自
体
と

は
別
の
意
味
連
関
を
同
時
に
指
し
示
す
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
本
来
的
に
二
重
の
意
味

連
関
の
層
に
か
か
わ
り
、
ま
た
、
罪
の
連
関
に
と
ら
わ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
時

間
性
が
空
間
化
さ
れ
た「
自
然
史
」
と
し
て
、そ
れ
自
体
、い
わ
ば
次
の
層
に
お
い
て「
救

済
」
さ
れ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
。19 

そ
の
意
味
に
お
い
て
都
市
空
間
は
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
思
考
形
式
そ
の
も
の
の
表
現
で
も
あ
る
の
だ
。

　

そ
う
い
っ
た
都
市
の
形
象
の
中
で
、
敷
居
は
論
理
的
な
構
造
関
係
を
支
え
る
形
式

に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
敷
居
を
め
ぐ
る
思
考
形
式
に

対
し
て「
敷
居
学(Schw

ellenkunde)

」20 
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、̶̶

も
ち
ろ
ん
き
わ
め
て
奇
異
な
名
称
で
は
あ
る
け
れ
ど
も̶

̶

も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る

と
も
い
え
る
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
お
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が「
敷
居
学
」
と
い
う
言
葉
を

直
接
用
い
て
い
る
箇
所
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
著
作
か
ら
の
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
ご
く
些
細
な
も
の
と
も
見
え
る
引
用
に
す
ぎ
な
い
。「
あ
る
歩
く
哲
学

者
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
で
、
歩
く
人
と
馬
車
に
乗
る
人
と
の
間
に
は
、
ス
テ
ッ
プ
に
足
が
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掛
か
る
か
掛
か
ら
な
い
か
、
そ
れ
だ
け
の
差
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
あ
あ
！　
ス
テ
ッ

プ
！
…
…
そ
れ
は
、
あ
る
国
か
ら
別
の
国
へ
の
、
貧
困
か
ら
豪
奢
へ
の
、
呑
気
な
暮
ら

し
か
ら
気
の
張
る
生
活
へ
の
出
発
点
で
あ
り
、
無
に
等
し
い
人
か
ら
す
べ
て
で
あ
る
よ

う
な
人
へ
の
橋
渡
し
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
こ
に
足
を
置
く
こ
と
だ
。」21 

こ
こ
で
も
、

二
つ
の
世
界
の
境
界
に
関
す
る
ご
く
日
常
的
に
観
察
さ
れ
る
現
象
が
理
論
的
考
察
の

た
め
の
出
発
点
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
一
貫
し
て
あ
る
理
論
的

枠
組
み
に
従
い
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
現
象
そ
の
も
の
の
提
示
を
彼
の
表
現
の
ス
タ

イ
ル
と
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
現
象
の
世
界
の
中
で
断
片
と
し
て
存
在
す
る
形

象
た
ち
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
新
た
に
布
置
す
る
と
い
う
彼
の
思
考
の
方
法
に
由
来
す

る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し

て
こ
の
現
象
の
世
界
、空
間
性
・
時
間
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
の 

「
歴
史
」
の
世
界
、

堕
罪
に
よ
っ
て
罪
の
連
関
に
あ
る
こ
の
世
界
を̶

̶
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー

は
そ
う
い
っ
た
罪
の
連
関
が
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る̶

̶

理
念
の
世
界
の
う
ち

に
、
い
わ
ば
無
空
間
的
・
無
時
間
的
な
神
の
世
界
の
う
ち
に
救
済
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

敷
居
を
越
え
る
こ
と
の
二
つ
の
形
式
連
関
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ

は
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
本
来
の
事
物
と
し
て
の
意
味
と
と
も
に
、
別
な
意
味
を
指
し
示

す
と
い
う
「
二
義
性
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
都
市
の
中
の
形
象
に
お
け
る
意
味
の
重

層
性
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て 

「
近
代
」
の
パ
リ
の
姿
は 

「
古
典
古
代
」
に

重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
の
、
そ
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
で
あ
り
、「
脆
さ
」「
か
よ
わ
さ
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る「
白
鳥
」
や
、22

 

ユ
ゴ
ー
が
と
ら
え
た 

「
凱
旋
門
」、メ
リ
ヨ
ン
が
エ
ッ
チ
ン
グ
で
描
き
出
し
た 

「
ポ
ン・ヌ

フ
」
は
、
こ
の
二
つ
の
世
界
の
橋
渡
し
と
な
る
形
象
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
ま
た
、
都
市
は
夢
の
世
界̶

̶

覚
醒
時
に
は
意
識
の
下
に
埋
め
ら
れ
た
世
界̶

̶

と
も
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
世
界
に
降
り
て
行
く
敷
居
は
都
市
の
中
に
い
く
つ

か
あ
る
の
だ
が
、「
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
場
所
の
傍
ら
を
毎
日
そ
れ
と
も
知
ら
ず
通

り
す
ぎ
て
い
る
」。『
一
方
通
行
路
』
や
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
の
い
く
つ
か
の
小

編
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
敷
居
を
越
え
る
経
験
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
意
味
の
重
層
性
に
対
し
て
、
敷
居
を
越
え
る
こ

と
の
持
つ
も
う
一つ
の
連
関
は
、
ま
さ
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
展
開
に
関
わ
っ
て
い
る
。
あ
る

理
念
的
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
世
界
を
起
点
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
の
離
反
に
よ
る

否
定
性
の
状
態
を
経
て
、
根
源
的
な
状
態
と
結
び
つ
い
た
あ
る
新
し
い
到
達
点
へ
と
い

た
る
、と
い
う
三
段
階
的
な
思
考
の
あ
り
方
は
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
は
、理
念
論（
プ

ラ
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）、
ユ
ダ
ヤ
神
学
、
歴
史
哲
学
、
そ
し
て
三
〇
年
代
に
は
マ
ル

ク
ス
主
義
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
は
三
段
階
的
な
展
開
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
思
考
が
複
合
的
に
重
な
り
合
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。23

 

そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
の

こ
の
世
界
は
、（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
場
合
、
単
な
る「
衰
亡
の
時
代
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で

は
な
い
に
せ
よ
）
否
定
性
の
徴
を
帯
び
た
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
性
・
全
体
と
し
て
の
理
念
の
断
片
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
こ
の
世
界

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
同
時
に
、
堕
罪
に
よ
っ

て
神
の
も
と
か
ら
追
放
さ
れ
罪
の
連
関
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
被
造
物
で
も
あ
る
。
こ
の

現
象
の
世
界
に
お
け
る
事
物
の
う
ち
、
と
り
わ
け
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
文
化
史
的
に
も

キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
の
異
教
的
な
も
の
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
始
原
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
言
語
の
直
接
性
か
ら
離
反
し
、
記
号
的
に
あ
る
別
の
も
の
を
意
味
す
る
と

い
う「
言
語
精
神
の
堕
罪
」24
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
重
に
も
罪
の
圏
内

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
で
、
そ
れ
自
体
と
と
も
に
別
の
も
の
を
意
味
す
る

と
い
う
ま
さ
に
そ
の
特
質
（「
二
義
性
」）
に
よ
っ
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
同
時
に
救
済
の

連
関
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
そ
の

空
間
的
形
象
の
う
ち
に
本
来
的
な
存
在
と
記
号
的
な
意
味
連
関（
本
来
性
か
ら
の
離
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反
と
し
て
の
堕
罪
）
と
い
う
弁
証
法
的
な
両
極
を
含
み
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
新

た
な
段
階
を
そ
れ
自
体
志
向
し
て
い
る
か
ら
だ
。
弁
証
法
的
な
両
極
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
二
義
性
は
ま
た
、
本
来
性
か
ら
の「
滅
び
・
衰
退
」
と

い
う
時
間
的
過
程
が
い
わ
ば
凝
縮
さ
れ
（
こ
の
こ
と
が
「
か
よ
わ
さ
」「
脆
さ
」
と
な
っ

て
現
れ
る
）、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
に
空
間
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が 

「
自
然
史(N

aturgeschichte)

」
と
呼
ぶ
、 「
自
然
」
の
空
間
の
う
ち
に 

「
歴
史
」
の

時
間
の
流
れ
が
い
わ
ば
凝
固
し
た
形
象
（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
の
あ
り
方
は
、
無
時
間
的
・

無
空
間
的
な
神
の
世
界
か
ら
追
放
さ
れ
、
時
間
と
空
間
と
い
う
形
式
の
中
で
事
物
が

存
在
し
て
い
く
こ
の「
歴
史
」
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
罪
の
世
界
の
う
ち
に
あ

る
被
造
物
が
再
び
神
の
世
界
の
中
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
展
開
に
お
い
て
、
図
式
的
に
は
三
つ
の
審
級
が
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
敷
居
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一つ
は
、
理
念
の
世
界
、

神
の
世
界
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
へ
と
越
え
る
途
上
に
あ
る
敷
居
で
あ
り̶

̶

例

え
ば 

「
言
語
精
神
の
堕
罪
」
や
、
神
学
的
・
歴
史
哲
学
的
連
関
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー

の
成
立
、
広
い
意
味
で
の「
神
話
」
の
連
関
の
誕
生̶

̶

、
そ
し
て
も
う
一つ
は
わ
れ

わ
れ
の
こ
の
世
界
か
ら
の
救
済
の
連
関
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
言

語
の
堕
罪
の
連
関
、『
暴
力
批
判
論
』
や
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
神
話
の
連
関
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
あ
る
い
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
特
徴
的
な
表
現
様
式
と
し
た
一
七
世
紀

の
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
の
世
界
、
一
九
世
紀「
高
度
資
本
主
義
」
の
パ
リ
に
お
け
る
商
品

世
界
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
あ
る
い
は
夢
の
迷
宮
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
都
市
、
記
憶
の

中
の
都
市
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
現
象
の
世
界
、「
歴
史
」
の
う

ち
に
あ
る
世
界
、
罪
に
と
ら
わ
れ
た
世
界
が
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
の
か
を
語
り
つ

つ
、
つ
ね
に
こ
の
二
つ
の
敷
居
の
そ
れ
ぞ
れ
の
彼
方
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
二
つ
の
敷
居
の
う
ち
、
二
〇
年
代
後
半
以
降
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
の
は̶

̶

先
に
あ
げ
た「
覚
醒
と
眠

り
の
間
に
あ
る
敷
居
」
や「
世
界
審
判
と
い
う
敷
居
」
に
し
て
も
そ
う
だ
が̶

̶

特
に

後
者
の
、
救
済
に
関
わ
る
敷
居
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も

と
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
一つ
に
は
、
こ
の
現
象
の
世
界
、
歴
史
の

世
界
、
罪
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
被
造
物
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
救
済
さ
れ

た
世
界
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
と
っ
て
本
来
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
救
済
さ
れ

た
後
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が̶

̶

例
え
ば
カ
フ
カ
に
お
い
て
は
、
こ
の
歪
め
ら
れ
不
潔
さ
に

満
ち
た
世
界
の
中
で
、
救
済
を
求
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
さ
ら
に
極
端
に
歪
め
ら
れ
、

ず
ら
さ
れ
て
、
限
り
な
く
引
き
延
ば
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て̶

̶

こ
の
時
代
に
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
と
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
向
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

方
向
で
の
一
定
度
の
比
較
的
明
確
な
像
を
結
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　

都
市
を
語
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
現
れ
る「
敷
居
」
は（
明
示
的
で
な
い

も
の
も
含
め
て
）、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
し
ば
し
ば「
目
覚
め
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
色
彩
を
帯
び
た「
救
済
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
敷
居
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
そ
う
し
た
場
所
の
傍
ら
を
毎

日
そ
れ
と
も
知
ら
ず
通
り
す
ぎ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
き
に
も
、（
意

味
の
重
層
性
に
関
わ
る
場
合
は
別
と
し
て
）
二
つ
の
世
界
の
間
を
自
由
に
行
き
来
で
き

る
よ
う
な
場
所
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
は 「
パ
サ
ー

ジ
ュ
」
が
ま
さ
に 

「
通
過
儀
礼(rites de passages)

」
の
場
と
し
て
映
っ
て
い
た
よ
う

に
、25
異
な
る
世
界
へ
の
入
り
口
は
、
そ
の 

「
敷
居
」
を
越
え
た
最
初
の
瞬
間
に
の
み

感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。ち
ょ
う
ど
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、少
年
期
に
シ
ナ
ゴ
ー

グ
で
の
礼
拝
に
遅
れ
た
と
き
、
取
り
残
さ
れ
遅
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
絶
望
的
な
感
情

に
つ
づ
く
、
紐
帯
か
ら
解
き
放
た
れ
た
快
感
に
よ
っ
て 

「
性
の
目
覚
め
」
を
感
じ
た
と
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

き
の
よ
う
に
。26 

　
し
か
し
、
そ
の
境
界
が
都
市
の
中
で
あ
る
空
間
的
形
態
を
と
る
と
す
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
と
っ
て
、
何
を
も
っ
て
そ
れ
は「
敷
居
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
境
界
を
越
え
る

形
式
の
場
と
な
り
う
る
の
か
。
門
、
扉
、
敷
居
な
ど
は
、
社
会
的
・
文
化
的
に
意
味

分
節
さ
れ
た
異
な
る
空
間
間
の
境
界
を
形
成
す
る
形
象
と
し
て
、
も
と
も
と
そ
の
機

能
に
ふ
さ
わ
し
い
空
間
的
形
態
を
と
っ
て
都
市
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

な
ぜ
そ
れ
ら
の
形
象
が「
敷
居
」
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
自
明
の
こ
と
が

ら
に
向
け
ら
れ
た
問
い
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば

玄
関
の
呼
び
鈴
が
鳴
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の「
敷
居
」
を
形
成
し
、27
さ
ら
に
い

え
ば
そ
れ
が
こ
の
現
象
の
世
界
の
中
か
ら
越
え
出
て
ゆ
く
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
時
間
・
空
間
を
分
割
す
る
そ
の
ベ
ル
の
音
は
、
こ
の
現
象
の
世
界
の
中
で
他

の
現
象
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
あ
る
事
物
が

重
層
的
な
意
味
・
イ
メ
ー
ジ
の
結
節
点
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
物
は
ど
の
よ
う

な
点
に
お
い
て
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
中
の
他
の
事
物
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。

３　
想
起 (Eingedenken)

　
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
』
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

記
憶
を
め
ぐ
る
理
論
に
つ
い
て
も
っ
と
も
集
中
的
に
取
り
上
げ
た
テ
ク
ス
ト
の
一つ
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
現
れ
る「
想
起(Eingedenken)

」28
と
い
う
特
殊
な
概
念
は
、
ア
レ

ゴ
リ
ー
の
理
論
連
関
を
通
じ
て
、
密
や
か
に「
敷
居
」
の
理
論
連
関
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
。『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の 

『
悪
の
華
』
が
、
そ
れ
ま
で

の
抒
情
詩
受
容
に
お
け
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
変
化
し
た
読
者
の
経
験
の
構
造
、
つ

ま
り 

「
大
工
業
時
代
の
不
毛
で
眩
惑
的
な
経
験
」29
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
前
提
の
も
と
に
、『
悪
の
華
』
を
そ
う
い
っ
た
新
た
な
経
験
の
構
造
（「
シ
ョ
ッ
ク
体

験
」）
に
お
い
て
成
立
し
た
抒
情
詩
と
し
て
分
析
し
て
い
く
。30 

し
か
し
、
こ
う
い
っ

た
論
の
展
開
を
基
本
的
に
も
ち
つ
つ
も
、『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
は
、「
シ
ョ
ッ

ク
体
験
」
に
対
置
さ
れ
る 

「
伝
統
」
や「
経
験
」31
の
連
関
が
、
単
に
乗
り
越
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」

に
対
す
る
補
完
的
な
要
素
と
し
て
、 『
悪
の
華
』
で
の
詩
人
の
経
験
の
う
ち
に
と
も
に

組
み
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
側
面
も
も
っ
て
い
る
。
こ
の
側
面
、
つ
ま
り 

「
伝
統
」「
経

験
」
の
連
関
が 

『
悪
の
華
』
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、

Eingedenken

で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は『
悪
の
華
』
の
最
初
の
部
分
を
な
す「
憂
鬱
と

理
想(Spleen et idéal)

」
と
い
う
標
題
に
つ
い
て
、 「
理
想
は
想
起(Eingedenken)

の
力
を
授
け
、
そ
れ
に
対
し
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
は
秒
の
群
れ
を
招
集
す
る
」32
と
い
う
解
釈
を
与
え

て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
右
に
述
べ
た
よ
う
な 

「
経
験
」
と
「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」
の

対
置
的
な
関
係
に
対
応
し
て
い
る
。

  

『
悪
の
華
』
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
う
ち
、「
経
験
」「
想
起

(Eingedenken)

」
に
関
わ
る
も
の
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は 

「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
関
連
づ
け
て
い

る
。「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
特
に
強
調
し
て
い
る

こ
と
は
ま
ず
、
い
わ
ば
原
初
的
な
自
然
と
言
葉
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
が
相
互
に

響
き
あ
う
も
の
と
し
て
描
か
れ
た 

「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
が
、「
礼
拝
的(kultisch)

」
な
要
素

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て（ 「
体
験
」
で
は
な
く
） 「
伝
統
」
の
領
域
に
結
び

つ
く 

「
経
験
」
の
概
念
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
概
念
配
置
以
前
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。）
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ソ
ネ
ッ
ト 

〈
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
〉
の
う
ち
最
初
の
八
行
を
テ
ク
ス
ト

の
う
ち
に
引
用
し
た
後
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が

万コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
た
の
は
、
危
機
に
対
し
て
確
固
た
る
も
の
で
あ
ろ
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う
と
す
る
、
ひ
と
つ
の
経
験
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
経
験
は
、
礼
拝
的
な
も

の
の
領
域
に
お
い
て
の
み
存
在
し
う
る
。」33 

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る「
危
機
」
と
は
、

従
来
の
抒
情
詩
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
立
の
基
盤
を
失
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た「
大
工

業
時
代
」、 「
群
集
」
の
時
代
の
状
況
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が 

「
近
代
人
と
し
て
そ
の
証
人

と
な
っ
た
崩
壊
」(I, 638) 

で
あ
る
で
あ
る
が
、 「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
は
、そ
の
よ
う
な「
近
代
」

の「
体
験
」
を
前
に
し
て
、
そ
れ
と
は
反
対
に
深
く「
伝
統
」
と「
経
験
」
の
領
域
、
そ

し
て
ま
た「
礼
拝
的
」な
領
域
に
根
ざ
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
に
お
け
る
「
経
験
」
と
「
体
験
」
と
い
う
対
概
念
は
、『
複

製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
に
お
け
る
「
ア
ウ
ラ
」
の
連
関
と
非
ア
ウ
ラ
的
な
断
片
性

（「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」）
と
い
う
対
置
関
係
に
重
な
り
合
っ
て
お
り
、い
う
ま
で
も
な
く「
礼

拝
的
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
連
関
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
複
製
技
術
論
は
、
基
本
的

に
は「
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
」
に
お
け
る
芸
術
と
知
覚
の
あ
り
方
に
焦
点
を

定
め
な
が
ら
も
、「
ア
ウ
ラ
」
を
単
に
過
去
の
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
ア
ウ
ラ
」
へ
の
強
い
想
い
を
つ
ね
に
見
え
隠
れ
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
と
ち
ょ
う

ど
同
じ
よ
う
に
、『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
で
も
、
基
本
的
に
は
「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」

に
よ
っ
て
成
立
す
る
よ
う
な
新
し
い
抒
情
詩
の
あ
り
方
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
一

方
と
す
る
両
極
が̶

̶

「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
と
理
想
」
と
い
う
標
題
を
自
分
自
身
の
概
念
配
置
の

場
に
組
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て̶

̶

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
こ
と

を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 　
「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
い
う
詩
的
体
験
が
「
ア
ウ
ラ
」
の
連
関
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
理
解
さ
れ
や
す
い
事
柄
で
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
そ
れ
が
な
ぜ「
想
起

(Eingedenken)

」
と
結
び
つ
く
の
か
。
こ
の
こ
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
や
時
間
を
め

ぐ
る
思
考
と
関
わ
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
い
て
時
は
奇
妙

な
仕
方
で
分
割
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
少
数
の
特
異
な
日
々
の
み
が
姿
を
現
す
の
で
す
。

そ
れ
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
で
す
」
と
い
う
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
を
引
用
し
た
後
、34

次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。「
こ
の
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々(bedeutende Tage)

と

い
う
の
は
、
ジ
ュ
ヴ
ェ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
完
成
す
る
時
の
日
々
で
あ
る
。
そ
れ

は
想
起(Eingedenken)

の
日
々
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る
体
験
の
し
る
し
も
な

い
。
こ
の
日
々
は
、
そ
の
他
の
日
々
と
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
時
か
ら
突
出

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
日
々
の
内
容
を
な
す
も
の
を
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
と

い
う
概
念
に
定
着
し
た
。
こ
の
概
念
は〈
現
代
の
美
〉
の
概
念
と
じ
か
に
隣
り
合
っ
て

い
る
。」35 

『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
で
の「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
や「
歴
史
の
連

続
」
へ
の
批
判
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
現
象
の
世
界
に

お
け
る
単
な
る
時
間
の
流
れ
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
の
歴
史（ 「
純
粋
な
歴
史
」）
の
う

ち
に
何
の
救
済
の
可
能
性
も
見
て
い
な
い
。
救
済
へ
の「
跳
躍
」
の
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
の
は
、
こ
の
単
な
る
時
間
の
流
れ
の
う
ち
に
存
在
し
な
が
ら
も
、
い
わ
ば
時
間
・

歴
史
を
一
点
に
凝
縮
し
た
か
の
よ
う
な
瞬
間（ 「
現
在
時(Jetztzeit)

」）
や
空
間
的
形
象

（ 「
自
然
史
」）
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
に
お
い
て
反
応
し
た「
重

要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」、
そ
し
て
そ
れ
を
言
い
換
え
た「
想
起(Eingedenken)

の

日
々
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
歴
史
・
時
間
が
凝
縮
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
に
お
い
て「
時
は
奇
妙
な
仕
方
で
分
割
さ
れ
て
」
い
る
と
い
う
プ
ル
ー
ス
ト
の

言
葉
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
特
別
な
注
意
を
向
け
る
場
合
、
彼
が
意
図
し
て
い
る

の
は
、
あ
る
時
間
の
流
れ
を
単
に
切
り
分
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
単

な
る
時
間
の
進
行
の
中
で
、
例
え
ば（
プ
ル
ー
ス
ト
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
）「
も
し

も
、
あ
る
宵
」
と
い
う
詩
の
言
葉
と
な
っ
て
現
れ
出
て
く
る
よ
う
な「
重
要
な
意
味
を

も
つ(bedeutend)

」
瞬
間
、
他
の
均
質
に
流
れ
る
時
間
か
ら
突
出
し
て
存
在
す
る
瞬

間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
想
起(Eingedenken)

」
と
は
、
こ
う
い
っ
た
単
な

る
時
間
の
流
れ
、 「
純
粋
な
歴
史
」に
お
い
て
突
出
し
た
特
別
な
瞬
間
と
し
て
存
在
す
る
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「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
が
、
現
象
の
世
界
、
歴
史
の
世
界
と
な
る
以
前
の
理
念

の
世
界
、
神
の
世
界
を
指
し
示
す
こ
と
そ
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
は
想
起(Eingedenken)

の
デ
ー
タ
で
あ
る
。そ
れ
は
歴
史
的(historisch)

な
デ
ー
タ
で
は
な
く
、
前
史(Vorgeschichte)

の
デ
ー
タ
で
あ
る
。」36 

時
間
の
流
れ

や
あ
る
展
開
に
お
い
て
は
過
去
の
も
の
、
そ
れ
以
前
の
事
象
へ
と
立
ち
帰
る
行
為
と
し

て
の「
想
起(Eingedenken)

」
に
よ
っ
て
想
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
も
の
（
＝
「
デ
ー
タ
」、

「
そ
れ
ら
の
日
々
の
内
容
を
な
す
も
の
」）
は
、「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
い
う
詩
的
体
験
の
な

か
で
感
じ
取
ら
れ
た
い
わ
ば
原
初
的
な
自
然
と
言
葉
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
こ
の
単
な
る
時
間
の
流
れ
の
中
の
世
界
、「
歴
史
的(historisch)

」
な
世
界
に
お

け
る
あ
る
特
定
の
過
去
で
は
な
く
、
ま
さ
に「
歴
史
」
の「
前
」
に
あ
る
世
界
で
あ
る
。

し
か
し
、「
想
起(Eingedenken)

」
は
た
だ
単
に
そ
う
い
っ
た
根
源
を
想
い
起
こ
す
行

為
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
根
源
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
歴
史
の
世

界
の
う
ち
に
突
出
し
て
存
在
す
る
瞬
間
と
い
う
断
片
、あ
る
い
は「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」

の
表
現
に
よ
る
な
ら
ば
、 「
歴
史
の
連
続
を
打
ち
砕
い
て
取
り
出
し
た
」
よ
う
な 「
現
在

時(Jetztzeit)

」37 

の
断
片
を
引
用
し
、̶
̶

「
後
史
」
と
な
る
も
の
へ
と̶

̶

新
た

に
構
成
す
る
歴
史
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て「
歴
史

は
構
成
の
対
象
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」

が「
完
成
す
る
日
々
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た 

「
前
史
」
を「
想
起
」
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

〈
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
〉
と
並
ん
で 

〈
前
世
の
生
〉
と
題
さ
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
の
う
ち
に
も
見
て
い

る
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
ほ
う
が
そ
の
題
名
自
体
に
よ
っ
て
さ
ら
に
は
っ
き
り
と「
想
起
」

の
対
象
を
指
し
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
祝
祭
日
を
重
大
で
意
味
深
い
も
の
に
す

る
の
は
、
前
世
の
生
と
の
出
会
い
で
あ
る
。」
祝
祭
日
も
ま
ち
が
い
な
く
あ
る
伝
統
の

連
関
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
暦
の
中
で
他
の
日
々
と
は
異
な
っ
た「
重

要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
歴
史
の
構
成
の
対
象
と
な
る
。「
歴

史
の
連
続
性
を
打
ち
砕
い
て
こ
じ
開
け
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
行
動
の
瞬
間
に
あ
る

革
命
的
な
階
級
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
新
し
い
暦
を
導
入
し

た
。
一つ
の
暦
が
始
ま
る
そ
の
最
初
の
一
日
は
、
歴
史
の
低
速
度
撮
影
と
い
う
意
味
合

い
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
祝
祭
の
日̶

̶

そ
れ
は
想
起(Eingedenken)

の
日
に

ほ
か
な
ら
な
い̶

̶

と
し
て
繰
り
返
し
回
帰
す
る
の
も
、
根
本
的
に
は
、
こ
れ
と
同

じ
日
な
の
だ
。」38 「
暦
」
は
、一
年
の
時
間
の
流
れ
を
均
質
に
分
け
る
思
考
に
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て 

（
時
間
を
均
質
に
分
け

る 

「
時
計
」
に
対
し
て
）
暦
は
む
し
ろ「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
が
現
れ
る
場
な

の
で
あ
る
。「
暦
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
百
年
来
と
い
う
も
の
、
も
は
や
ど
ん
な
か
す
か

な
痕
跡
す
ら
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
か
に
見
え
る
あ
る
歴
史
意
識
の
、
そ
の
記
念

碑
な
の
で
あ
る
。」

　

先
の
引
用
の
中
で
も
う
一つ
興
味
深
い
の
は
、「
歴
史
の
低
速
度
撮
影
」
へ
の
言
及

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
さ
に「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
と
し
て
の「
想
起

(Eingedenken)

の
日
々
」
の
特
質
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
低
速
度
撮
影
を
行
っ
た
フ
ィ

ル
ム
を
映
写
す
る
と
、
実
際
の
時
間
の
流
れ
よ
り
も
速
い
速
度
で
人
物
が
動
き
、
事

物
が
変
転
し
て
ゆ
く
が
、
こ
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
き
わ
め
て
長
い
も
の
に
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
歴
史
の
推
移
が
き
わ
め
て
短
い
時
間
の
う
ち
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
感
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
は
次
の
よ
う
な
メ
モ
が
残
さ

れ
て
い
る
。「
パ
リ
の
市
街
地
図
か
ら
一
本
の
刺
激
的
な
映
画
を
作
り
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
パ
リ
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
そ
の
時
間
的
な
順
序
に
従
っ
て

展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
街
路
や
目
抜
き
通
り
や
パ
サ
ー
ジ
ュ
や
広
場
の
こ
こ

数
世
紀
に
お
け
る
動
き
を
三
〇
分
と
い
う
時
間
に
凝
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
、
遊
歩
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
さ
に
こ
れ
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以
外
の
な
に
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。」39 

単
な
る
時
間
の
流
れ
の
中
に「
重
要
な
意
味

を
も
つ
日
々
」
や「
現
在
時(Jetztzeit)

」
と
し
て
存
在
す
る
特
別
な
瞬
間
は
、
ち
ょ

う
ど 
「
自
然
史
」
が「
歴
史
」
と
い
う
時
間
性
の「
自
然
」
と
い
う
空
間
性
へ
の
凝
縮
で

あ
る
よ
う
に
、
歴
史
の
時
間
の
流
れ
が
一
点
に
凝
縮
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
き
、時
間
の
流
れ
の
中
に
突
出
し
て
存
在
す
る「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」

と
な
ら
ん
で
、
こ
の
歴
史
の
世
界
の
単
な
る
空
間
の
広
が
り
の
中
に
、
い
わ
ば 

「
重
要

な
意
味
を
も
つ
場
所(bedeutende O

rte)

」
と
し
て
存
在
す
る
空
間
的
形
象
を
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
さ
に「
自
然
史
」
と
し
て
こ
の
世
界
の
う
ち
に

存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
の「
敷
居
」
と
は
、
彼

の
歴
史
主
義
批
判
に
お
け
る
表
現
を
転
用
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば「
均
質
で
空
虚
な
空

間
」
の
う
ち
に
、
つ
ま
り「
空
間
の
連
続
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
場
の
う
ち
に

存
在
す
る「
重
要
な
意
味
を
も
つ
場
所
」
の
一つ
で
あ
る
と
も
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
か
ら
こ
の
空
間
を
均
質
な
も
の
と
し
て
と
ら
え

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
間
の
流
れ
に
お
け
る「
暦
」
と
同
様
に
、
も
と
も

と「
重
要
な
意
味
を
も
つ
」
も
の
に
よ
っ
て
世
界
を
と
ら
え
て
い
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。「
時
計
」
に
よ
っ
て
時
間
を
均
質
な
流
れ
と
し
て
等
分
に
計
測
す
る

技
術
が
進
展
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
あ
り
方
が
ま
す
ま
す 
「
時
間
の

強オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン

迫
観
念
」40
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、「
地
図
」
に
お
け
る
空

間
表
現
も
、
人
間
の
自
然
な
空
間
表
象
に
従
っ
た
も
の（
表
象
さ
れ
た
距
離
・
方
向
に

よ
る
絵
地
図
）
か
ら
、
厳
密
に
数
値
化
さ
れ
、
例
え
ば
緯
度
と
経
度
に
よ
っ
て
あ
ら

ゆ
る
地
点
を
等
質
に
指
し
示
す
こ
と
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
く
か
が
大
き
く
変
貌
し
て
き
た
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
が『
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
や
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
で
も
言
及
し
て
い
る
、
パ

リ
の
番
号
制
住
所
表
記
の
導
入
も
こ
う
い
っ
た
世
界
把
握
の
転
換
の
一
端
を
示
し
て
い

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
概
念
的
分
節
化
に
基
づ
く
哲
学
的

思
考
を
批
判
し
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
根
源
を
指
し
示
し
つ
つ
非
連
続
的
に
存
在
す

る
断
片
の
構
成
と
い
う
思
考
の
あ
り
方
を
方
法
論
的
に
提
起
し
て
い
る
が
、
彼
が
ベ
ル

リ
ン
や
パ
リ
な
ど
の
都
市
を
描
く
際
に
試
み
て
い
る
歴
史
お
よ
び
空
間
の
叙
述
の
あ
り

方
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
の
圏
内
に
あ
る
。

   「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
と
理
想
」と
い
う
標
題
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
読
み
取
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

『
悪
の
華
』
の
二
つ
の
構
成
要
素
の
う
ち
、こ
れ
ま
で「
理
想
」
に
関
係
づ
け
ら
れ
た「
想

起(Eingedenken)

」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
み
を
追
っ
て
き
た
。
し
か
し
、『
悪
の
華
』
の

基
本
的
な
方
向
を
規
定
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
ア
ウ
ラ
的
な
連
関
で
は

な
く
、
反
対
に
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」、「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
よ
う
な「
現
代
の
美
」
の
連
関
、 「
理
想
」
と
対
置
さ
れ
る 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン鬱

」
の
連
関
で

あ
る
。41 

「
秒
の
群
れ
を
招
集
す
る
」
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
と
は
、
時
計
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
る
均
質

な
時
間
の
な
か
に
、
つ
ま
り
こ
の
世
の
生
の
う
ち
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
慰
め
の

な
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り「
理
想
」
が
、
こ
の
時
間
性
の
支
配
す
る
世

界
の
中
で
、
い
わ
ば
時
間
が
凝
縮
し
た「
重
要
な
意
味
を
も
つ
時
間
」・ 「
重
要
な
意
味

を
も
つ
場
所
」
に
お
い
て
、「
想
起(Eingedenken)

」
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
」
は
こ
の
世
界
の
時
間
性
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が 

〈
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
〉
と 

〈
前
世
の
生
〉
に
お
い
て
、

真
の
歴
史
的
経
験
の
引
き
裂
か
れ
た
二
つ
の
部
分
を
手
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
」42 

と

い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、 「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
」
と 

「
理
想
」
の
あ
い
だ
の
両
極
的
な
時
間
性
の
あ
り

方
が
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、こ
の
よ
う
に 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
と
理
想
」
は
本
来
対
極
的
な
関
係
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
」
を
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。 「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
に
お
い

て
は
時
間
が
物
化
さ
れ
る
。
一
分
一
分
が
人
間
を
雪
片
の
よ
う
に
被
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
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時
間
は
、
無メ

モ
ワ
ー
ル
・
ア
ン
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
ー
ル

意
思
的
記
憶
の
時
間
と
同
様
、
歴
史
を
持
た
な
い
。
し
か
し
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
に
お

い
て
は
時
間
感
覚
が
不
自
然
に
鋭
敏
に
な
る
。
一
秒
ご
と
に
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

止
め
る
た
め
に
、
意
識
が
動
員
さ
れ
る
。
／
時
間
の
計
算
は
持
続
性
よ
り
も
均
等
性

を
重
ん
じ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
自
分
の
中
に
異
質
で
目
立
つ
断
片
を
残
し
て
お
か

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。」43 

つ
ま
り
、「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
」
に
お
い
て
も 

「
想
起(Eingedenken)

の

日
々
」
と
同
様
に
、
秒
を
刻
ん
で
ゆ
く
均
質
な
時
間
の
な
か
で「
物
化
さ
れ
」、「
雪
片
」

の
よ
う
に
堆
積
し
、「
異
質
で
目
立
つ
断
片
」
と
な
る
よ
う
な
、
時
間
の
空
間
的
形
象

へ
の
凝
縮
が
生
じ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
物
化
さ
れ
た
時
間
は
、
無
時
間

的
な 

「
理
想
」
と
結
び
つ
い
て
い
る「
無メ

モ
ワ
ー
ル
・
ア
ン
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
ー
ル

意
思
的
記
憶
の
時
間
」
と
同
じ
よ
う
に
、
均

質
な
時
間
の
流
れ
の
中
に
存
在
し
つ
つ
も
、
い
わ
ば
凝
固
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た（ 「
歴
史
を
持
た
な
い（geschichtslos)

」）
時
間
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
時
間
性
が
空
間
化
し
た
形
象
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
歴
史
の
世
界
の
う

ち
に「
自
然
史
」
と
し
て
存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
」
の
中
で
時
間
の
流
れ
か
ら
析
出
し
た
も
の
は
、「
想
起
の
日
々
」
と
し
て
、「
重

要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
と
し
て
、
時
間
の
流
れ
か
ら
突
出
し
た
も
の
と
同
じ
な
の
だ

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
把
握
に
従
う
か
ぎ
り
、 〈
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
〉
や 
〈
空
虚
を
好

む
心
〉
と 

〈
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
〉
や〈
前
世
の
生
〉
が
、
対
照
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
対
照
的
な
詩
の
う
ち
に
、時
間
が
凝
縮
し
た
空
間
的
・

時
間
的
形
象
と
い
う
特
質
が
同
じ
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
は
、

ア
レ
ゴ
リ
ー
が
も
と
も
と
有
し
て
い
る
両
極
性
に
由
来
す
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
一
方
で
、

そ
れ
自
体 

「
根
源
」、 「
前
史
」
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
、こ
の
歴
史
の
世
界
の
中
で

救
済
の
可
能
性
を
秘
め
た
形
象
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
堕
罪

に
よ
っ
て
神
の
世
界
か
ら
こ
の
歴
史
の
世
界
へ
と
放
逐
さ
れ
、
あ
く
ま
で
も
罪
の
連
関

に
囚
わ
れ
た
形
象
で
も
あ
る
。「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
と
理
想
」
は
つ
ま
り
、
こ
の
歴
史
の
世
界
と
理

念
の
世
界
の
対
置
関
係
を
指
し
示
す
と
と
も
に
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
両
極
的
な
位
置
づ

け
の
表
現
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
互
い
を
前
提
と
し
つ
つ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
さ

ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
姿
を
現
し
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
の
連

関
に
お
い
て 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
」
が
、例
え
ば
ブ
ラ
ン
キ
や
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
永
遠
回
帰
の
テ
ー

マ
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、「
新
し
い
も
の
」
で
あ
り
、
か
つ
「
つ
ね
に
同
じ
も
の
」
で
あ

る 

「
商
品
」
の
世
界
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界̶

̶

歴
史
の
世

界
、
現
象
の
世
界
、
罪
の
連
関
に
あ
る
世
界̶

̶

に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
理
想
」
と
い
う
言
葉
を
と
っ
て
こ
こ
で
現
れ
た
も
う
一つ
の
要
素
は
、
そ
う
い
っ
た
歴

史
の「
前
」
の
根
源
的
な
世
界
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
歴
史
の
世

界
か
ら
救
済
さ
れ
た
、
歴
史
の 

「
後
」
の
神
の
世
界
を
も
指
し
示
し
て
い
る
。「
想
起

(Eingedenken)

」
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
言
葉
は
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
コ
ン
テ
ク

ス
ト（
物
語
論
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
記
憶
論
、
歴
史
概
念
等
）
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
色

合
い
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
概
念
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は̶

̶

物

語
論
や
記
憶
論
の
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も「
想
起(Eingedenken)

」
の
連

関
で 「
礼
拝(Kult)

」や 「
祝
祭
日
」が
共
通
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に̶

̶

な
に

よ
り
も
こ
れ
が
根
源
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と

を
前
提
と
し
つ
つ
も
、 『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
で
は 

「
想
起(Eingedenken)

」
に
お

け
る
ア
ク
セ
ン
ト
は
、む
し
ろ 

「
後
史
」
へ
と
向
か
う
救
済
の
連
関
に
置
か
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。

時
間
が
そ
の
胎
内
に
何
を
宿
し
て
い
る
の
か
を
時
間
か
ら
聞
き
だ
し
た
占
師
た
ち

は
、
間
違
い
な
く
、
時
間
を
均
質
な
も
の
と
し
て
も
空
虚
な
も
の
と
し
て
も
経
験

し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
あ
り
あ
り
と
脳
裡
に
思
い
描
け
る
者
は
お
そ
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ら
く
、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
が
想
起(Eingedenken)

の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
経
験

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ま
っ
た
く

同
じ
よ
う
に
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
未
来
を
探
る
こ
と
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
禁

じ
ら
れ
て
い
た
。
律
法
と
祈
祷
は
、
そ
の
代
わ
り
に
彼
ら
に
想
起(Eingedenken)

を
教
え
て
い
る
。
占
師
に
予
言
を
求
め
る
人
び
と
が
囚
わ
れ
て
い
る
未
来
の
魔
力

か
ら
、
想
起
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
解
放
し
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ

人
に
と
っ
て
未
来
が
、
均
質
で
空
虚
な
時
間
に
な
っ
た
わ
け
で
は
や
は
り
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
未
来
の
ど
の
瞬
間
も
、
メ
シ
ア
が
そ
れ
を
潜
り
抜
け
て
や
っ
て
く
る

可
能
性
の
あ
る
小
さ
な
門
だ
っ
た
の
だ
。（
補
遺
B
）
44

シ
ョ
ー
レ
ム
は
こ
の
テ
ー
ゼ
に
言
及
す
る
際
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
メ
シ
ア
的
理
念
」
が

エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
ほ
ど
誤
っ
た
こ
と
は
な
い
と
述

べ
な
が
ら
、
こ
の
「
メ
シ
ア
的
理
念
」
と
並
ぶ
ユ
ダ
ヤ
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て「
想
起

(Eingedenken)

の
理
念
」
を
あ
げ
て
い
る
。45 

ブ
ロ
ッ
ホ
か
ら
の
影
響
を
否
定
す
る

シ
ョ
ー
レ
ム
の
言
葉
が「
想
起(Eingedenken)

」
ま
で
も
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る

か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
こ
の
概
念
は
明
ら
か
に
、
過
去
の
も

の
の
中
に
潜
む
未
来
を
指
し
示
す
力
で
あ
り
、
か
つ
人
間
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の

と
の
神
秘
的
合
一の
場
で
も
あ
る
ブ
ロ
ッ
ホ
の「
想
起(Eingedenken)

」
の
概
念
と
き

わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。46 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

の
初
期
の
草
稿
の
中
で「
目
覚
め
」
を 

「
想
起(Eingedenken)

の
弁
証
法
的
、コ
ペル

ニ
ク
ス
的
転
換
」
と
位
置
づ
け
る
言
葉
の
後
に
ブ
ロ
ッ
ホ
の
名
を
記
し
て
い
る
が
、47 

そ
の「
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
」に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「歴

史
を
見
る
に
あ
た
っ
て
の
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
と
は
こ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま

で 

「
既
在
」(das »G

ew
esene«) 

は
固
定
点
と
み
な
さ
れ
、
現
在
は
、
手
探
り
し
な
が

ら
認
識
を
こ
の
固
定
点
へ
と
導
こ
う
と
努
め
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
や
こ

の
関
係
は
逆
転
さ
れ
、
既
在
が
弁
証
法
的
転
換
の
場
に
、
覚
醒
し
た
意
識
の
突
然
の

出
現
の
場
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
政
治
が
歴
史
に
対
す
る
優
位
を
も
つ
よ
う
に
な

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
的
な
こ
と
が
ら
は
、
た
っ
た
い
ま
わ
れ
わ
れ
に
ふ
り
か
か
っ
た

も
の
と
な
る
。そ
し
て
、そ
の
事
実
的
な
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
は
想
起(Erinnerung)

の
仕
事
で
あ
る
。
実
際
、
目
覚
め
と
は
、
こ
う
し
た
想
起(Erinnern)

の
も
っ
と
も

模
範
的
な
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
、
も
っ
と
も
月
並

み
な
も
の
、
も
っ
と
も
自
明
な
も
の
を
想
起
す
る(erinnern)

こ
と
に
成
功
す
る
よ

う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。」48 

こ
こ
で
はErinnerung

とEingedenken

は
実
質
的
に

ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
再

び
ふ
れ
る
）、
と
り
あ
え
ず
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
の
「
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
的
転
換
」
は
二
つ
の
事
柄
を
さ
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一つ
は
、
過
去
の

あ
る
出
来
事（ 「
既
在
」）
は
こ
れ
ま
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
事
実
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
過
去
の
事
実
に
遡
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
し
い

歴
史
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
去
の
出
来
事
は
そ
の
よ
う
な「
固
定
点
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
認
識
が
転
換
す
る
場
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
在

の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
過
去
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
出
来
事
が
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
今
現
在
と
い
う
時
点
で
、
そ
の
出
来
事
に
お
い
て
認
識
の
転
換
が
起
こ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
む
し
ろ
未
来
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
が
ら
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
明
確
に
言
表
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
を〈
実
際
に
あ
っ
た
通
り
に
〉
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
危
機
の
瞬

間
に
ひ
ら
め
く
よ
う
な
想
起(Erinnerung)

を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
」49
と
い

う 

「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
の
中
の
一
節
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
箇
所
で
、Erinnerung

とEingedenken

が
し
ば
し
ば
あ
ま
り

一
貫
性
の
な
い
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
読
者
を
混

乱
さ
せ
る
。
例
え
ば
、「
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
」を
説
明
す
る
テ
ク
ス
ト
に
続
く
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
の
断
片
に
は
、「
既
在
を
夢
の
想
起(Traum

erinnerung)

に
お
い
て
経
験
す
る

こ
と
！　

̶
̶

と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
想
起(Erinnerung)

と
目
覚
め
は
き
わ
め

て
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
覚
め
は
想
起(Eingedenken)

の
弁
証
法
的
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
な
の
で
あ
る
」50
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
二
つ

の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
言
い
換
え
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く

次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
が

い
か
に
神
学
、
理
念
論
、
歴
史
哲
学
さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
彼
が
直
接
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
る
の
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
せ
よ
、
ベ
ル
リ
ン
を
語
る
テ
ク
ス
ト
に
せ
よ
、
こ
の

世
界
の
中
の
ご
く
日
常
的
な
事
物
で
あ
る
。Erinnerung
と
い
う
ご
く
日
常
的
な
言

葉
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
経
験
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
のErinnerung

は
、
過
去
の
あ
る
出
来
事
を
思
い
出
す
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
思

い
出
さ
れ
た
内
容（
記
憶
）
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
と
し
て
のErinnerung

は
、
過
去
の
出
来
事
を
思
い
出
す
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
手
に
し
たErinnerung

は
、
現
在
の
う
ち
に
あ
る

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
る
時
間
的
な
流
れ
が
凝
縮
さ
れ
た
像
、「
そ
れ
が
認
識
可
能
な

〈
い
ま
〉、
稲
妻
の
よ
う
に
ひ
ら
め
く
過
去
の
像
」51
と
し
て
存
在
す
る
。「
夢
の
想
起

(Traum
erinnerung)

」
と
は「
既
在
」
と
同
様
に
、
現
在
の
う
ち
に
あ
る
わ
れ
わ
れ

が
手
に
し
て
い
る
像
な
の
で
あ
る
。
そ
の
像
に
お
い
て
あ
る
認
識
の
転
換
が
起
こ
る
と

き
、
過
去
に
生
じ
た
出
来
事
は
、「
た
っ
た
い
ま
わ
れ
わ
れ
に
ふ
り
か
か
っ
た
も
の
」
と

し
て
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
新
た
な
様
相
を
呈
す
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お

い
て
、Erinnerung

も
転
換
を
遂
げ
た
認
識
に
よ
っ
て
未
来
を
志
向
す
る
特
質
を
持

つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
日
常
的
な
行
為
と
し
て
過
去
を 

「
思
い
出
す
こ

と
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、「
思

い
出
さ
れ
た
も
の
」
が
こ
の
日
常
の
時
間
の
世
界
の
う
ち
に
凝
縮
し
た
像
と
し
て
析
出

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、Eingedenken

は
単
な
る
日
常
的
な
過
去
の
出
来
事
で
は
な

く̶
̶

「
祝
祭
日
」
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に̶

̶

あ
る
根
源
的
な
事
態
に
遡
及
す
る
。
ま
た
、Eingedenken

は
思

い
出
さ
れ
る
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る「
重
要
な
意
味
を
も
つ
」
日
々
や
空
間

的
形
象
が
指
し
示
す 

「
根
源
」
に
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

と
っ
て
そ
の
よ
う
な「 

過
ぎ
去
っ
た
も
の
へ
の
虎
の
跳
躍
」52
は
、「
歴
史
の
連
続
を
打

ち
砕
い
て
取
り
出
す
」
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
歴
史
の
世
界
か
ら
の
救
済
と
な
る
が
ゆ

え
に
、Eingedenken

と
い
う
言
葉
に
お
い
て 

（
例
え
ば
先
に
引
用
し
た『
歴
史
の
概

念
に
つ
い
て
』
の
テ
ー
ゼ
補
遺
Ｂ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）「
前
史
」
の
連
関
に
あ
る「
根

源
」
よ
り
も
む
し
ろ「
後
史
」
へ
と
い
た
る
た
め
の「
救
済
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ

る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
で
は
、
こ
のEingedenken

の
概
念
は
ま
ず
プ
ル
ー
ス
ト
の
記
憶
理
論
と
の
連
関
に
お
い
て
現
れ
る
た
め
、
彼
の

「
無メ

モ
ワ
ー
ル
・
ア
ン
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
ー
ル

意
思
的
記
憶
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
無
意

思
的
」
で
あ
る
と
い
う
記
憶
の
様
式
そ
の
も
の
がEingedenken

を
規
定
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。「
無
意
思
的
」で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、そ
の
よ
う
な
記
憶
が̶

̶
「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
に
お
け
る
体
験
や「
前
世
の
生
」
の
記
憶
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う

に̶
̶

あ
る
無
時
間
的
な「
根
源
」
の
領
域
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
先
に

引
用
し
た 
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
補
遺
Ｂ
の
異
稿
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
はEingedenken

を 

「
歴
史
に
つ
い
て
の
神
学
的
観
念
の
精
髄
」53
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、彼
に
と
っ
て
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記
憶
を
め
ぐ
る
連
関
、
そ
れ
と
と
も
に
都
市
を
語
る
連
関
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、
あ

く
ま
で
も
ユ
ダ
ヤ
神
学
的
な
歴
史
哲
学
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
っ
た「
根
源
」
や「
救
済
」
の
連
関
は
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
例
え
ば

「
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
、
も
っ
と
も
月
並
み
な
も
の
、
も
っ
と
も
自
明

な
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
き
わ
め
て
日
常
的
な
で
き
ご
と
の
う
ち
に
宿
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
想
起
の
も
っ
と
も
模
範
的
な
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る「
目
覚
め
」
や
、

そ
の
前
段
階
と
し
て
の「
眠
り
」
や「
夢
」
も
、
比
喩
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
よ
う
な

日
常
的
な
出
来
事
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
き
わ
め
て
日
常
的
な
都
市

の
中
の
事
物
の
う
ち
に
、「
根
源
」
へ
と
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
指
し
示
す
連

関
が
宿
さ
れ
て
い
る
。
異
な
る
二
つ
の
世
界
の
境
界
と
し
て
の「
敷
居
」
は
、
事
実
的

な
も
の
、
現
象
的
な
も
の
と
神
学
的
な
も
の
、
歴
史
哲
学
的
な
も
の
と
が
重
な
り
合

う
場
で
あ
る
と
同
時
に
、「
メ
シ
ア
が
そ
れ
を
潜
り
抜
け
て
や
っ
て
く
る
可
能
性
の
あ

る
小
さ
な
門
」
と
し
て
、
都
市
の
中
の
空
間
を
そ
れ
と
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
満
た
し

て
い
る
。54 

過
ぎ
去
っ
た
も
の
が
現
在
の
う
ち
に
凝
固
し
た
夢
の
像
、
記
憶
の
像̶

̶

意
志
的
に
甦
ら
せ
た
も
の
、
そ
し
て
意
識
の
は
る
か
奥
底
で
あ
る
無
時
間
的
な
も
の
に

つ
な
が
っ
て
い
る
も
の̶

̶

は
、
こ
う
い
っ
た
小
さ
な
門
で
あ
る
。
記
憶
の
像
と
な
っ
て
、

あ
る
い
は
そ
の
物
質
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
過
去
の
時
間
を
現
在
の
う
ち
に
宿
し
て
い

る
都
市
の
形
象
た
ち
も
、
こ
う
い
っ
た
小
さ
な
門
で
あ
る
。
都
市
の
中
を
歩
く
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
門
を
通
じ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
異
な
る
世
界
を
か
す
か
に
予
感
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
の
世
界
が
織
り
な
す
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
中
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
で

あ
る
。

１　
「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、一
九
九
七
年
、
二
九
頁
。（W

alter 

Benjam
in, G

esam
m
elte Schriften. Band IV. Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1991, p. 

90. 

以
後
、
こ
の
著
作
集
か
ら
の
引
用
は
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る
巻
数
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
ペ
ー
ジ
数
で

示
す
。）

２　

山
口
裕
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
参
照
。

３  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
６　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』
晶
文
社
、

一
九
九
〇
年
、
一
三
九
頁（I, 591

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

４  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
６　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』
一
五
五̶

一
五
七
頁（I, 602-604

）
参
照
。

５  「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』、
二
一̶

二
二
頁 （IV, 86

）。

６  「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』、一
九
頁 （IV, 85

）、五
一̶

五
四
頁（IV, 102-104) 

参
照
。

７  

「
敷
居
」
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス『
敷
居
学　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
話
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
』（
伊
藤
秀
一
訳
）
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
七̶

九
八
頁 

(W
infried M

enninghaus, Schw
ellenkunde. W

alter Benjam
ins Passage des M

ythos. 

Frankfurt am
 M

ain: Suhrkam
p, 1986, pp. 26-58.) 

参
照
。

８　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
九
二̶

一
九
五
頁（V, 150-152

）
参
照
。

９　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
六
九̶

一
七
〇
頁（V, 139 [C

2a,3]

）。（
一
部
訳
を
変
更
。）

10　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
三
頁（V, 141 [C

3,3]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

11　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
六
三
頁（V, 135 [C

1a,2]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

12　
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
で
の「
地
下
的
・
冥
界
的(chthonisch)

」
と
い
う
語

の
概
念
連
関
に
つ
い
て
は
、
山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
一一
六̶

一一
八
頁
参
照
。

13　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
二
頁（V, 140 [C

2a,11]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

14　
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス『
敷
居
学
』
六
八
頁
。（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, p. 43.

）

15   「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
九
五
頁（II, 296

）。

16   「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
』
五
一
三
頁（II, 348

）。

17　

 

メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス『
敷
居
学
』
四
二̶

五
〇
頁（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, S.29-33.

）
参
照
。

18　
「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
一二
一
頁（IV, 138

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

19　

山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
一
四
一̶

二
二
二
頁
参
照
。

20　
V, 147. 

邦
訳
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
八
四
頁
で
は「
境
界
線
論
」
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
も

そ
も「
敷
居
」
と
い
う
日
本
語
は“Schw

elle”

に
対
し
て
比
喩
的
な
転
用
度
が
は
る
か
に
低
く
、
建
物
の

敷
居
の
連
想
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
に
対
し
て「
学
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
以
上
に
奇
異
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
敷
居

(Schw
elle)

」
と
い
う
タ
ー
ム
の
一
貫
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、M

enninghaus, Schw
ellenkunde
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の
翻
訳
者
で
あ
る
伊
藤
秀
一
氏
の
表
現
を
踏
襲
し
て
、
こ
こ
で
も「
敷
居
学
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と

に
し
た
い
。

21　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
八
四
頁（V, 147 [C

5a,2]

）。

22   
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
６　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』
一
三
二̶

一
三
四
頁（I, 585-586

）
参
照
。「
近
代
を
最
終
的
に
、
も
っ
と
も
内
奥
か
ら
古
典
古
代
に
結
ぶ
き
ず
な
は
、

こ
の
か
よ
わ
さ
な
の
だ
。」

23　

山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
二
一一̶

二
二
二
頁
、
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス 

『
敷
居
学
』
九
二̶

九
三
頁（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, S.54-55.

）
参
照
。
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、「
革
命
的
解

放
お
よ
び
メ
シ
ア
的
な
行
為（
救
済
）
の
時
間
構
造
に
関
す
る
彼
﹇
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹈
の
哲
学
」
と「
従
来
の
歴

史
哲
学
に
特
徴
的
な
三
段
階
説
」
と
の
違
い
を
、
後
者
が
幸
福
な
原
始
状
態
か
ら
離
反
し
た
長
い
否
定
性

の
期
間
か
ら「
漸
進
的
進
歩
」
に
よ
っ
て
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
達
す
る
と
見
て
い
る
の
に
対
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
お
い
て
は
そ
の
否
定
性
の
時
代
は
単
な
る「
衰
亡
の
時
代
」(V, 571)

で
は
な
く
、
あ
る
革
命
的
な「
虎

の
跳
躍
」(I, 701)

に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は「
事
実
上
い
つ
で
も
可
能
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
見
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
基
本
的
な
思
考
の
あ
り
方
に
対
し
て
「
三
段
階
的
」

と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
る
場
合
、
こ
う
い
っ
た
差
異
が
念
頭
に
置
か
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
と
り
わ

け
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
三
段
階
的
思
考
の
い
く
つ
か
の
系
列
が
複
合
的
に
重
な
り
合
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

24  「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
二
九
頁（II,153

）。

25  

「
門
は
通
過
儀
礼
と
関
連
し
て
い
る
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
３
』
六
四
頁
（V, 521 [L5,1]

））「
こ
れ
ら
の

門̶
̶

パ
サ
ー
ジ
ュ
の
入
り
口̶

̶

は
、敷
居
だ
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
四
頁（V, 142 [C

3,6]

））

メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス 

『
敷
居
学
』
九
頁（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, p. 8

）
参
照
。

26  

「
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
六
〇
〇̶
六
〇
一
頁（IV, 

251

）
参
照
。

27　
「
ベ
ル
と
い
う
も
の
は
専
制
的
な
脅
威
を
も
っ
て
住
ま
い
の
上
に
君
臨
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
専
制
的
な
脅

威
に
し
て
も
同
様
に
、敷
居
の
魔
力
か
ら
そ
の
威
力
を
手
に
入
れ
る
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
四
頁（V, 

141 [C
3,5]

））

28　

Eingedenken

と
い
う
言
葉
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
日
本
語
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

訳
語
の
選
択
に
関
し
て
日
本
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
あ
る
い
は
ブ
ロ
ッ
ホ
、
シ
ョ
ー
レ
ム
、
ア
ド
ル
ノ
）
研
究
者

が
最
も
頭
を
悩
ま
せ
る
問
題
の
一つ
で
あ
る
。Eingedenken

は
後
に
述
べ
る
よ
う
な
意
味
で
あ
る
程
度

anam
nesis

に
つ
な
が
る
概
念
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず 

「
想
起
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
る
こ

と
に
し
た
が
、
原
語
の
持
つ
力
が
あ
ま
り
に
も
強
力
で
あ
る
た
め
、
そ
の
訳
語
に
も
と
の
ド
イ
ツ
語
を
添
え

て
い
る
。
ま
たErinnerung

は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の「
意
思
的
記
憶
」
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る

場
合
に
は「
回
想
」
と
訳
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
はEingedenken

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い

ら
れ
た
概
念
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
はEingedenken

と
同
じ
く「
想
起
」
と
訳
し
、

ド
イ
ツ
語
を
付
記
し
た
。
ま
た
、G

edächtnis

は
プ
ル
ー
ス
ト
お
よ
び
フ
ロ
イ
ト
の
連
関
か
ら「
記
憶
」
の

語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
）
こ
れ
ら
す
べ
て
の
上

位
概
念
と
し
て
も「
記
憶
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

　

   Erinnerung

やG
edächtnis

、
そ
し
てEingedenken

と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
言
葉
に
よ
っ
て
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
ど
の
よ
う
な
概
念
上
の
切
り
分
け
を
行
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
が
異
な
る
テ

ク
ス
ト
間
で
厳
密
な
一
貫
性
を
持
っ
て
こ
れ
ら
の
タ
ー
ム
を
用
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
解
釈
に
混

乱
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
で
は
、
比
較
的
概
念
上
の
一
貫
性
が
見
ら

れ
、
ま
た 

「
想
起(Eingedenken)

」
の
概
念
が
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
主
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
概
念
の
用
い
方
に
沿
っ
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
ち
な
み
に
、Benjam

ins 

Begriffe

で“Erinnern”

の
項
を
担
当
し
て
い
るD

etlev Schötker

は
、「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
プ
ル
ー
ス

ト
と
は
異
な
り
、
お
そ
ら
くEingedenken

の
概
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
うErinnern

の
意
識
的
形
式
を
、
無
意
識
的
形
式
に
対
し
て
切
り
分
け
て
い
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、Erinnerung

とEingedenken

は
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。（C

f. M
ichael O

pitz, Erdm
ud 

W
izisla [H

rsg.], B
enjam

ins B
egriffe. Frankfurt a.M

.: Suhrkam
p, 2000, p. 260, 

A
nm

.1

） 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
がEingedenken

と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
語
に
よ
っ
て
強
調

し
よ
う
と
し
た
概
念
圏
が
ま
っ
た
く
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

29  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
二
二

頁
（I, 609

）。

30  

『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
』
で
の
記
憶
を
め
ぐ
る
諸
概
念
、
お
よ
び「
体

験
」
と「
経
験
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
久
保
哲
司「
後
期
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
解
釈
の
理
論̶

̶

ボ
ー
ド

レ
ー
ル
論
注
釈
（
２
）
お
よ
び
（
３
）」
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
第
三
九
巻
人
文
科
学
分
冊
、一
九
九
〇
年
、

三
八
三̶

三
九
四
頁
、お
よ
び
一
九
九
一
年
、一
八
三̶

一
九
五
頁
に
お
い
て
詳
細
な
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

 

31  

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て「
経
験
」と
い
う
言
葉
は
、「体
験
」と
明
確
に
対
置
さ
れ
、「伝
統
」「
ア
ウ
ラ
」

の
連
関
に
あ
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、
そ
の
意
味
で
の「
経
験
」
と「
体
験
」
の
上
位
概
念
と

し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス

ト
と
同
じ
よ
う
に「
経
験
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
二
つ
の
意
味
で
用
い
る
が
、「
伝
統
」「
ア
ウ
ラ
」
の
連
関
に

お
け
る「
経
験
」
概
念
の
場
合
に
は
、
つ
ね
に
括
弧
に
入
れ
て
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

32  
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
四

頁（I, 641

）。

33  「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
一
頁

（I, 638
）。
同
じ
内
容
を
次
の
よ
う
な
表
現
で
も
言
い
表
し
て
い
る
。「
本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
万
物
照

応
が
、
礼
拝
的（kultisch

）
な
諸
要
素
を
内
包
す
る
経
験
概
念
を
定
着
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（
同
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書
四
六
〇
頁（I, 638

））

 
34  

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、“D

ie Zeit ist bei Baudelaire auf eine befrem
dende A

rt zerfällt; 

nur w
enige T

age tun sich auf; es sind bedeutende. So versteht m
an, w

arum
 

W
endungen w

ie “w
enn eines A

bends” und änliches bei ihm
 häfig sind.” 

（I, 637

）

と
訳
し
て
い
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
原
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。《Le m

onde de 

Baudelaire est un étrange sectionnem
ent du tem

ps où seuls de rares jours notables 

apparaissent; ce qui explique les fréquentes expressions telles que 

《Si quelque 
soir

》, etc.

》（M
arcel Proust, C

ontre Sainte-Beuve. G
allim

ard, 1971, p. 628.

）　
こ
の

プ
ル
ー
ス
ト
の
も
と
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
前
半
部
分
に
い
く
つ
か
の
ア
ク
セ
ン

ト
の
置
き
換
え
が
生
じ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
で
は
主
語
が 

「
時
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、 「
時
」
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
に
顕
著
で
あ
る
の
は
、“bedeutend”

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

“notable”

が“bedeutend”

と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
別
な
「
日
々
」
が
他
の
時
間
と
区

別
さ
れ
る
の
が
よ
り
内
面
的
な
重
要
性
に
よ
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
セ
ミ
コ
ロ
ン
に
よ
っ
て
独
立
し
た“es sind bedeutende”

と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て“bedeutende (Tage)”

が
決
定
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
置

き
換
え
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
続
く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
論
議
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

35  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
五
九

頁（I, 637-638

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

36   

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ  

ク
シ
ョ
ン
１
』

四
六
一
頁（I, 639

）。

37  「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
五
九
頁（I, 701
）。

38  「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
六
〇
頁（I,701

）。 

39  『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
六
二
頁（V, 135

）。

40  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
四
五
九

頁（I, 637

）。

41　

先
に
あ
げ
た
引
用
の
中
で「
現
代
の
美
」
の
概
念
は
、「
万

コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
の
概
念
と
じ
か
に
隣
り
合
っ
て
い
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
た
（
註
35
の
引
用
参
照
）。「
現
代
の
美
」
は
「
憂
鬱(Spleen)

」の
連
関
に
あ
る
概
念
と
し
て
、

「
理
想(idéal)

」
の
連
関
に
あ
る「
万

コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
両
極
を
な
し
つ
つ
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
界
を
構
成
す
る
。

42  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
六

頁（I, 643

）。

43  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
五

頁（I, 642

）。

44  

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
六
四̶

六
六
五
頁（I, 704

）。（
一
部
訳

を
変
更
）

45　

C
f. G

ershom
 Scholem

, W
alter B

enjam
in und sein Engel. V

ierzehn A
ufsätze 

und kleine B
eiträge. H

erausgegeben von R
olf T

iedem
ann. Frankfurt am

 M
ain: 

Suhrkam
p, 1983, p. 33. 

（
好
村
富
士
彦
監
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
』
西
田
書
店
、
一
九
八
四
年
、

四
五̶

四
六
頁
参
照
。）

46   

ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
るEingedenken

の
概
念
の
親
近
性
に
関
し
て
は
、
次
の
論
文
か
ら
き

わ
め
て
大
き
な
示
唆
を
得
た
。
古
川
千
家
「
ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン̶

̶

作
用
史
研
究（
上
）̶

̶

」
愛

媛
大
学
教
養
学
部
紀
要
第
二
二
号
、
一
九
八
九
年
、
一
七
六̶

一
九
二
頁
、「
ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン̶

̶

作
用
史
研
究（
下
）̶

̶

」
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
第
三
号
、
一
九
九
七
年
、
六
五̶

九
八
頁
、
小
田
智
敏 

「
E
・ 

ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン̶

̶
Eingedenken

を
め
ぐ
っ
て
」『
ド
イ
ツ
文
学
』

日
本
独
文
学
会
編
、
二
〇
〇
一
年
、
第
一
〇
六
号
、
一一二̶

一二
二
頁
。

47   V, 1006. [F0,7] 

ち
な
み
に
こ
の
草
稿
は
ほ
ぼ
同
じ
表
現
の
ま
ま[K

1,1](V, 490)

に
書
き
換
え
ら
れ
て

い
る
が（
新
た
に
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
るEingedenken

へ
の
言
及
も
加
わ
る
）、
そ
こ
で
は
ブ
ロ
ッ
ホ
の
名

前
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
次
に
言
及
し
て
い
る
「
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
の
説
明
が
あ
る
の
は
、
こ

の
書
き
換
え
ら
れ
た[K

1,1]

に
す
ぐ
続
く
断
片
の
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

48  『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
３
』
五̶

六
頁（V, 490-491 [K

1,2]

）。

49  『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
四
九
頁（I, 695

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

50  『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
３
』
六̶

七
頁（V, 491 [K

1,3]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

51   I, 1243.

（ 『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
の
異
稿
。
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
テ
ー
ゼ
Ｖ
に
見
ら
れ
る
。）

52  「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
五
九
頁（I, 701

）。

53   I, 1252. 

54  

「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
補
遺
Ｂ
の
異
稿
に
は
、「
そ
の
扉
が
動
い
て
い
る
箇
所
の
蝶
番
が
、
想
起

(Eingedenken)

で
あ
る
」
と
い
う
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る（I, 1252

）。
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

                

１

　

夏
目
漱
石
の
辿
っ
た
軌
跡
の
な
か
に
は
、
様
々
な 

〈
越
境
〉
が
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
幼
少
期
か
ら
の
家
庭
環
境
、
職
業
的
な
位
置
、
そ
れ
に
伴
う
生
活
の

場
所
と
い
っ
た
、
私
的
な
次
元
に
お
け
る
空
間
の
移
動
と
し
て
の 

〈
越
境
〉
に
、
江
戸

か
ら
明
治
、
大
正
、
あ
る
い
は
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
と
い
う
、
日
本
と
世
界
が

経
る
こ
と
に
な
る
時
間
的
な 

〈
越
境
〉
が
折
り
重
ね
ら
れ
、さ
ら
に
そ
の
な
か
で
押
し

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
、
日
本
を
含
む
世
界
の 

〈
強
国
〉
が
お
こ
な
う
空
間
的
拡
張
と
し

て
の 

〈
越
境
〉
が
、
そ
こ
に
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

誰
も
が
知
る
よ
う
に
、
漱
石
夏
目
金
之
助
は
江
戸
時
代
の
最
後
の
年
と
な
っ
た

一
八
六
七
年
、
つ
ま
り
慶
応
二
年
に
江
戸（
東
京
）
で
生
ま
れ
た
が
、
明
治
元
年
に
当

た
る
一
八
六
八
年
に
、
夏
目
家
の
書
生
で
あ
っ
た
塩
原
昌
之
助
の
養
子
と
な
り
、
明

治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
夏
目
家
に
戻
っ
た
も
の
の
、
昌
之
助
は
籍
を
返
さ
ず
、
明
治

二
一
年
（
一
八
八
八
）
一
月
に
復
籍
す
る
ま
で
、
塩
原
金
之
助
と
し
て
生
を
送
っ
て
い

る
。
し
か
し
自
伝
的
作
品
で
あ
る 

『
道
草
』（
大
正
四
）
に
描
か
れ
る
よ
う
に
、
夏
目

家
に
復
籍
し
た
後
も
容
易
に
養
父
塩
原
昌
之
助
と
の
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
漱
石
が 

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
明
治
三
八
〜
九
）
を
書
い
て
文
名
を
得
た

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
春
頃
か
ら
昌
之
助
は
漱
石
に
つ
き
ま
と
い
始
め
、
明
治

四
二
年
（
一
九
〇
九
）に
は
度
々
金
の
無
心
に
よ
っ
て
漱
石
を
苦
し
め
て
い
る
。 『
道
草
』

の
末
尾
に
あ
る「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ど
あ
り
や
し
な
い
」
と
い
う
よ

く
知
ら
れ
た
科
白
は
、
直
接
的
に
は
昌
之
助
を
モ
デ
ル
と
す
る
養
父
島
田
の
執
念
深

さ
に
対
す
る
主
人
公
健
三
の
危
惧
を
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
同
時
に
比
喩
的
な
含

意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
も
容
易
に
断
ち
切
る
こ
と
の

で
き
な
い
因
縁
と
し
て
の
養
父
と
は
、
日
本
が
近
代
化
の
流
れ
の
な
か
で
捨
象
す
る
こ

と
の
で
き
な
い 

〈
前
近
代
〉
の
残
滓
の
比
喩
を
な
し
、健
三
の
抱
く 

〈
片
付
か
な
い
〉
と

い
う
感
慨
は
、 〈
前
近
代
〉
か
ら 

〈
近
代
〉
へ
と
こ
の
国
が 

〈
越
境
〉
す
る
こ
と
の
困
難

さ
を
示
唆
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　
こ
の
困
難
さ
は
明
治
天
皇
の
死
に
よ
る 

〈
明
治
〉
か
ら 

〈
大
正
〉
へ
の
移
行
を
契
機

と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
漱
石
の
実
感
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。『
道
草
』

の
前
年
に
書
か
れ
た
『
こ
ゝ
ろ
』（
大
正
三
）
の
結
末
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漱
石
が

明
治
と
い
う
時
代
の
終
焉
に
、
日
本
に
訪
れ
る
べ
き
転
換
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
こ
の
作
品
の 

「
先
生
」
が
口
に
す
る 

「
明
治
の
精
神
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
こ

こ
で
は
限
定
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
先
生
を
自
死
に
よ
っ
て
葬
る
こ
と
で
、
漱

石
が 

〈
明
治
〉
と
い
う
時
代
か
ら
の
脱
却
を
仮
構
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
。

先
生
と
交
わ
り
を
持
っ
た
若
い
語
り
手
の 

「
私
」
は
、
先
生
の
生
き
な
か
っ
た
新
し
い

時
代
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
先
生
は
明
治
と
い
う

時
代
と
と
も
に
自
己
の
生
を
終
え
る
に
至
る
経
緯
を
綴
っ
た
長
い
遺
書
を
彼
に
託
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
時
間
的
に
十
数
年
遅
れ
て
や
っ
て
来
る
こ
と
だ
け
で
、
未
曾
有

の
新
し
い
世
界
が
享
受
さ
れ
う
る
と
漱
石
が
考
え
た
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。『
こ
ゝ

〈
越
境
〉
す
る
漱
石
・
近
代
日
本　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
を
め
ぐ
っ
て                          

柴
田
勝
二
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ろ
』
と 

『
道
草
』
を
並
列
さ
せ
る
と
、
そ
こ
に
は
日
本
の
進
み
行
き
に
対
す
る
漱
石

の
苦
い
認
識
が
こ
ぼ
れ
出
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
『
こ
ゝ
ろ
』
に
お
い

て
、漱
石
は
先
生
の
自
死
と
と
も
に
明
治
と
い
う 

〈
古
い
時
代
〉
と
決
着
を
つ
け
た
は

ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、次
作
に
お
い
て
は
養
父
に
託
さ
れ
た 

〈
古
い
時
代
〉
の

残
滓
が
容
易
に 
〈
片
付
か
な
い
〉
と
い
う
感
慨
が
モ
チ
ー
フ
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
道
草
』
か
ら
『
こ
ゝ
ろ
』
を
照
射
す
れ
ば
、『
こ
ゝ
ろ
』
で
示
唆
さ
れ
た 

〈
明
治
〉

と
い
う
時
代
の
終
焉
は
、
む
し
ろ
あ
り
う
べ
き
可
能
性
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て 

〈
明
治
〉
が 

〈 

前
時
代
〉
と
し
て
葬
ら
れ
、「
片

付
く
」
ま
で
に
相
当
な
時
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
設
定
に
注

意
深
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
松
澤
和
宏
も
そ
の
蓋
然
性
を
忖
度
す
る
１
よ

う
に
、 『
こ
ゝ
ろ
』
の 

「
上
」
を
書
き
始
め
て
い
る 
「
私
」
の
時
間
的
な
居
場
所
は
、お

そ
ら
く
作
品
の
執
筆
時
で
あ
る〈
大
正
三
年
〉
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
の
語
り
手
が
、

先
生
と
交
わ
り
を
持
っ
て
い
た
頃
に
は
独
身
で
あ
っ
た
の
が
、 「
上
」
を
書
い
て
い
る
時

点
で
は 

「
子
供
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、小
森
陽
一
や
秦
恒
平
が 

「
私
」
と

先
生
の 

「
奥
さ
ん
」
と
の
間
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
情
交
を
想
定
す
る
論
考
や
戯
曲

を
書
き
２
、
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
が
、
む
し
ろ
こ
の
変
化
は
、
明
治
天
皇
の
死
去

と
『
こ
ゝ
ろ
』
の
執
筆
の
間
に
あ
る
以
上
の
時
間
が
、先
生
の
死
と 

「
上
」
の
語
り
出

し
の
間
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。『
こ
ゝ
ろ
』
は
明
治
天
皇
の
死
去
か

ら
三
年
後
に
発
表
さ
れ
始
め
て
い
る
が
、 「
上
」
の
語
り
手
と
し
て
の 

「
私
」
の
上
に
は
、

そ
れ
を
か
な
り
上
回
る
時
間
が
流
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
唆

す
る
も
の
が
、こ
の
時
点
で 

「
私
」
が
持
っ
て
い
る 

「
子
供
」
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
そ
れ
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
時
間
の
長
さ
に
、
漱
石
は
明
治
天
皇
の
病
死
と

そ
れ
に
つ
づ
く
乃
木
希
典
の
殉
死
、お
よ
び
先
生
の
遂
げ
る
自
死
と
い
う
三
つ
の 

〈
死
〉

に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る 

〈
明
治
〉
の
終
焉
を
、
距
離
を
置
い
て
回
顧
し
う
る
ま
で
に
要

さ
れ
る
道
程
の
長
さ
を
込
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、『
こ
ゝ
ろ
』
と 

『
道
草
』
の
基
底
に
あ
る
漱
石
の
時
代
へ
の
認
識

に
、
明
確
な
連
繋
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
江
戸̶

̶

明
治̶

̶

大
正
と
い
う
進
展

の
な
か
で
、
日
本
が
物
質
文
明
と
国
際
関
係
に
お
い
て
大
き
な
変
容
を
経
験
し
な
が

ら
も
、
容
易
に
変
わ
り
え
な
い
層
を
は
ら
み
、
人
び
と
の
意
識
と
生
活
の
内
実
が 

〈
前

近
代
〉
か
ら 

〈
近
代
〉
へ
と
真
に 

〈
越
境
〉
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
を
漱
石
は

十
分
に
認
識
し
て
い
た
。
逆
に
い
え
ば
、
維
新
以
降
の
日
本
に
訪
れ
た
変
化
と
移
行

が
、
そ
れ
だ
け
激
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
西
洋
文
明
の
摂
取
に
よ

る
急
速
な
近
代
化
の
趨
勢
が
、
そ
れ
ま
で
培
わ
れ
た
文
化
的
な
堆
積
と
齟
齬
を
き
た

し
、
様
々
な
混
乱
と
不
調
和
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
作
家
、
思
想
家
の
批

判
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
漱
石
の
批
判
的
言
説
と
し
て
は
、た
と
え
ば
講
演 

『
現
代

日
本
の
開
化
』 （
明
治
四
四
）に
お
い
て
近
代
化
の
形
を 「
外
発
的
開
化
」と 「
内
発
的

開
化
」
の
二
つ
に
分
け
、
日
本
の
明
治
期
に
お
け
る
流
れ
が
前
者
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
漱
石
が
問
題
に
し
て
い
る
の

は
、
日
本
が
西
洋
と
い
う
外
部
世
界
の
働
き
か
け
を
契
機
と
し
て
、
非
主
体
的
に
国

を
近
代
化
し
て
い
っ
た
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

変
化
が
、
日
本
人
の
生
活
の
連
続
性
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
日
本
の
開
化
は
自
然
の
波
動
を
描
い
て
甲
の
波
が
乙
の
波
を
生
み
乙
の
波
が
丙

の
波
を
押
し
出
す
や
う
に
内
発
的
に
進
ん
で
ゐ
る
か
と
い
ふ
の
が
当
面
の
問
題
な
の
で

す
が
残
念
な
が
ら
さ
う
行
つ
て
居
な
い
の
で
困
る
の
で
す
」
と
漱
石
は
語
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
漱
石
が 

「
困
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
開
化
が
国
民
の
意
識
の
進

展
に 
「
自
然
の
波
動
」
を
描
く
形
で
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
注
目
す
べ

き
な
の
は
、
漱
石
が
日
本
の
開
化
の
進
展
を
、
人
間
の
意
識
の
線
的
な
運
動
性
に
な

ぞ
ら
え
て
語
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
漱
石
の
思
索
に
お
け
る
一つ
の
特
徴
は
、
個
人
と
国
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家
を
支
え
る
も
の
を
、
と
も
に
有
機
的
な
生
命
の
流
れ
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
捉
え

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
代
の
思
想
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
説
に
漱
石
が
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
見
な
さ
れ
る

３
。
し
か
し
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
お
い
て
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
意
識
の
流
れ
は
基
本

的
に
個
人
の
同
一
性
を
支
え
る
条
件
と
し
て
措
定
さ
れ
、
個
人
の
生
活
史
と
国
家
の

進
展
を
類
比
的
に
連
関
さ
せ
る
と
い
う
発
想
は
漱
石
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
講
演 『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』 （
明
治
四
〇
）で
は
漱
石
は  

、 「
私
」
と
は「
意
識
の

連
続
し
て
行
く
も
の
」
の
謂
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
上
で「
吾
々
の
生
命
は
意
識
の

連
続
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
ど
う
云
ふ
も
の
か
此
連
続
を
切
断
す
る
事
を
欲
し
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
言
葉
で
い
ふ
と
死
ぬ
事
を
希
望
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と

語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
い
ず
れ
も
流
れ
、
進
ん
で
い
く
連
続
性
に
よ
っ
て
個
人
と

国
家
の
同
一
性
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
複
数
の 

〈
流
れ
〉
の
間
に
あ
る
齟
齬
や
ズ
レ
が
、
夏
目

漱
石
の
個
人
史
に
お
い
て
も
強
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
は
初
め
漢
文
学

を
志
し
た
も
の
の
、
大
学
予
備
門
時
代
に
時
流
に
合
わ
せ
る
べ
く
英
文
学
に
転
じ
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漱
石
が
専
門
的
な
英
文
学
に
ど
う
し
て
も
合
一
し
え
な
い
違

和
感
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は 

『
文
学
論
』「
序
」（
明
治
四
〇
）
で
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
で

あ
る
。
そ
こ
に
表
白
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
漱
石
は
漢
文
学
を
十
分
に
味
わ
う

こ
と
が
で
き
る
反
面
、
自
身
の
職
業
的
な
領
域
と
な
っ
た
英
文
学
に
対
し
て
は
馴
染

め
な
い
も
の
を
感
じ
、
そ
の
た
め
結
局
こ
の
二
つ
の
文
学
を
異
質
な
世
界
と
し
て
考
え

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
認
識
に
達
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
日
本
、
中
国
、
イ
ギ
リ

ス
と
い
っ
た
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
を
越
え
た
形
で
の
文
学
の
原
理
を
考
察
す
る
に
至
っ
た

わ
け
だ
が
、
そ
の
基
本
的
な
理
念
を
表
現
し
て
い
る
、
観
念
的
な
焦
点
と
情
緒
的
な

焦
点
の
融
合
を
意
味
す
る「
Ｆ
＋
ｆ
」と
い
う
図
式
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。

重
要
な
の
は
同
じ
言
語
表
出
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
漱
石
が
異
質

な
距
離
を
強
く
感
じ
取
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
部
の
対
象
に
対
し

て
、
漱
石
が
自
己
の
同
一
性
に
強
く
合
一
し
て
く
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
の

差
異
を
鋭
敏
に
嗅
ぎ
分
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

                

２

　

夏
目
漱
石
の
生
活
史
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
そ
う
し
た
感
覚
を
作
動
さ
せ

る 

〈
移
動
〉
な
い
し 

〈
越
境
〉
の
契
機
が
、
き
わ
め
て
多
様
な
形
で
折
り
重
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
、
夏
目̶

̶

塩
原̶

̶

夏
目
と
い
う
、
幼

時
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
の 

〈
家
〉
の
移
動
と
、
漢
文
学
か
ら
英
文
学
へ
の
移
動
は
そ

の
端
的
な
例
だ
が
、
勤
務
先
の
変
化
に
応
じ
て
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
に
か
け
て
漱

石
は
松
山
と
熊
本
に
居
住
の
場
所
を
転
じ
、
さ
ら
に
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
か

ら
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
か
け
て
は
、
日
本
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
と
生
活
の
環
境
を
大

き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の 

〈
移
動
〉
は
、
周
知
の
よ
う
に
漱
石

に
著
し
い
違
和
感
を
も
た
ら
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
へ
と
彼
を
追
い
や
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
努
力
に
よ
っ
て
得
た
英
文
学
研
究
者
と
し
て
の
居
場
所
も
、

明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
四
月
に
東
京
朝
日
新
聞
社
に
入
社
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

放
擲
さ
れ
、漱
石
は
職
業
的
作
家
と
し
て
ま
た
別
の
居
場
所
に 

〈
越
境
〉
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　

朝
日
新
聞
社
へ
の
入
社
に
よ
っ
て
、
漱
石
の
個
的
な
生
活
史
に
お
け
る
移
動
に
は
一

応
の
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
漱
石
が
身
を
置
く
日
本
は
、
日
清
、

日
露
の
二
つ
の
戦
争
後
も 

〈
移
動
〉
と 

〈
越
境
〉
を
止
め
る
こ
と
な
く
、中
国
、朝
鮮

等
の
ア
ジ
ア
諸
国
を
対
象
と
し
た
帝
国
主
義
的
な
侵
略
の
志
向
の
な
か
を
進
み
つ
づ

け
る
。
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
漱
石
に
お
け
る
私
的
な
次
元
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と
国
家
的
な
次
元
に
お
け
る 

〈
移
動
〉
や〈
越
境
〉
が
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
融
合
し
つ
つ

漱
石
の
作
品
群
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
活
動
や
生
活
の
場
に
お

け
る
様
々
な
変
化
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
初
期
の
作
品
に
は
、
し
ば
し

ば
こ
う
し
た
着
想
が
前
景
化
さ
れ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
時
漱
石
が
取
る
こ
と
の
多
か
っ
た
の
が
、
主
人
公
を
〈
日
本
〉
の
寓
意
と
し
、

そ
の
生
活
、
行
動
に
お
け
る
変
化
に
、
日
本
が
近
代
に
お
い
て
経
つ
つ
あ
る
推
移
を

重
ね
合
わ
せ
て
表
現
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
朝
日
新
聞
入
社
の
翌
年
に
書
か
れ

た『
三
四
郎
』 （
明
治
四
一
）は
そ
の
代
表
例
の
一つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の

主
人
公
で
あ
る
小
川
三
四
郎
は
、
熊
本
か
ら
上
京
し
て
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
す
る

が
、こ
の 

〈
地
方
〉
か
ら
中
央
の〈
都
会
〉
へ
の 

〈
越
境
〉
は
、明
ら
か
に
日
本
が
進
み

つ
つ
あ
る 〈
前
近
代
〉か
ら 〈
近
代
〉へ
の
移
行
を
暗
喩
し
て
い
る
。
そ
の
端
的
な
あ
ら

わ
れ
と
し
て
、列
車
に
乗
っ
て
く
る
女
性
の
肌
が
、九
州
か
ら
離
れ
る
に
し
た
が
っ
て「
次

第
に
白
く
な
る
」
と
い
う
変
化
が
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
現
実
的

な
観
察
と
い
う
よ
り
も
、東
京
に
近
づ
く
に
つ
れ
て 

〈
都
市
化
〉
あ
る
い
は 

〈
近
代
化
〉

の
度
合
い
が
高
ま
っ
て
く
る
と
い
う
変
化
の
比
喩
的
な
表
出
以
外
で
は
な
い
。
こ
の
作

品
の
な
か
で
は 

「
白
」
は「
光
」
の
換
喩
と
し
て
も
機
能
す
る
、
文
明
化
、
西
洋
化
を

象
徴
す
る
色
彩
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
西
洋
科
学
の
先
端
に
関
わ
っ
て
い
る

野
々
宮
は「
光
線
の
圧
力
」
を
研
究
し
て
い
る
４
の
で
あ
り
、
一
方
高
い
見
識
を
持
ち

な
が
ら
市
井
に
埋
も
れ
て
い
る
広
田
先
生
は 

「
偉
大
な
暗
闇
」
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
四
郎
自
身
は 

〈
黒
い
〉
世
界
か
ら 

〈
白
い
〉
世
界
に
移
動
し
た
後
も
、最
後
ま
で
と

ま
ど
い
つ
つ
主
体
的
な
行
動
者
と
な
り
え
な
い
が
、そ
れ
が
西
洋
化
と
し
て
の 

「
開
化
」

を
十
分
に
消
化
し
え
て
い
な
い
、
明
治
四
十
年
代
の
日
本
の
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
一
方
『
三
四
郎
』
の
二
年
前
の
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
発
表
さ
れ
た 

『
坊
つ

ち
や
ん
』
の
主
人
公
は
、東
京
か
ら
松
山
と
思
し
き
四
国
の
小
都
市
へ 

〈
越
境
〉
し
て

い
く
も
の
の
、こ
の 

〈
越
境
〉
は
彼
に 

「
江
戸
っ
子
」
と
い
う
空
間
的
な
自
己
同
一
性
を

覚
醒
さ
せ
、一
年
も
た
た
ぬ
内
に
彼
は 

「
不
浄
の
地
」
と
し
て
し
か
見
な
さ
れ
な
い
こ
の

地
方
都
市
を
去
っ
て
、
元
の
居
場
所
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
三
四
郎
が
熊
本
と
い
う
出
自

の
地
に
戻
ろ
う
と
い
う
気
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
こ
の 

『
坊
つ
ち

や
ん
』
の
展
開
に
は
、漱
石
の 

〈
地
方
〉
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
意
識
が
浮
上

し
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
漱
石
は
生
活
の
場
と
し
て
の
東
京
を
愛
し

て
い
た
が
、
生
活
者
と
し
て
の
好
悪
の
表
明
と
し
て
で
は
な
く
、
作
中
の
虚
構
の
要
素

と
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
帰
還
を
眺
め
れ
ば
、
そ
れ
は
第
一
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
単
純
明
快

な
正
義
漢
と
し
て
の 

〈
坊
っ
ち
ゃ
ん
〉
で
あ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
唆
す
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は 

〈
松
山
〉（
以
下
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
赴
い
た
四
国
の
都
市
を

こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
）
の
中
学
校
を
去
っ
た
後
、教
師
の
職
自
体
か
ら
離
れ
て
、 「
街

鉄
の
技
師
」
に
な
る
の
で
あ
り
、こ
の
手
記
を
綴
っ
て
い
る
時
点
で 

は
す
で
に
坊
っ
ち
ゃ

ん
は
熱
血
漢
の
青
年
教
師
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
作
品
は
、
そ
こ
に

描
き
出
さ
れ
て
い
る
主
人
公
が
、 「
現
実
に
は
存
在
し
え
ぬ 「
妖
精
」 」 （
江
藤
淳 『
夏
目

漱
石
』
新
潮
社
、
一
九
七
四・一一
）
の
如
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
叙
述
の
構
造
そ
の
も
の
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
的
な
も
の
を
相
対

化
す
る
要
素
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
現
実
の
夏
目
漱
石
自
身
は
決

し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
的
な
人
物
で
は
な
く
、
本
人
も『
私
の
個
人
主
義
』（
大
正
六
）
で
認

め
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
教
頭
の「
赤
シ
ャ
ツ
」
に
近
い
輪
郭
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ

か
ら
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
あ
く
ま
で
も
反
現
実
的
な
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
が
、

逆
に
い
え
ば
そ
の
虚
構
性
に
こ
そ
、
漱
石
が
造
形
に
お
い
て
託
し
た
現
実
世
界
に
対
す

る
認
識
の
方
向
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
う
し
た
漱
石
の
現
実
認
識
を
寓
意
的
に
構
図
化
し
た
世
界
と
し
て 『
坊
つ
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ち
や
ん
』
を
捉
え
る
視
点
が
近
年
複
数
の
論
者
か
ら
出
さ
れ
、
一つ
の
流
れ
を
つ
く
っ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
興
味
深
い
論
考
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
小
谷
野
敦
の
「『
坊

つ
ち
や
ん
』
の
系
譜
学
」（ 『
夏
目
漱
石
を
江
戸
か
ら
読
む̶

̶

新
し
い
女
と
古
い
男
』

中
公
新
書
、
一
九
九
五・三
、
所
収
）
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
小
谷
野
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
を

江
戸
幕
府
の
瓦
解
と
と
も
に
滅
び
て
い
っ
た 

「
武
士
」
の
形
象
と
し
て
眺
め
、官
軍
的

な
存
在
で
あ
る
赤
シ
ャ
ツ
ら
と
対
抗
す
る
も
の
の
、
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
去
っ

て
い
く
物
語
と
し
て
こ
の
作
品
の
展
開
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
論
の
前
提
を
な
す

の
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
通
念
に
反
し
て 

「
江
戸
っ
子
」
で
は
な
い
と
い
う
視
点
だ
が
、
そ

れ
は
江
戸
っ
子
が
尊
重
す
る 

「
粋
」
と
「
い
な
せ
」
と
い
う
美
学
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
が

満
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
反
対
に 

「
野
暮
な
正
義
漢
」
で
あ
り
、

江
戸
っ
子
的
な
美
学
は
む
し
ろ
赤
シ
ャ
ツ
の
側
に
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
赤

シ
ャ
ツ
が
江
戸
っ
子
で
あ
る
漱
石
自
身
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
納
得
さ
れ
る

が
、
小
谷
野
に
よ
れ
ば
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
「
こ
れ
で
も
元
は
旗
本
だ
」
と
語
り
、
多

田
満
仲
を
始
祖
に
持
つ
と
自
身
で
認
識
す
る
よ
う
な
武
士
の
系
譜
を
身
に
受
け
て
い

る
と
と
も
に
、
時
代
性
を
限
定
す
れ
ば
、
幕
末
の
闘
争
に
お
け
る
佐
幕
派
の
武
士
に

な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
。
彼
と
共
闘
し
て
赤
シ
ャ
ツ
ら
と
対
抗
す
る
同
僚
の「
山
嵐
」

が 

「
会
津
」の
出
身
で
あ
る
と
い
う
の
は
当
然
そ
れ
と
合
致
す
る
設
定
と
な
る
。
そ
し

て
明
治
維
新
と
と
も
に
崩
壊
し
て
い
っ
た 

「
武
士
の
夢
」
を
描
き
出
す
こ
と
が
、  『
坊
つ

ち
や
ん
』
に
込
め
ら
れ
た
密
か
な
動
機
と
し
て
推
察
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
小
谷
野
が
提
示
し
た
図
式
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
一
定
の
説
得
力
を

持
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
江
戸
っ
子
で
は
な
く 

「
武
士
」
の
形
象
と
し

て
眺
め
る
視
点
は
、
そ
れ
ま
で
の 

『
坊
ち
や
ん
』
観
を
組
み
替
え
る
意
味
を
持
つ
と
い

え
よ
う
。
も
っ
と
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
佐
幕
派
武
士
に
な
ぞ
ら
え
る
視
点
自
体
は
、
す

で
に
昭
和
四
十
年
代
に
平
岡
敏
夫
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
た
５
。
平
岡
に
お
い
て
は
断

片
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
の
視
点
を
、
作
品
全
体
を
貫
く
起
点
と
し
て
構

造
化
し
た
と
こ
ろ
に
小
谷
野
の
独
自
さ
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
小
森
陽
一
は
こ
の
小

谷
野
敦
の
論
に
呼
応
す
る
形
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
や
は
り 

「
時
代
遅
れ
の
士
族
意
識

を
過
剰
に
持
っ
て
い
た
」
子
供
が
そ
の
ま
ま
成
長
し
て
い
っ
た
姿
と
し
て
見
な
し
て
い

る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
内
に
は 

「
旧
佐
幕
派
の
恨
み
」
が
残
存
し
て
お
り
、
そ
の
は
け
口

と
し
て
語
ら
れ
る
挿
話
が
、 「
山
城
屋
」の
勘
太
郎
と
の
喧
嘩
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。 「
山

城
」
は
京
都
を
示
す
地
名
で
あ
り
、
こ
の
地
名
を
屋
号
に
持
つ
質
屋
で
あ
る「
山
城

屋
」
を  

「
経
済
的
基
盤
を
失
っ
た
元
旗
本
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
の
士
族
に
金
を
貸

す
こ
と
で
成
り
上
っ
て
い
っ
た
店
」
と
し
て
小
森
は
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
勘
太

郎
を
打
ち
の
め
す
こ
と
が
そ
の 

「
恨
み
」
に
対
す
る
カ
タ
ル
シ
ス
と
な
る
。
そ
し
て
作

品
の
展
開
と
し
て
語
ら
れ
る
行
動
に
お
け
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の 「
元
は
旗
本
」と
い
う 「
士

族
意
識
」
が
透
か
し
見
ら
れ
る
挿
話
と
し
て
、小
森
は 

「
宿
直
事
件
」
を
重
視
し
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
の「
宿
直
室
」
と
は
、
第
一
に
天
皇
皇
后
の 

「
御
真
影
」
と
教

育
勅
語
を
奉
置
し
て
お
く
場
所
で
あ
り
、
火
事
の
際
に
そ
れ
ら
を
守
る
た
め
に
教
職

員
が
命
を
落
と
す
こ
と
も
一
再
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の 

〈
神
聖
〉
な
部
屋
で
寝
泊
ま
り

す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
元
に
生
徒
た
ち
は
イ
ナ
ゴ
を
放
り
込
ん
で
騒
動
を
起
こ
し
、
ま
た

坊
っ
ち
ゃ
ん
自
身
は
宿
直
の
仕
事
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
部
屋
を
空
け
て
温
泉
に
行
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
小
森
は
こ
う
し
た
出
来
事
の
叙
述
か
ら
、「「
お
れ
」
と
い
う
中

学
校
の
数
学
教
師
が
、
徹
底
し
て
、
反 

「
教
育
勅
語
」
的
な
男
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
6

。

　

小
谷
野
敦
と
基
本
的
に
同
一
の
方
向
性
を
取
り
な
が
ら
、
作
中
の
具
体
的
な
表
象

に
滲
出
し
て
い
る
歴
史
的
文
脈
を
読
み
取
る
小
森
陽
一の
分
析
は
、
巧
み
と
い
う
ほ
か

は
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
疑
念
を
呈
す
る
余
地
が
あ
る
の
は
、
二
人
の
論
に
共
通
し

て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
佐
幕
派
武
士
の
寓
意
と
し
て
見
な
す
前
提
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そ
の
も
の
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
薩
長
を
中
心
と
す
る
反
幕
府
勢
力
に

よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
明
治
政
府
に
対
す
る
強
い
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
に

託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
把
握
で
あ
り
、
そ
れ
が
小
谷
野
に
お
い
て
は
維
新
の
達
成
と
と

も
に
失
わ
れ
た 
「
武
士
的
な
も
の
」
へ
の
郷
愁
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
、
小
森
に
お
い

て
は
天
皇
制
へ
の
違
和
感
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
小
谷
野
の
視
点
に

つ
い
て
い
え
ば
、 『
坊
つ
ち
や
ん
』
執
筆
時
に
お
い
て
な
ぜ
漱
石
が
、
江
戸
の「
武
士
的

な
も
の
」
へ
の
郷
愁
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
む
し
ろ
青
年
期
以
降
の
漱
石
の
関
心
事
は
、
一
貫
し
て
国
際
関
係
、
と
り
わ
け

対
西
洋
に
お
け
る
日
本
の
近
代
国
家
と
し
て
の
成
熟
に
あ
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
に
在
る
際
、

一
九
〇
一
年
一
月
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
葬
儀
の
後
で
、
日
記
に 

「
夜
下
宿
ノ
三
階
ニ

テ
ツ
ク
〳
〵
日
本
ノ
前
途
ヲ
考
フ
」 （
明
治
三
四・一・二
七
）
と
書
き
付
け
、
そ
の
約

二
ヶ
月
後
に
は
「
日
本
ハ
三
十
年
前
ニ
覚
メ
タ
リ
ト
云
フ
然
レ
ド
モ
半
鐘
ノ
声
デ
急
ニ

飛
ビ
起
キ
タ
ル
ナ
リ
其
覚
メ
タ
ル
ハ
本
当
ノ
覚
メ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
狼
狽
シ
ツ
ヽ
ア
ル
ナ
リ

只
西
洋
カ
ラ
吸
収
ス
ル
ニ
急
ニ
シ
テ
消
化
ス
ル
ニ
暇
ナ
キ
ナ
リ
、
文
学
モ
政
治
モ
商
業

モ
皆
然
ラ
ン
日
本
ハ
真
ニ
目
ガ
醒
メ
ネ
バ
ダ
メ
ダ
」（
明
治
三
四・三・一
六
）
と
記
し
て
い

る
よ
う
に
、漱
石
の
眼
は
つ
ね
に
日
本
の 

「
前
途
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。 『
坊
つ
ち
や

ん
』
が
発
表
さ
れ
た
明
治
三
九
年
の 「
断
片
」に
も 「
明
治
ノ
三
十
九
年
ニ
ハ
過
去
ハ
ナ

シ
。
単
ニ
過
去
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
又
現
在
ナ
シ
、
只
未
来
ア
ル
ノ
ミ
」
と
い
う
記
述
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
日
本
の
未
来
を
憂
慮
す
る
意
識
を
抱
え
つ
づ
け
て
い
た
作
家

が
、 〈
覚
醒
〉
に
よ
っ
て
真
に
脱
却
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
旧
時
代
へ
の

郷
愁
を
、
主
人
公
の
造
形
に
託
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
作
品
の
時
間
は
日
露
戦
争
の
終
結
時
、
つ
ま
り
明
治
三
八
年

（
一
九
〇
五
）
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
「
二
十
三
年
四
ヶ
月
」
と
い
う
年

齢
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
明
治
一
五
年
（
一
八
九
二
）
に
生
ま
れ
て
い
る
。
漱
石
自
身

よ
り
一
回
り
以
上
若
い
世
代
に
設
定
さ
れ
た
青
年
に
、
江
戸
末
期
の
抗
争
の
文
脈
が

託
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
の
が
自
然
な
把
握
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
坊
っ

ち
ゃ
ん
を
佐
幕
派
武
士
の
形
象
と
見
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
会
津
出
身
で
あ
る
山
嵐
と

共
闘
し
え
た
と
想
定
し
た
場
合
、
お
の
ず
と
彼
ら
の
敵
役
と
な
る
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
い

こ
ら
は
薩
長
に
代
表
さ
れ
る
反
幕
府
勢
力
の
暗
喩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
け
れ
ど
も
ど
の
よ
う
に
見
て
も
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
い
こ
を
倒
幕
派
武
士
の
暗
喩

と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
小
谷
野
自
身
が
「
西
郷
隆
盛
こ
そ
が
、 「
最
後

の
サ
ム
ラ
イ
」
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
を
打
ち
倒
し
た
薩
長

の
下
級
武
士
た
ち
の
な
か
に
も
、 「
武
士
的
な
も
の
」
は
明
瞭
に
息
づ
い
て
い
た
。
も
っ

と
も
小
谷
野
も
赤
シ
ャ
ツ
た
ち
が
反
幕
府
勢
力
を
象
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
明
治
維
新
と
と
も
に 「
武
士
的
な
も
の
」を
無
化
し
て
い
っ
た 「
近
代
化
政
策
」

の
暗
喩
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
今
述
べ
た
よ
う
に
、
漱
石
の
な
か

に 〈
近
代
〉
を
否
定
し
て 〈
江
戸
〉に
還
ろ
う
と
す
る
永
井
荷
風
的
な
心
性
は
不
在
で

あ
り
、
む
し
ろ
達
成
さ
れ
る
べ
き
近
代
化
が
四
十
年
近
く
を
経
て
も
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
漱
石
は
焦
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

小
森
陽
一の
論
考
に
お
い
て
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
佐
幕
派
武
士
と
し
て
見
立
て
る
前

提
と
、
作
品
に
描
か
れ
る
対
立
の
構
図
と
の
間
に
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
質
屋
の

「
山
城
屋
」
の
屋
号
へ
の
考
察
で
、「
佐
幕
派
と
官
軍
派
、
江
戸
と
京
都
、
徳
川
将
軍

と
天
皇
と
い
う
対
立
が
、「
お
れ
」
の
家
と 

「
山
城
屋
」
の
対
立
の
仲
に
透
け
て
見
え

て
く
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
小
森
が
見
出
そ
う
と
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん

に
込
め
ら
れ
た
寓
意
的
な
位
置
づ
け
は
、
も
っ
ぱ
ら
物
語
の
前
段
階
的
な
挿
話
に
示

さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
小
森
も
や
は
り
、
幕
末
か
ら
維
新
に
か
け
て
の
対
立
の
構
図

を
、
内
容
の
主
要
部
分
を
な
す
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
赤
シ
ャ
ツ
ら
と
の
関
係
に
お
い
て
位

置
づ
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
小
森
の
論
考
で
は
赤
シ
ャ
ツ
は
む
し
ろ
近
代
の
学
歴
社
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会
に
お
け
る
勝
利
者
と
し
て
の
位
相
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
別
個
の
構
図
の
な
か
で
両

者
の
関
係
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
結
局
い
ず
れ
の
論
考
に
お
い
て
も
、
佐
幕
派
武
士
と

し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
見
立
て
る
寓
意
は
、
彼
と
赤
シ
ャ
ツ
と
の
対
立
と
い
う
、
作
品
の

中
心
的
な
構
図
を
十
分
に
説
明
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。　

  

                    

３

　

問
題
は 

『 

坊
つ
ち
や
ん
』
を
貫
流
し
て
い
る
対
立
の
構
図
を
、江
戸̶

̶

明
治
と
い

う
時
間
軸
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
よ
う

だ
が
、
夏
目
漱
石
は
明
ら
か
に
未
来
に
至
る 

〈
近
代
〉
へ
の
志
向
を
持
つ
作
家
で
あ
り
、

前
時
代
は
あ
く
ま
で
も
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
日
本
が
そ
の 

〈
前
近
代
〉
の
残
滓
の
な
か
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
て
い
る

こ
と
が
、漱
石
に
創
作
の
動
機
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の 

〈
前
近
代
〉

か
ら 

〈
近
代
〉
へ
の 

〈
越
境
〉
の
成
就
の
度
合
い
は
、あ
く
ま
で
も
対
西
洋
の
比
較
関

係
の
な
か
で
測
ら
れ
る
の
で
あ
り  

、『坊
つ
ち
や
ん
』
も
そ
う
し
た
漱
石
の 

〈
近
代
批
判
〉

の
産
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
時
テ
ク
ス
ト
の
読
解
の
姿
勢
と
し
て

我
々
が
取
る
べ
き
な
の
は
、
断
片
的
な
言
葉
や
事
物
を
歴
史
的
な
文
脈
に
結
び
つ
け

る
こ
と
よ
り
も
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
表
象
の
物
語
っ
て
い

る
も
の
に
対
し
て
、
分
析
の
眼
を
向
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち 

『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
主
人
公
と
は
、何
よ
り
も
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

働
き
か
け
や
情
報
を
十
分
消
化
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
短
絡
的
に
反
応

し
て
し
ま
い
が
ち
な
人
物
で
あ
る
。
そ
う
し
た
性
向
を
彼
が
少
年
期
か
ら
成
人
し
た

現
在
に
至
る
ま
で
保
持
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
が
、
叙
述
の
冒
頭
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
。
小
学
校
に
居
る

時
分
学
校
の
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
一
週
間
程
腰
を
抜
か
し
た
事
が
あ
る
。
な
ぜ

そ
ん
な
無
闇
を
し
た
と
聞
く
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
別
段
深
い
理
由
で
も
な
い
。

新
築
の
二
階
か
ら
首
を
出
し
て
居
た
ら
、
同
級
生
の
一
人
が
冗
談
に
、
い
く
ら
威

張
つ
て
も
、
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
弱
虫
や
ー
い
。
と
囃
し

た
か
ら
で
あ
る
。
小
使
に
負
ぶ
さ
つ
て
帰
つ
て
来
た
時
、
お
や
ぢ
が
大
き
な
眼
を

し
て
二
階
位
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
抜
か
す
奴
が
あ
る
か
と
云
つ
た
か
ら
、
此
次

は
抜
か
さ
ず
に
飛
ん
で
見
せ
ま
す
と
答
へ
た
。

　

親
類
の
も
の
か
ら
西
洋
製
の
ナ
イ
フ
を
貰
つ
て
奇
麗
な
刃
を
日
に
翳
し
て
、
友

達
に
見
せ
て
居
た
ら
、
一
人
が
光
る
事
は
光
る
が
切
れ
さ
う
も
な
い
と
云
つ
た
。
何

で
も
切
つ
て
見
せ
る
と
受
け
合
つ
た
。
そ
ん
な
ら
君
の
指
を
切
つ
て
み
ろ
と
注
文

し
た
か
ら
、
何
だ
指
位
こ
の
通
り
だ
と
右
の
手
の
親
指
の
甲
を
は
す
に
切
り
込
ん

だ
。
幸
ナ
イ
フ
が
小
さ
い
の
と
、
親
指
の
骨
が
堅
か
つ
た
の
で
、
今
だ
に
親
指
は
手

に
付
い
て
居
る
。
然
し
創
痕
は
死
ぬ
迄
消
え
ぬ
。                                  （
一
） 

　

こ
こ
に
語
ら
れ
る
、
外
部
か
ら
の
指
嗾
に
対
し
て
、
自
身
の
身
体
を
傷
つ
け
る
可

能
性
を
顧
慮
せ
ず
に
即
座
に
反
応
し
て
し
ま
う 

「
無
鉄
砲
」
な
性
格
が
、
青
年
期
に

至
る
ま
で
こ
の
人
物
を
貫
流
し
、
そ
の
同
一
性
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
連
続
性
の
な
か

で
彼
は
四
国
の
中
学
校
に
赴
き
、
そ
こ
で
生
徒
た
ち
の
か
ら
か
い
に
対
し
て
直
情
的
に

立
腹
し
、
教
頭
の
つ
ぶ
や
く
言
葉
を
真
に
受
け
て
、
同
僚
と
対
立
に
陥
っ
た
り
す
る
の

で
あ
る
。も
し
こ
う
し
た
輪
郭
が
意
識
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
人
物
、つ
ま
り
坊
っ
ち
ゃ

ん
が
佐
幕
派
武
士
の
暗
喩
で
あ
る
な
ら
ば
、
比
喩
の
論
理
か
ら
い
っ
て
、
こ
う
し
た
性

格
が
佐
幕
派
武
士
に
も
多
少
と
も
分
け
持
た
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
幕

末
の
抗
争
に
お
い
て
幕
府
側
に
つ
い
た
武
士
た
ち
が
、坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な 「
無
鉄
砲
」

な
短
絡
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
は
も
ち
ろ
ん
い
え
な
い
。た
と
え
ば
坊
っ
ち
ゃ
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ん
の
家
と
同
じ
旗
本
で
佐
幕
派
の
武
士
で
あ
っ
た
小
栗
上
野
介
は
、
や
は
り
直
情
的

な
気
質
で
あ
っ
た
が
、
使
節
団
の
一
員
と
し
て
赴
い
た
ア
メ
リ
カ
で
そ
の
分
析
的
な
知

性
を
賞
賛
さ
れ
、
ま
た
貿
易
と
国
防
の
重
要
性
を
早
く
か
ら
認
識
し
て
横
須
賀
ド
ッ

ク
を
造
ら
せ
る
よ
う
な
先
見
性
を
備
え
て
い
た
。
ま
た
同
じ
く
旗
本
の
幕
臣
で
あ
っ

た
榎
本
武
揚
は
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
幕
府
海
軍
を
率
い
、
北
海
道
に
逃
れ
た
後
は
独

自
の
共
和
国
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
の
、降
伏
の
後
は 

〈
変
節
〉
と
も
映
る
政

治
的
姿
勢
の
転
換
を
示
し
、
明
治
政
府
の
要
職
を
歴
任
す
る
人
物
と
し
て
新
し
い
時

代
を
生
き
延
び
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
佐
幕
派
武
士
と
し
て
抜
き
ん
で
た
存
在

で
あ
り
、
そ
の
足
跡
を
佐
幕
派
武
士
の
輪
郭
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
幕
府
側
の
武
士
た
ち
の
行
動
が
、
倒
幕
側
の
そ
れ
よ
り

も
直
情
的
な
短
絡
性
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

確
か
に 『
坊
つ
ち
や
ん
』の
語
り
口
は
平
岡
敏
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、旗
本
で
あ
っ

た
勝
海
舟
の
父
親
で
あ
る
勝
小
吉
の 

『
夢
酔
独
語
』（
天
保
一
四
（
一
八
四
三
））
に
似

て
お
り
、
こ
の
人
物
が
漱
石
の
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
小
吉
自

身
は
旗
本
と
は
い
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
無
頼
の
人
物
で
あ
り
、
微
禄
の
あ
ま
り
生
活
も

自
身
で
立
て
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
少
な
く
と
も
幕
府
に
忠
誠
を
尽
く
す
と
い
う
型

の
武
士
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
勝
海
舟
も
幕
臣
と
し
て
幕
府
側
で
行
動
す
る
も
の
の
、

幕
府
に
対
し
て
は
む
し
ろ
批
判
的
な
視
点
を
持
ち
、
ま
た
西
郷
隆
盛
ら
と
の
交
渉
を

通
し
て
江
戸
城
を
無
血
開
城
に
導
く
政
治
的
手
腕
を
発
揮
し
て
い
る
。
さ
ら
に
勝
は

維
新
後
は
様
々
な
要
職
に
就
い
て
明
治
政
府
の
中
枢
を
担
う
存
在
と
な
り
、
伯
爵
の

爵
位
ま
で
授
か
っ
て
い
る
。一
人
称
の 「
お
れ
」で
語
ら
れ
る
勝
海
舟
の 『
氷
川
清
話
』 （
明

治
三
〇
）
も
、 『
夢
酔
独
語
』
の
語
り
口
と
あ
る
程
度
近
似
し
て
い
る
が
、
早
く
か
ら

養
わ
れ
て
い
た
海
舟
の
幕
府
の
現
況
に
対
す
る
批
判
的
な
意
識
の
底
に
は
、
少
年
期

に
受
け
た
小
吉
の
感
化
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
勝
海
舟
こ
そ
が 

『
坊

つ
ち
や
ん
』
の
主
人
公
を
想
起
さ
せ
る 

「
親
譲
り
」
の
気
質
の
な
か
を
生
き
抜
い
て
、

国
家
を
率
い
る
ま
で
に
な
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

も
し
漱
石
の
念
頭
に
勝
小
吉
、
海
舟
父
子
の
存
在
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

む
し
ろ 

「
佐
幕
派
」
的
な
心
性
と
逆
行
す
る
志
向
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
託
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
逆
に
倒
幕
派
、

す
な
わ
ち 

〈
薩
長
〉
の
側
に
見
立
て
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。
つ
ま
り
幕
臣
で
あ
り
な

が
ら
明
治
維
新
後
は
明
治
政
府
の
要
人
と
な
っ
て
い
っ
た
勝
海
舟
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
造

形
の
背
後
に
想
定
し
う
る
よ
う
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
倒
幕
勢
力
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら

れ
た
明
治
政
府̶

̶

明
治
日
本
に
対
立
す
る
位
置
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な

い
。
む
し
ろ
つ
ね
に
対
西
洋
に
お
け
る
日
本
の
あ
り
方
に
腐
心
し
て
い
た
漱
石
に
と
っ

て
、〈
日
本
〉
は
同
一
化
の
対
象
で
あ
る
。
現
に
漱
石
は
明
治
三
八
、九
年
頃
の 

「
断
片
」

に 

「
吾
は
日
本
の
人
な
り
、
天
下
の
民
な
り
」
と
書
き
付
け
て
い
る
。

  

『
坊
つ
ち
や
ん
』
も
漱
石
の
こ
の
よ
う
な
意
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
作
品
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
作
品
に
こ
う
し
た
視
点
を
投
げ
か
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
尊
重
す
べ

き
な
の
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
お
こ
な
う
東
京
か
ら 

〈
松
山
〉
へ
の
移
動
が
、
実
は
漱
石

の 

「
松
山
体
験
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
五
年
後
に
訪
れ
る
「
ロ
ン
ド
ン
体
験
」
を

映
し
取
っ
て
い
る
と
す
る
、
平
岡
敏
夫
の
把
握
で
あ
る
。
平
岡
は
漱
石
自
身
の
松
山

で
の
体
験
と
、 『
坊
つ
ち
や
ん
』
で
語
ら
れ
る
主
人
公
の
経
験
と
の
差
異
を
踏
ま
え
た

上
で
、
こ
の
作
品
に
語
ら
れ
る
も
の
が
、
む
し
ろ
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
か
ら
明

治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
か
け
て
の
、
漱
石
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
体
験
に
照
応
す
る
性

格
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
坊
っ
ち
ゃ
ん
は 

〈
松
山
〉
で
中
学
校
に
勤

務
し
始
め
て
か
ら
、
つ
ね
に
自
己
の
行
動
を
生
徒
た
ち
に
監
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
つ
づ
け
、 「
神
経
衰
弱
」
と
周
囲
に
評
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
が
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
漱
石
自
身
が
ロ
ン
ド
ン
で
陥
っ
て
い
た
状
態
と
合
致
す
る
も
の
に
ほ
か
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な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
平
岡
は 

『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
内
容
が
、
漱
石
の
ロ
ン

ド
ン
で
の
体
験
を
素
材
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
照
応
の

意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
帰
結
的
な
感

想
と
し
て
、
東
京̶

̶

ロ
ン
ド
ン
の
距
離
を
東
京̶

̶

四
国
の
距
離
に
矮
小
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、 「
漱
石
の
英
国
嫌
悪
、
批
判
」
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
指
摘
が
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
指
摘
は
妥
当
な
も
の
だ
が
、

重
要
な
の
は
や
は
り
、
こ
の
漱
石
の 

「
英
国
嫌
悪
、
批
判
」
が
こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
表

象
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
具
体
性
で
あ
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
造
形
に
託
さ
れ
た
寓
意
性

も
、
そ
こ
か
ら
浮
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
江

戸
末
期
の
抗
争
と
は
別
個
の
文
脈
を
担
う
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱

石
が
こ
の
作
品
に
込
め
た 「
英
国
」に
代
表
さ
れ
る
西
洋
諸
国
に
対
す
る
意
識
が
明
確

化
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
あ
ら
た
め
て
着
目
し
て
も
よ
い
の
は
、
こ
の
作
品
に
付
さ
れ
た 

「
坊
つ
ち
や

ん
」
と
い
う
表
題
で
あ
る
。
看
過
し
え
な
い
の
は
、
こ
の
表
題
が
語
り
手
の
坊
っ
ち
ゃ

ん
が
積
極
的
に
選
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
外
側
か
ら
メ
タ
レ
ベ
ル
的
に
与

え
ら
れ
た
性
格
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
差
異
は
先
行
す
る
作
品
で
あ
る 『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』
の
表
題
と
比
べ
て
も
明
瞭
で
あ
る
。「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
い
う
表
題
は

こ
の
作
品
の
語
り
の
第
一
行
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に 

〈
猫
〉
で
あ
る
語
り
手
の
明
確

な
自
己
規
定
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。 〈
猫
〉
で
あ
る
と
は
、
人
間
社
会
に
お
い
て
主
体

と
な
り
え
な
い
微
少
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
切
る
こ
と
も
な

く
、
周
縁
的
な
位
置
に
と
ど
ま
り
つ
つ
観
察
者
的
な
眼
差
し
を
投
げ
る
者
の
謂
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
作
品
の
語
り
手
は
、
自
身
が
そ
う
し
た
周
縁
的

な
観
察
者
で
あ
る
こ
と
を 

「
吾
輩
」
と
い
う
傲
然
と
し
た
響
き
を
持
つ
一
人
称
代
名
詞

に
よ
っ
て
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て 

「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
い
う
呼
称
は

決
し
て
一
人
称
の
語
り
手
の
肯
定
的
な
自
己
認
識
を
表
現
し
て
い
な
い
。
展
開
の
終
盤

で
美
学
教
師
の
野
だ
い
こ
の
言
葉
を
耳
に
し
て
彼
は 

「
野
だ
の
畜
生
、
お
れ
の
事
を
勇

み
肌
の
坊
つ
ち
や
ん
と
抜
か
し
や
が
つ
た
」（
十
一
）
と
歯
ぎ
し
り
す
る
の
で
あ
り
、
彼

に
と
っ
て 「
坊
つ
ち
や
ん
」は
否
定
の
響
き
を
も
っ
て
聞
こ
え
る
呼
称
で
し
か
な
い
。
も

ち
ろ
ん
女
中
の
清
が
彼
の
こ
と
を 「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
坊
っ
ち
ゃ

ん
も
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
現
実
に
子
供
と
し
て
過
ご
し
た
家
の
な
か
に
お
け

る
位
置
づ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
非
社
会
的
な
呼
称
が
、
職
場
と
い
う
社
会
的
な

場
で
も
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、坊
っ
ち
ゃ
ん
が
今
な
お
そ
の
域
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
彼
を
苛
立
た
せ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
が
彼
を
さ
ら
に
未
成
熟
な

〈
坊
っ
ち
ゃ
ん
〉
と
し
て
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て 

「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
い
う
、
外
部
か
ら
の
呼
称
が
表
題
と
し
て
こ
の
作

品
全
体
を
統
括
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
主
人
公
が
明
確
な
自
己
認
識

を
持
ち
え
ず
、
そ
う
し
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
客
体
的
に
し
か
位
置
づ
け

ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
作
中
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
自
身
が

こ
の
呼
称
を
否
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
な
お
作
品
の
表
題
の
位
置
を
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
性
を
二
重
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
自
分
が 

「
坊

つ
ち
や
ん
」
で
は
な
い
と
い
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
反
駁
を
、
こ
の
表
題
自
体
が
封
じ
込
め

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
主
人
公
の
主
体
的
な
自
己
規
定
を
二
重
に
相
対
化
す
る

眼
差
し
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
、
主
体
的
な
自
己
認
識
を
自
身
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
対
他
者

的
な
関
係
に
お
い
て
未
熟
さ
を
示
し
つ
づ
け
る
主
人
公
の
輪
郭
こ
そ
が
、
漱
石
の
捉

え
る
明
治
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
先
に
も
引
用
し
た

よ
う
に
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
の
日
記
に
「
日
本
ハ
真
ニ
目
ガ
醒
メ
ネ
バ
ダ
メ
ダ
」（
明
治

三
四・三・一
六
）
と
書
き
付
け
、 『
坊
つ
ち
や
ん
』
が
発
表
さ
れ
た
明
治
三
九
年
の 

「
断



94

片
」
に 

「
遠
ク
ヨ
リ
此
四
十
年
ヲ
見
レ
バ一
弾
指
ノ
間
ノ
ミ
。（
中
略
）
明
治
ノ
事
業
ハ

是
カ
ラ
緒
ニ
就
ク
ナ
リ
。
今
迄
ハ
僥
倖
ノ
世
ナ
リ
。
準
備
ノ
時
ナ
リ
」
と
述
べ
る
よ
う

な
意
識
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
造
形
の
基
底
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
漱
石
の
認
識
に
お

い
て
は
、四
十
年
を
閲
し
よ
う
と
し
て
い
る
日
本
は
、未
だ
に
本
当
に
は 

「
目
ガ
醒
メ
」

て
は
い
な
い
初
発
の
段
階
に
あ
り
、
近
代
国
家
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
た
め
に
は
、や
っ

と 

「
準
備
ノ
時
」
を
終
え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
は
そ
う
し
た
段

階
か
ら
脱
す
る
た
め
の
努
力
を
払
い
つ
づ
け
た
が
、
中
国
と
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
に
勝
ち
、

イ
ギ
リ
ス
と
も
同
盟
関
係
を
結
ん
だ
明
治
三
九
年
の
段
階
に
至
っ
て
も
、
日
本
が
近

代
国
家
と
し
て
の
成
熟
を
手
に
し
て
い
る
と
は
到
底
漱
石
に
は
見
な
し
難
か
っ
た
。
五

年
後
の
明
治
四
四
年
の
講
演『
現
代
日
本
の
開
化
』
に
お
い
て
も
漱
石
は
日
本
の
近
代

化
、つ
ま
り 

「
開
化
」
を 

「
外
発
的
」
で
あ
る
と
評
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、一
貫
し

た
自
己
同
一
性
の
上
に
立
つ
こ
と
な
く
、
外
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
反
射
的
に
反
応
す

る
と
い
う
、徹
底
し
て 

「
外
発
的
」
な
行
動
を
と
り
つ
づ
け
る
存
在
こ
そ
が
、 『
坊
つ
ち

や
ん
』
の
主
人
公
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

                    

４

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
寓
意
性
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
彼
が
佐
幕
派
武

士
に
逆
行
す
る
存
在
と
し
て
眺
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま

り
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
輪
郭
が
明
治
日
本
の
進
み
行
き
を
示
唆
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
当
然
明
治
日
本
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
人
び
と
と
強
い
重
な
り
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
お
の
ず
と 

〈
佐
幕
派
〉
よ
り
も
む
し
ろ 

〈
倒
幕
派
〉
つ
ま
り 

〈
薩
長
〉
の

系
譜
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
は
小
谷
野
敦

が
い
う
よ
う
に
確
か
に
〈
さ
む
ら
い
〉
と
し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
坊
っ
ち
ゃ
ん
を 

〈
明
治
日
本
〉
に
見
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
拡
張
し
た
次
元

で
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
日
本
は
明
治
に
入
っ
て
中
国
、
ロ
シ
ア
と
い
う
二
つ
の

大
国
と 

〈
い
く
さ
〉
を
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
〈
さ
む
ら
い
〉
と
し

て
の
行
動
に
身
を
投
じ
て
い
た
。
日
清
戦
争
も
日
露
戦
争
も
、
と
も
に
戦
前
は
日
本

の
力
が
侮
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
低
い
評
価
を
覆
す
べ
く
日
本
は
戦
い
を
開
始
し
、
結
果

的
に
は
ど
ち
ら
の
戦
争
に
お
い
て
も
日
本
は
勝
利
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。 『
坊
つ
ち
や

ん
』
は
日
露
戦
争
終
結
の
翌
年
の
明
治
三
九
年
に
書
か
れ
て
お
り
、
作
品
の
時
間
的

な
舞
台
も
、
漱
石
が
松
山
に
滞
在
し
て
い
た
時
点
か
ら
約
十
年
後
に
ず
ら
さ
れ
、
日

露
戦
争
終
結
時
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
識
的
な
設
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る

作
者
が
、
遂
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
戦
争
と
無
関
係
に
〈
さ
む
ら
い
〉
を
想
起
さ
せ
る

主
人
公
を
登
場
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
一
方
歴
史
的
な
〈
さ
む
ら
い
〉
の
世
界
か
ら
こ
の
作
品
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
。
漱
石
の
な
か
に
あ
る
、〈
近
代
〉
が 

〈
前
近
代
〉
の
残
滓
を
振
り
切
れ
な
い

形
で
進
ん
で
い
っ
て
い
る
と
い
う 

〈
連
続
性
〉
の
認
識
は
、 『
坊
つ
ち
や
ん
』
で
は
あ
る

意
味
で
は
積
極
的
な
表
出
に
転
化
さ
れ
て
い
る
。 『
道
草
』
と
は
反
対
に
、
彼
の
存
在

を
支
え
る
べ
き
基
底
と
し
て
の
近
代
以
前
の
時
間
の
堆
積
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
付
与
さ

れ
た 

〈
戦
う
者
〉
と
し
て
の
〈
さ
む
ら
い
〉
の
系
譜
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る 

「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
う
表
現
も
、そ
の
地
点
か
ら
捉
え
直

す
こ
と
が
で
き
る
。
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
、
彼
の 

「
顔
さ
え

見
れ
ば
貴
様
は
駄
目
だ
駄
目
だ
と
口
癖
の
様
に
云
つ
て
ゐ
た
」（
一
）
父
親
の
間
に
は
、

連
続
で
は
な
く
不
連
続
が
仮
構
さ
れ
て
お
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の 

「
無
鉄
砲
」
な
性
格
が

現
実
の 
「
父
」
か
ら 

〈
譲
ら
れ
た
〉
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ

の 

「
親
」
と
は
よ
り
観
念
的
な
次
元
に
お
け
る 

〈
祖お

や

〉
的
な
存
在
と
し
て
仮
構
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
小
谷
野
敦
は
そ
の 

〈
祖
〉
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
自
身
の
言
葉
を
受
け
る
形
で
、

清
和
源
氏
の
始
祖
で
あ
る
多
田
満
仲
に
見
立
て
て
い
る
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
明
治
日
本
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の
寓
意
と
し
て
捉
え
た
場
合
、そ
の 

〈
祖
〉
は
も
う
少
し
近
接
す
る
時
代
に
求
め
ら
れ

る
。
そ
の
時
坊
っ
ち
ゃ
ん
の 

〈
祖
〉
も
、
あ
ら
た
め
て 

「
親
」
的
な
親
近
性
の
な
か
に

置
き
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
平
岡
、
小
谷
野
、
小
森
ら
の
見
方
に
反
し
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の 

「
親
」
と

は
、
明
治
政
府
を
打
ち
立
て
た
倒
幕
勢
力
、
つ
ま
り 

〈
薩
長
〉
そ
の
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
経
緯
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
現

実
に
薩
摩
、
長
州
両
藩
が
幕
末
に
お
い
て
か
な
り 

「
無
鉄
砲
」
な
行
動
を
起
こ
し
て
い

る
と
い
う
、
イ
メ
ー
ジ
的
な
照
応
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
る
連
関
で
あ
る
。
一
八
五
二

年
の 

「
黒
船
」
の
来
航
以
来
、
次
々
と
外
国
船
が
日
本
に
来
航
し
、
通
商
を
求
め
た

が
、
こ
の
西
洋
諸
国
の 

〈
挑
発
〉
に
対
し
て
、
久
坂
玄
瑞
を
中
心
と
す
る
長
州
藩
の

攘
夷
派
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
五
月
一
〇
日
単
独
で
ア
メ
リ
カ
の
商
船
を
砲
撃

す
る
と
い
う
挙
に
出
た
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
艦
を
砲
撃
し
た

が
、
い
ず
れ
も
撃
沈
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
同
年
六
月
か
ら
ア
メ

リ
カ
、フ
ラ
ン
ス
は
反
撃
を
開
始
し
、
翌
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
八
月
五
日
に
は
英
・

米
・
仏
・
オ
ラ
ン
ダ
四
国
の
連
合
艦
隊
が
下
関
を
砲
撃
し
、
ま
た
た
く
間
に
砲
台
を

破
壊
し
尽
く
し
た
。
ま
た
薩
摩
藩
で
も
同
時
期
の
文
久
三
年
に
、
生
麦
事
件
の
収
拾

に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
と
対
立
し
、
交
戦
し
た
も
の
の
、
市
街
地
の
一
割
を
焼
失
す
る
打

撃
を
蒙
る「
薩
英
戦
争
」
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
局
地
的
な
戦
い
は
、
薩
長

の
攘
夷
派
に
そ
の
不
可
能
を
教
え
、
以
後
彼
ら
が
開
国
派
へ
と
転
じ
て
い
く
契
機
と

な
っ
た
が
、
中
国
、
ロ
シ
ア
と
戦
い
を
交
え
る
以
前
に
、
江
戸
時
代
の
末
期
に
日
本
が

外
国
と
こ
う
し
た
戦
争
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
傷
を
負
っ
た
前
歴
を
持
つ
こ
と
は

見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
明
治
日
本
が
い
ず
れ
も
戦
前
に
は
無
謀
と
も
思
わ

れ
た
大
国
と
の
戦
争
を
遂
行
す
る
前
に
、そ
の 

「
親
」
と
も
い
う
べ
き 

〈
薩
長
〉
は
と

も
に
西
洋
の
列
強
に
対
し
て
戦
い
を
仕
掛
け
る
と
い
う 

「
無
鉄
砲
」
な
行
動
に
出
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
確
か
に
大
国
と
の
戦
い
を
辞
さ
な
い
明
治
日
本
の 

「
無

鉄
砲
」さ
は 「
親
譲
り
」の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
人
物
的
な
照
応
に
お
い
て
も
、

ア
メ
リ
カ
船
へ
の
砲
撃
を
仕
掛
け
た
中
心
人
物
で
あ
っ
た
久
坂
玄
瑞
に
つ
い
て
、
作
家

の
古
川
薫
は 

「
志
向
や
行
動
が
直
線
的
で
、
悪
く
い
え
ば
単
純
だ
」（ 『
幕
末
長
州
藩
の

攘
夷
戦
争
』
中
公
新
書
、
一
九
九
六・一
）
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が『
坊
つ
ち
や
ん
』

の
主
人
公
を
想
起
さ
せ
る
性
格
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
7

。

　
そ
う
考
え
る
と  

『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
冒
頭
で
、事
実
的
な
関
係
性
に
逆
行
す
る
形
で

「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
う
性
格
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
み
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
こ
と
の

意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
叙
述
に
は
、
端
的
に

〈
薩
長
〉
と
く
に 

〈
長
州
〉
と
つ
な
が
る
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
盤
で
坊
っ

ち
ゃ
ん
が
引
っ
越
し
て
い
く
先
の
下
宿
屋
の
名
前
で
あ
る
。
こ
こ
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
主

人
の
老
夫
婦
に 

「
双
方
共
上
品
だ
」
と
い
う
良
い
印
象
を
抱
き
、と
り
わ
け
婆
さ
ん
に

は
清
に
抱
く
よ
う
な
懐
か
し
さ
ま
で
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
婆
さ
ん
に
対
し
て
彼

は
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
落
ち
着
き
を
見
せ
て
世
間
話
に
も
興
じ
た
り
す
る
の
だ
が
、

こ
の
下
宿
屋
の
名
前
は 

「
萩
野
」
な
の
で
あ
る
。 「
萩
」
が
長
州
藩
の
中
心
と
し
て
、幕

末
に
吉
田
松
蔭
、
高
杉
晋
作
、
桂
小
五
郎（
木
戸
孝
允
）
ら
の
人
材
を
輩
出
し
た
地

で
あ
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
下
関
で
の
砲
撃
事
件
を
起
こ
し
た
武
士
も
萩
の

藩
兵
た
ち
で
あ
り
、
久
坂
玄
瑞
自
身
も
萩
の
出
身
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
長
州
藩
で

は
攘
夷
熱
の
昂
揚
の
な
か
で
、
奇
兵
隊
を
初
め
と
す
る
、
身
分
に
関
わ
ら
な
い
有
志

に
よ
る
軍
隊
が
次
々
と
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
が
、そ
の
な
か
に
は 「
遊
撃
隊
」 「
御
楯
隊
」

な
ど
と
並
ん
で「
萩
野
隊
」
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
作
品
の
叙
述
に
お
い
て
は
、「
二
」
以
降
の
章
で 

〈
松
山
〉
で
の
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
経
験
が
語
ら
れ
、
彼
の 

「
無
鉄
砲
」
な
気
質
を
物
語
る
挿
話
は
も
っ
ぱ
ら
「
一
」

章
に
集
中
し
て
い
る
が
、こ
の 

〈
過
去
〉
と〈
現
在
〉
の
時
間
的
な
距
離
が
、坊
っ
ち
ゃ
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ん
に
お
け
る 

「
親
」
と
「
お
れ
」
の
関
係
に
相
当
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
一
」
章
で
語

ら
れ
る
少
年
期
の 

「
無
鉄
砲
」
な
行
動
の
数
々
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
身
に
受
け
た
〈
さ

む
ら
い
〉
の
系
譜
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
自
体
が
教
師
と
な
り
、
地
方
都
市

に
赴
任
し
た
時
点
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
も
た
ら
し
た 

「
親
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
に
、
現
実
の
親
と
の
気
質
的
な
非
連
続
が
強
調
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
冒
頭
で
語
ら
れ
る
、
他
人
の
挑
発
に
乗
る
形
で
二
階
か

ら
飛
び
降
り
た
り
、
ナ
イ
フ
で
自
分
の
指
を
切
っ
た
り
し
て
傷
を
負
っ
て
し
ま
う
挿
話

は
、
無
謀
に
も
単
独
で
西
洋
の
強
国
に
戦
い
を
挑
ん
で
手
ひ
ど
い
反
撃
を
受
け
て
し
ま

う
、薩
長
両
藩
が
経
験
し
た
戦
争
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
う
し
た 

〈
戦
い
〉
へ
の
志
向
を

引
き
継
ぐ
形
で
、
明
治
時
代
の
戦
争
も
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
が

漱
石
の
内
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
志
向
の
連
続
性
が
託
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
点
で
、 『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
は
ら
む
寓
意
性
は 
〈
倒
幕
派
〉
の
側
に
傾
斜
し
て

い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
表
出
に
込
め
ら
れ
た
も
の
を
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
い
く
と
、
彼
に

敵
対
す
る
赤
シ
ャ
ツ
の
位
置
づ
け
も
お
の
ず
と
明
瞭
に
な
る
。
赤
シ
ャ
ツ
の
モ
デ
ル
が
、

英
文
学
者
で
も
あ
り
、イ
ギ
リ
ス
留
学
の
経
験
を
持
つ
漱
石
自
身
で
あ
り
、ま
た
赤
シ
ャ

ツ
自
身
も
横
文
字
の
好
き
な
西
洋
か
ぶ
れ
で
あ
る
と
い
う
輪
郭
は
、
端
的
に
彼
を
〈
イ

ギ
リ
ス
〉
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
列
強
の
暗
喩
と
し
て
括
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
赤
シ
ャ

ツ
を
近
代
の
官
僚
社
会
の
象
徴
と
し
て
位
置
づ
け
る
小
谷
野
敦
や
小
森
陽
一
の
把
握

は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
の
明
治
の
官
僚
社
会
が
西
洋
を
模
し
て
つ
く
ら

れ
て
い
る
以
上
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
の
対
比
の
な
か
で
、
赤
シ
ャ
ツ
自
身
を
西
洋
の
側
に

見
立
て
て
も
矛
盾
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
そ
う
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
英
国
嫌
悪
、
批
判
」（
平
岡
敏
夫
）
に
集
約
さ
れ
る
、
漱
石
の
西
洋
に
対
す
る
屈
折

し
た
心
性
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
赤
シ
ャ
ツ
は
、
漱
石
自
身
の
〈
イ
ギ

リ
ス
嫌
い
〉
を
核
と
し
て
、
明
治
期
の
日
本
人
が
抱
い
て
い
た
西
洋
列
強
に
対
す
る
ル

サ
ン
チ
マ
ン
が
集
約
さ
れ
た
形
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
漱
石
も
一
人
の
日
本
人
と

し
て
こ
う
し
た
感
情
を
分
け
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
底
流
さ
せ

た
こ
の
作
品
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
代
表
的
な 

〈
国
民
文
学
〉
の
一つ
と
し
て
の
位
置

を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

赤
シ
ャ
ツ
が
〈
西
洋
列
強
〉
の
暗
喩
と
し
て
前
景
化
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
後
半

の
展
開
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
赤
シ
ャ
ツ
は
英
語
教
師
の 

「
う
ら
な
り
」
の
婚
約

者
で
あ
っ
た
「
マ
ド
ン
ナ
」
を
奪
い
取
り
、
う
ら
な
り
を
九
州
の
延
岡
に
追
い
や
っ
て

し
ま
う
。そ
し
て
こ
の
事
件
で
赤
シ
ャ
ツ
に
対
す
る
感
情
を
一
層
悪
化
さ
せ
た
坊
っ
ち
ゃ

ん
は
、
数
学
教
師
の
山
嵐
と
共
闘
し
て
、
芸
者
の
出
入
り
す
る
宿
屋
の
前
に
張
り
込

み
、
赤
シ
ャ
ツ
ら
が
そ
こ
か
ら
で
て
き
た
と
こ
ろ
を
取
り
押
さ
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
終
盤
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
行
動
は
、
当
然
〈
西
洋
列
強
〉
へ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
対

す
る
カ
タ
ル
シ
ス
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
う
ら
な
り
か
ら
マ
ド
ン
ナ
を
奪

い
取
る
赤
シ
ャ
ツ
の
行
動
は
、
明
ら
か
に
日
清
戦
争
後
の
三
国
干
渉
を
映
し
取
っ
た
も

の
で
あ
り
、
最
後
の
赤
シ
ャ
ツ
の 

〈
成
敗
〉
は
、
前
年
に
終
結
し
た
日
露
戦
争
を
寓
意

化
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
得
た
遼
東

半
島
を
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
の
干
渉
に
よ
っ
て
直
ち
に
返
還
さ
せ
ら
れ
た

事
態
が
、
当
時
の
日
本
人
に
大
き
な
屈
辱
を
感
じ
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
日
露
戦
争
に
至

る
十
年
間
を 

「
臥
薪
嘗
胆
」
の
期
間
と
し
て
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。 『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
後
半
の
展
開
は
、こ
の
三
国
干
渉
か
ら
日
露
戦
争
へ
の
歩

み
を
暗
喩
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の
時
間
的
な
設
定
が
、
漱

石
が
松
山
に
い
た
日
清
戦
争
の
終
結
時
か
ら
約
十
年
ず
ら
さ
れ
、
意
識
し
て
日
露
戦

争
の
終
結
時
に
置
か
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
図
式
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
た
め
以
外
で
は

な
い
。
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も
っ
と
も
そ
の
場
合
、
明
治
日
本
を
表
象
す
る
存
在
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
で
あ
れ
ば
、
赤

シ
ャ
ツ
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
自
身
か
ら
何
も
の
か
を
奪
い
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
漱
石
は
そ
の
比
喩
的
イ
メ
ー
ジ
の
論
理
に
お
い
て

も
、
周
到
な
布
置
を
敷
い
て
い
る
。
つ
ま
り
赤
シ
ャ
ツ
か
ら
婚
約
者
を
奪
い
取
ら
れ
る

う
ら
な
り
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
分
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
坊
っ
ち
ゃ

ん
と
う
ら
な
り
は
気
質
的
に
正
反
対
で
あ
り
、
他
人
の
い
い
な
り
に
な
り
が
ち
な
大
人

し
い
う
ら
な
り
が
、
周
囲
と
衝
突
し
つ
づ
け
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
分
身
で
あ
る
と
い
う
の

は
奇
妙
な
見
立
て
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
漱
石
の
配
慮
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
周
囲
の
人
間
に
反
感
を
覚
え
て
ば
か
り
い
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
う
ら

な
り
に
対
し
て
は
な
ぜ
か
好
意
的
な
眼
を
注
ぎ
つ
づ
け
る
と
い
う
描
き
方
も
そ
こ
か
ら

生
ま
れ
て
い
る
。
顔
色
が
悪
く 

「
青
く
ふ
く
れ
て
居
る
」（
二
）
と
い
う
容
貌
で
、
自

己
主
張
も
ほ
と
ん
ど
し
な
い
こ
の
人
物
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
辛
辣
な
批
評
の
餌
食
に
な

ら
ず
、
逆
に
「
お
れ
は
君
子
と
云
ふ
言
葉
を
書
物
の
上
で
知
つ
て
る
が
、
是
は
字
引
に

あ
る
許
り
で
、
生
き
て
る
も
の
で
は
な
い
と
思
つ
て
た
が
、
う
ら
な
り
君
に
遭
つ
て
か

ら
始
め
て
、
や
つ
ぱ
り
正
体
の
あ
る
文
字
だ
と
感
心
し
た
位
だ
」（
六
）
と
い
う
評
価

を
受
け
る
の
は
不
自
然
に
も
見
え
る
。け
れ
ど
も
こ
の
強
い
親
近
感
は
、彼
を
坊
っ
ち
ゃ

ん
を
裏
返
し
た
分
身
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 「
う

ら
な
り
」
と
い
う
呼
称
自
体
が
そ
の
関
係
を
反
映
し
て
お
り
、
文
字
通
り
彼
は
坊
っ

ち
ゃ
ん
の 〈
う
ら
・な
り
〉の
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
傍
証
す
る
よ
う
に
、坊
っ
ち
ゃ

ん
は
う
ら
な
り
を
最
初
に
見
た
時
に
す
で
に
、「
お
れ
と
う
ら
な
り
君
は
ど
う
云
ふ
宿

世
の
因
縁
か
知
ら
な
い
が
、
こ
の
人
の
顔
を
見
て
以
来
、
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
」

（
六
）
と
い
う
、
根
拠
の
な
い
強
い
つ
な
が
り
を
覚
え
て
い
る
８
。

　

具
体
的
な
行
動
に
お
い
て
も
、
う
ら
な
り
が
他
者
に
自
己
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
だ
け
で
な
く
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
自
分
の
意
思
を
言
葉
に
表
す
こ
と
が
不
得
手
な
の

で
あ
り
、
会
議
で 

「
宿
直
事
件
」
に
お
け
る
生
徒
へ
の
処
分
を
寛
大
に
し
よ
う
と
い
う

野
だ
い
こ
の
意
見
に
対
し
て
、「「「
私
は
徹
頭
徹
尾
反
対
で
す
…
…
」
と
云
つ
た
が
あ

と
が
急
に
出
て
来
な
い
。「
…
…
そ
ん
な
頓
珍
漢
な
、
処
分
は
大
嫌
で
す
」
と
つ
け
た
ら
、

職
員
が
一
同
笑
ひ
出
し
た
」（
六
）
と
い
う
不
体
裁
を
晒
し
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で

二
人
と
も
自
己
表
出
の
不
如
意
を
抱
え
た
人
間
同
士
と
し
て
の
重
な
り
を
付
与
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
う
ら
な
り
が
英
語
教
師
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
起
点
に
い
る
漱
石
自
身
と
つ
な
が
る
設
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
二
人
の
登
場

人
物
は
間
接
的
な
呼
応
を
示
し
て
い
る
。

　

結
局
こ
の
弱
々
し
い
人
物
は
、 〈
開
化
〉の
進
展
に
よ
っ
て 〈
強
国
〉へ
と
成
り
上
が
っ

て
い
き
な
が
ら
も
、
西
洋
列
強
に
対
し
て
は
明
確
な
自
己
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
い
い
な
り
に
な
る
無
力
さ
を
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
う
、
明
治
日
本
の
否
定
的

な
側
面
の
寓
意
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
国
へ
の
勝
利
に
よ
っ
て
得
た
領
土
を
た
ち
ど

こ
ろ
に
西
洋
の
強
国
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
三
国
干
渉
の
屈
辱
は
、
何
よ
り
も
そ
う

し
た
対
西
洋
に
お
け
る
自
国
の
無
力
さ
を
日
本
人
が
思
い
知
ら
さ
れ
る
契
機
で
あ
っ

た
。
帝
国
主
義
的
な
流
れ
に
参
加
す
る
形
で
、
空
間
的
に
外
部
へ
と 

〈
越
境
〉
し
て
い

き
な
が
ら
、そ
の 

〈
越
境
〉
を
容
易
に
遮
断
し
て
し
ま
う
強
大
な
力
が
存
在
す
る
こ
と

を
、
日
本
人
は
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
図
の
な
か
で
は
う
ら
な

り
の
婚
約
者
で
あ
っ
た
マ
ド
ン
ナ
は 

〈
中
国
〉
に
相
当
す
る
存
在
と
な
る
が
、
漱
石
の

作
品
世
界
に
お
い
て
、
女
性
は
多
く
の
場
合
帝
国
主
義
的
な
欲
望
の
対
象
を
暗
喩
す

る
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
紙
数
の
都
合
で
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
も
『
こ
ゝ
ろ
』
に
お
い
て
も
、
女
性
は
決
し
て
主
体

的
な
意
志
に
よ
っ
て
動
く
存
在
で
は
な
く
、
二
人
の
男
性
の
欲
望
の
対
象
と
し
て
措
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定
さ
れ
、
そ
の
間
で
獲
得
が
争
わ
れ
る 

〈
領
土
〉
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
９
。

　
そ
の
際
想
起
さ
れ
る
の
は
、漱
石
が
明
治
三
八
、九
年
頃
の「
断
片
」
に
書
き
付
け
た
、

空
間
の
占
有
を
め
ぐ
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
で
あ
る
。

　
二
個
の
者
がsam

e space

ヲoccupy

ス
ル
訳
に
は
行
か
ぬ
。
甲
が
乙
を
追
ひ

払
ふ
か
、
乙
が
甲
を
は
き
除
け
る
か
二
法
あ
る
の
み
ぢ
や
。
甲
で
も
乙
で
も
構
は

ぬ
強
い
方
が
勝
の
ぢ
や
。
理
も
非
も
入
ら
ぬ
。
え
ら
い
方
が
勝
つ
の
ぢ
や
。
上
品

も
下
品
も
入
ら
ぬ
図ず

う
ず
う
し
い

々
敷
方
が
勝
つ
の
ぢ
や
。
賢
も
不
肖
も
入
ら
ぬ
。
人
を
馬
鹿

に
す
る
方
が
勝
つ
の
ぢ
や
。
礼
も
無
礼
も
入
ら
ぬ
。
鉄
面
皮
な
の
が
勝
つ
の
ぢ
や
。

　

人
情
も
な
い
冷
酷
も
な
い
動
か
ぬ
の
が
勝
つ
の
ぢ
や
。（
中
略
）
礼
儀
作
法
、
人

倫
五
常
を
重
ん
ず
る
も
の
は
必
ず
負
け
る
。
勝
つ
と
勝
た
ぬ
と
は
善
悪
、
邪
正
、

当
否
の
問
題
で
は
な
い̶

̶
pow

er

デ
あ
る̶

̶
w
ill

で
あ
る
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る 

〈
強
・
弱
〉
を
対
立
さ
せ
る
発
想
が
、 『
坊
つ
ち
や
ん
』
に

お
け
る
マ
ド
ン
ナ
を
め
ぐ
る
抗
争
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
有
光
隆
司
も
こ
の「
断

片
」
の
一
節
と 

『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
連
関
に
着
目
し
て
、 「
遠
山
令
嬢
〔
マ
ド
ン
ナ
〕
と

い
う 

「sam
e space

」
の「occupy

」
を
め
ぐ
る
教
頭
と
古
賀 

〔
う
ら
な
り
〕
と
の
さ

ら
に
は
そ
れ
を
火
種
と
し
て
発
展
し
た
教
頭
と
堀
田 

〔
山
嵐
〕
と
の
、相
和
す
る
こ
と

な
き
確
執
劇
」（ 〔
〕
内
は
引
用
者
）
が
こ
の
作
品
の
「
メ
イ
ン
テ
ー
マ
」
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
10
。
こ
れ
は
疑
え
な
い
側
面
だ
が
、重
要
な
の
は
有
光
も 

「
遠
山
令
嬢
と
い
う

「sam
e space

」
の 

「occupy

」」
と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
構
図

に
お
い
て 

〈
女
性
〉
が 

〈
領
土
〉
の
比
喩
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
あ

る
。
こ
の
着
想
が
、
西
洋̶

̶

日
本
の
力
関
係
の
な
か
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
。 「space

」を 「occupy

」す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
強
さ
と
い
う

観
念
自
体
が
、
明
ら
か
に
帝
国
主
義
的
な
着
想
で
あ
り
、
三
国
干
渉
で
は
日
本
は
ま

さ
に
遼
東
半
島
と
い
う 

「space

」
を「occupy

」
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、西
洋
列
強
と

い
う 

「
強
い
方
」
に「
追
ひ
払
」
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
で
想
定
さ
れ

て
い
る 

「
強
い
方
」
が
〈
西
洋
〉
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
は
、講
演 

『
現
代
日
本
の
開

化
』
に
近
似
し
た
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
漱
石
は
、
日
本

人
が
開
化
の
過
程
で
西
洋
と
つ
き
合
っ
て
い
く
た
め
に
、
日
本
的
な
流
儀
を
捨
て
ざ
る

を
え
な
く
な
る
事
情
に
つ
い
て
、「
し
か
う
し
て
強
い
も
の

0

0

0

0

と
交
際
す
れ
ば
、
ど
う
し

て
も
己
を
棄
て
て
先
方
の
習
慣
に
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
我
々
が
あ
の
人
は

肉フ
ォ
ー
ク刺

の
持
ち
や
う
も
知
ら
な
い
と
か
、
小ナ

イ
フ刀

の
持
ち
や
う
も
心
得
な
い
と
か
何
と
か
い

つ
て
、
他
を
批
評
し
て
得
意
な
の
は
、
つ
ま
り
は
何
で
も
な
い
、
た
だ
西
洋
人
が
我
々

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
強
い

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
強
弱
の
力
関

係
に
よ
っ
て
現
実
世
界
の
流
れ
が
冷
酷
に
律
さ
れ
て
お
り
、し
か
も
そ
の
な
か
で
つ
ね
に

「
強
い
方
」
が
勝
っ
て
終
わ
る
と
い
う
認
識
が
、 〈
弱
者
〉
で
あ
る
う
ら
な
り
が
マ
ド
ン

ナ
と
い
う 「space

」を 「occupy

」す
る
こ
と
が
で
き
ず
、学
士
で
教
頭
と
い
う 〈
強
者
〉

で
あ
る
赤
シ
ャ
ツ
に「
追
ひ
払
」
わ
れ
て
し
ま
う
展
開
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

そ
こ
に
二
十
世
紀
初
頭
の
帝
国
主
義
的
な〈
越
境
〉
の
時
代
を
生
き
る
人
間
と
し
て
の

漱
石
の
感
覚
が
露
呈
し
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
そ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
晴
ら
す
べ
く
山
嵐
と
共
闘
す
る
こ
と

に
な
る
。「
会
津
つ
ぽ
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
山
嵐
が
、 〈
薩
長
〉
と
く
に 

〈
長
州
〉

を 
「
親
」
と
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
手
を
結
ぶ
と
い
う
の
は
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う

に
も
映
る
が
、
こ
こ
に
こ
そ
、
漱
石
の
未
来
志
向
的
な
眼
差
し
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
作
品
の
展
開
に
お
い
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
が
つ
ね

に
親
し
い
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
の
噂
話
を

真
に
受
け
て
、 「
宿
直
事
件
」
が
山
嵐
の
煽
動
に
よ
る
も
の
と
思
い
込
ん
だ
坊
っ
ち
ゃ
ん
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は
、
そ
れ
以
降
し
ば
ら
く
山
嵐
と
口
も
き
か
な
い
対
立
的
な
関
係
に
陥
っ
て
い
る
。
赤

シ
ャ
ツ
へ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
再
び
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
契
機
と
な
る
が
、
そ
こ
に
現
在

か
ら
未
来
へ
と
日
本
が
向
か
う
こ
と
に
対
す
る
漱
石
の
積
極
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
託
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
中
盤
に
語
ら
れ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
の
対
立
は
、
や
は
り

〈
長
州
〉
と〈
会
津
〉
の
そ
れ
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
赤
シ
ャ
ツ
を
標
的
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
止
揚
さ
れ
て
い
く
終
盤
の
展
開
は
、
そ
う
し
た
国
内
の
党
派
的
な

相
克
を
乗
り
越
え
て
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、 〈
西
洋
〉
と
拮
抗
す
る
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
そ
の
ま
ま
実

現
さ
れ
る
と
漱
石
が
素
朴
に
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。 『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
結
末
に
お

い
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
結
局
赤
シ
ャ
ツ
に
対
す
る
私
的
な
腹
い
せ
を
し
た
に
と
ど
ま
り
、

彼
に
対
す
る
終
局
的
な
勝
利
を
収
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
東
京

に
帰
還
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
シ
ャ
ツ
の 
〈
力
〉
は
一
向
に
震
撼
さ
れ
る
こ
と
な

く
終
わ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
物
語
の
最
後
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
東
洋
の
小

国
が
西
洋
を
凌
駕
す
る
と
い
う 

〈
越
境
〉
の
可
能
性
に
対
す
る
、漱
石
の
苦
い
認
識
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

〔
註
〕

１　

松
澤
和
宏 

『
生
成
論
の
探
求̶

̶

テ
ク
ス
ト　

草
稿　
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』（
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三・六
）。
こ
こ
で
松
澤
は
先
生
の「
遺
書
」
の
公
開
が
著
作
権

と　
「
奥
さ
ん
」
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、

「
先
生
の
自
殺
後
三
十
年
を
経
た
時
点
で
の
公
表
を「
私
」
が
ひ
と
ま
ず
想
定
し
て
書
い

て
い
る
と
い
う
仮
説
も
成
り
立
つ
し
、
ま
た
三
十
年
後
の
五
十
代
半
ば
に
達
し
た「
私
」

が
往
時
を
回
想
し
な
が
ら
手
記
を
綴
っ
て
い
る
と
い
う
想
定
も
不
可
能
で
は
な
い
」
と

い
う
推
測
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
蓮
實
重
彦
は「
漱
石
研
究
」
６
（
一
九
九
六・五
）

の
『
こ
ゝ
ろ
』
特
集
に
お
け
る
小
森
陽
一
、
石
原
千
秋
と
の
鼎
談
で
、「
僕
の
感
じ
で

言
う
と
、
あ
れ
は
、
も
う
大
正
も
終
わ
り
か
か
っ
た
頃
に
書
か
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て

な
ら
な
い
ん
で
す
」
と
い
う
印
象
を
語
っ
て
い
る
。
松
澤
の
趣
旨
は
小
論
と
は
異
な
り
、

蓮
實
は
こ
の
印
象
を
論
考
と
し
て
は
提
示
し
て
い
な
い
が
、
両
者
の
直
感
的
な
視
点
は

ま
っ
た
く
妥
当
で
あ
り
、
今
後
こ
う
し
た
地
点
か
ら
こ
の
作
品
を
論
じ
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２　

小
森
陽
一
「「
こ
こ
ろ
」
を
生
成
す
る
心
臓
」（ 『
文
体
と
し
て
の
物
語
』
筑
摩
書
房
、

一
九
八
八・
四
、
所
収
）「『
心
』
に
お
け
る
反
転
す
る
手
記
」（ 『
構
造
と
し
て
の
語
り
』

新
曜
社
、一
九
八
八・四
、所
収
）。
秦
恒
平
『
こ
ゝ
ろ
』（ 「
湖
の
本
」
２
、一
九
八
六・　

）。

３　

漱
石
は
Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の『
心
理
学
原
理
』
や『
多
元
的
宇
宙
』
を
熱
心
に
読
み
、

人
間
の
同
一
性
と
意
識
の
連
続
性
に
対
す
る
認
識
を
得
て
い
た
。
ま
た『
多
元
的
宇
宙
』

に
お
け
る
言
及
か
ら
、
間
接
的
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
を
知
り
、
後
に
英
訳
に
よ
っ
て
ベ

ル
ク
ソ
ン
自
身
の
言
説
に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し『
夏
目
漱
石̶

̶

ウ
ィ
リ
ア
ム・ジ
ェ
ー

ム
ズ
受
容
の
周
辺
』（
有
精
堂
、
一
九
八
九・二
）
で
小
倉
脩
三
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

漱
石
の
意
識
観
は
彼
ら
の
感
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
な
が
ら
も
独
自
の
性
格
を
持
っ

て
い
る
。

４　

但
し
こ
こ
で
の
野
々
宮
の
位
置
は
両
義
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は 「 

光
線
」と
い
う〈
西

洋
〉
と
つ
な
が
る　
〈
白
い
〉
世
界
に
携
わ
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
彼
の
研
究
室
は「
穴

蔵
」
に
あ
り
、そ
の
点
で
は 

〈
暗
い
〉
あ
る
い
は 

〈
黒
い
〉
世
界
の
住
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た「
光
線
の
圧
力
」
が
西
洋
世
界
が
日
本
に
及
ぼ
す
西
洋
の
圧
迫
の
暗
喩
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
に
中
盤
で
語
ら
れ
る
、
三
四
郎
が
出
席
す
る
学
生
の
集
会

で
は
、「
光
線
の
圧
力
」
も
「
西
洋
の
圧
迫
」
も
、
同
時
に
で
は
な
い
が
い
ず
れ
も
話
題

に
さ
れ
て
い
る
。

５　

平
岡
敏
夫
「「
坊
つ
ち
や
ん
」
試
論̶

̶

小
日
向
の
養
源
寺
」（  「
文
学
」一
九
七
一・一
↓

『
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
』
塙
書
房
、
一
九
九
二・一
）。
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６　

小
森
陽
一 

「 

矛
盾
と
し
て
の『
坊
つ
ち
や
ん
』」（ 「
漱
石
研
究
」
12
、
一
九
九
九・一
〇
）。

７　
四
国
連
合
艦
隊
に
よ
る
下
関
砲
撃
事
件
、及
び
薩
英
戦
争
に
つ
い
て
は
、古
川
薫
の『
幕

末
長
州
藩
の
攘
夷
戦
争
』
の
他
、
石
井
孝『
増
訂
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』（
吉
川

弘
文
館
、一
九
六
六・一一
）
井
上
勝
生『
開
国
と
幕
末
変
革
』（
日
本
の
歴
史
18
、講
談
社
、

二
〇
〇
二・
五
）
な
ど
を
参
照
し
た
。『
幕
末
長
州
藩
の
攘
夷
戦
争
』
に
よ
れ
ば
、
フ

ラ
ン
ス
艦
と
の
交
戦
に
出
陣
し
よ
う
と
す
る
藩
兵
た
ち
の
出
で
立
ち
は「
和
銃
が
少
々
、

持
っ
て
い
る
の
は
弓
矢
、
槍
、
刀
剣
が
ほ
と
ん
ど
」
と
い
う「
戦
国
時
代
の
装
備
と
ま
っ

た
く
か
わ
ら
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
ま
さ
に「
無
鉄
砲
」
な
状
態
で
あ
っ
た
。

８　

坊
っ
ち
ゃ
ん
の〈
裏
〉
と
し
て
の
う
ら
な
り
の
存
在
は
、
そ
の
命
名
の
あ
り
方
に
も
暗

示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
赤
シ
ャ
ツ
、
山
嵐
、
野
だ
い
こ
と
い
っ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
命
名

は
ほ
と
ん
ど
視
覚
的
な
印
象
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
の
線
で
い
け
ば
古
賀
は〈
青
び
ょ
う
た

ん
〉
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
つ
て
の
級
友
の
父
親
が
や
は

り
蒼
く
ふ
く
れ
た
顔
を
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
清
が「
う
ら
な
り
の
唐
茄
子
ば

か
り
食
べ
る
か
ら
」
と
い
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
こ
の
あ
だ
名
が
つ
け
て
ら
れ
い
る
。

し
か
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
は「
う
ら
な
り
と
は
何
の
事
か
今
以
て
知
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
イ

メ
ー
ジ
性
は
希
薄
で
あ
る
。
し
か
も
う
ら
な
り
が
清
と
い
う
、
自
身
の
起
源
的
な
存
在

と
結
び
つ
く
文
脈
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、
彼
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
へ
の
分
身
性
を
補
強
し
て

い
る
。    

９　

と
く
に
『
こ
ゝ
ろ
』
で
は〈
空
間
〉
を
め
ぐ
る
争
闘
と〈
女
性
〉
を
め
ぐ
る
争
闘
が
、

重
ね
合
わ
さ
れ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。『
生
成
論
の
探
求
』（
前
出
）
で
松
澤
和
宏
も
述
べ

る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は 

〈
住
む
場
所
〉
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
青
年
が
争
う
物
語
だ
か

ら
で
あ
る
。                

10　

有
光
隆
司
「「『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
構
造　

悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
」（ 「
国
語
と
国
文
学
」

一
九
八
二・八
）。
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

　
１

　

不
安
定
な
リ
ー
ル
の
回
転
と
フ
ィ
ル
ム
の
わ
ず
か
な
撓
み
を
、
心
地
よ
い
横
の
揺
ら

ぎ
に
残
し
な
が
ら
、「
最
初
の
ま
な
ざ
し
」
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
す
の
は
、
石
の
壁

の
ま
え
で
糸
を
紡
ぐ
ギ
リ
シ
ャ
の
女
た
ち̶

̶
。
こ
の「
瞳
」
を
求
め
て
、
民
族
抗
争

に
揺
れ
る
バ
ル
カ
ン
半
島
を
、
時
計
と
は
逆
周
り
に
旅
を
重
ね
る
の
が
、
テ
オ
・
ア
ン

ゲ
ロ
プ
ロ
ス
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
の
瞳
』
の
主
人
公
Ａ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の「
瞳
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
幾
重
に
も
あ
い
ま
い
な
層
を
な
し
て
、
つ
い
に
一
義
的
に「
肉

眼
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
が
世
界
と
い
ま
だ
神
秘
的
な
関
係
を
切
り
結

ん
で
い
た
古
代
、
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、「
暗
い
部
屋
（
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
）」
の
壁
に

う
が
た
れ
た
穴
を
通
し
て
入
る
光
が
、
外
界
の
光
景
を
さ
か
し
ま
に
映
し
出
す
こ
と

を
発
見
し
た
。
し
か
し
人
間
は
、
こ
の「
暗
い
部
屋
」
に
閉
じ
こ
も
り
、
お
の
れ
の
身

体
を
闇
に
同
化
さ
せ
つ
つ
、
幻
を
見
る
と
い
う
邪
な
喜
び
を
実
現
す
る
ま
で
に
、
二
千

年
の
時
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
二
十
世
紀
と
と
も
に
明
け
た
映
画

百
年
の
歴
史
の
終
わ
り
に
、
神
は
つ
い
に
、
そ
の
闇
に
い
つ
ま
で
も
留
ま
ろ
う
と
す
る

も
の
に
報
復
を
下
す
の
だ････

。

　
ホ
メ
ロ
ス
原
作
の
叙
事
詩
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
（
ユ
リ
シ
ー
ズ
）』
は
、
ト
ロ
イ
ア
の

都
を
攻
め
落
と
し
た
主
人
公
が
、
地
中
海
の
島
々
を
転
々
と
し
て
遍
歴
と
冒
険
を
重

ね
、
つ
い
に
妻
ペ
ネ
ロ
ペ
イ
ア
の
待
つ
故
郷
イ
タ
カ
へ
帰
還
す
る
ま
で
の
十
年
間
を
描
い

て
い
る
。
帰
還
後
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
を
待
ち
う
け
て
い
た
の
は
、
ペ
ネ
ロ
ペ
イ
ア
へ
の

求
婚
者
た
ち
を
退
治
し
、
一
国
の
主
と
し
て
、
混
乱
し
た
祖
国
に
秩
序
を
も
た
ら
す

た
め
の
大
事
業
だ
っ
た
。
で
は
、
二
十
世
紀
末
に
現
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
は
ど
ん
な

運
命
を
た
ど
る
の
か
。
果
た
し
て
彼
は
、ど
の
よ
う
な
意
味
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
な
の
か
。

　

ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
が
こ
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
神
話
に
見
た
の
は
、
鬱
屈
し
た
放
浪
、

実
現
せ
ざ
る
帰
還
、
国
家
の
分
断
と
い
う
、
ホ
メ
ロ
ス
と
は
お
よ
そ
対
極
に
あ
る
ア
ン

チ
・
ヒ
ー
ロ
ー
の
物
語
で
あ
る
。
彼
は
、
叙
事
詩
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
い
く
つ
か
加
工
し
、

一
九
九
〇
年
代
の
旧
ユ
ー
ゴ
諸
国
の
現
実
に
そ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
み
ご
と
な
着

想
と
い
う
し
か
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
の
関
心
が
、
分
断
さ
れ
た

国
境
を
渡
り
あ
る
く
男
の
内
的
世
界
を
描
く
こ
と
に
し
か
な
か
っ
た
ら
、
何
も
大
げ

さ
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
の
物
語
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

れ
ほ
ど
に
錯
綜
し
た
現
代
を
表
象
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
何
が
し
か
の
神
話
的
ア
ー
キ

タ
イ
プ
に
す
が
る
こ
と
は
、
現
実
に
対
す
る
生
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
失
わ
せ
、
美
的
趣

味
へ
の
逃
避
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
図
式
化
に
は
ま
る
危
う
さ
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
半
島
と
内
海
を
反
転
さ
せ
、
地
中
海
に
浮
か
ぶ
そ
れ
ぞ
れ
の
島
々

を
、
半
島
内
の
分
断
さ
れ
た
少
数
民
族
の
イ
メ
ー
ジ
へ
転
化
さ
せ
た
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス

の
着
想
と
手
腕
に
驚
か
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
原
作
の
主
人
公
に
お
い
て
、
そ
の
遍
歴

の
目
的
が
、
ホ
メ
ロ
ス
に
よ
っ
て
は
つ
い
に
明
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
に
対
し
、
主
人

公
Ａ
の
旅
は
、
あ
ま
り
に
も
明
確
な
意
思
に
貫
か
れ
て
い
る
。
Ａ
の
旅
は
、
遍
歴
で
は

報
復
、
ま
た
は
白
い
闇 ̶

̶

テ
オ
・
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
の
瞳
』
に
み
る
越
境
性
の
ア
ポ
リ
ア

亀
山
郁
夫
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あ
っ
て
も
、
放
浪
で
は
な
く
、
そ
の
遍
歴
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
の
よ
う
に
自
己
目
的

的
で
も
な
い
。

　
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
カ
ー
テ
ル
扮
す
る
ギ
リ
シ
ャ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
映
画
監
督
Ａ
が
、
自

分
の
故
郷
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
北
部
の
一
都
市
に
戻
っ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
彼
が
ア
メ
リ

カ
で
製
作
し
て
き
た
映
画
を
回
顧
上
映
す
る
と
い
う
の
が
目
的
ら
し
い
が
、
反
米
感
情

の
つ
よ
い
土
地
柄
ゆ
え
、
上
映
中
止
を
も
と
め
る
デ
モ
が
生
じ
、
町
全
体
は
騒
然
た

る
空
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
帰
国
に
は
も
う
一つ
、
別
の
、
秘
め
ら
れ

た
目
的
が
あ
っ
た
。
二
十
世
紀
の
初
め
に
登
場
し
、
歴
史
上
は
じ
め
て
バ
ル
カ
ン
半
島

を
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
た
映
像
作
家
マ
ナ
キ
ス
兄
弟
に
つ
い
て
の
記
録
映
画
を
作
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
は
そ
の
た
め
に
、
マ
ナ
キ
ス
兄
弟
が
未
現
像
の
ま
ま
遺
し
た
と
さ
れ
る
幻

の
フ
ィ
ル
ム
の
行
方
を
求
め
て
新
た
な
旅
に
出
る
。
最
初
に
向
か
っ
た
土
地
は
、
ア
ル

バニ
ア
だ
っ
た
。
彼
は
そ
の
国
境
の
前
で
、強
制
送
還
さ
せ
ら
れ
る
一
群
の
男
ど
も
を
見
、

何
十
年
ぶ
り
で
妹
に
会
い
に
い
く
一
人
の
老
女
を
道
連
れ
に
す
る
。
ま
ず
こ
の
シ
ー
ン

で
、ア
メ
リ
カ
帰
り
の
映
画
監
督
と
、バル
カ
ン
の
住
民
に
対
し
て
も
つ
国
境
の
意
味
が
、

根
本
か
ら
異
な
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
Ａ
の
前
で
、
国
境
は
ま
る
で
魔
法
の
よ
う
に
、

あ
る
い
は
暖
簾
の
よ
う
な
気
安
さ
で
開
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
国

籍
だ
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
偶
然
、
な
い
し
一
種
の
恩
寵
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

幻
の
フ
ィ
ル
ム
に
対
す
る
彼
の
こ
だ
わ
り
が
、
妄
執
の
色
を
強
め
る
ほ
ど
に
、
彼
の
身

体
に
課
さ
れ
る
べ
き
試
練
は
和
ら
ぎ
、
そ
の
旅
に
見
出
し
て
い
る
目
的
も
見
失
わ
れ
て

い
く
。「
あ
ん
た
、
何
か
探
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
問
い
に
も
、

Ａ
は
そ
の
目
的
を
は
っ
き
り
と
告
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
代
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア

た
る
Ａ
に
は
、
目
標
こ
そ
あ
れ
、
厳
密
な
意
味
で
の
目
的
は
な
く
、
い
わ
ば
、
そ
れ

を
見
つ
け
る
こ
と
自
体
が
旅
の
目
的
な
の
だ
。

　
ア
ル
バ
ニ
ア
か
ら
マ
ケ
ド
ニ
ア
へ
と
逆
時
計
回
り
に
方
向
を
転
じ
た
主
人
公
は
、
次

に
マ
ナ
キ
ス
兄
弟
の
博
物
館
が
あ
る
モ
ナ
ス
テ
ィ
ル
を
訪
ね
、
さ
ら
に
首
都
ス
コ
ピ
エ

を
経
由
し
て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
入
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
不
備
を
理
由

に
、
国
境
駅
の
検
問
所
で
取
調
べ
を
受
け
る
の
だ
が
、
そ
の
際
、
唐
突
に
も
、
第
二

次
大
戦
の
さ
な
か
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
陸
軍
か
ら
国
家
反
逆
の
罪
で
銃
殺
刑
の
判
決
を
受

け
た 

（
後
に
減
刑
と
な
る
）
マ
ナ
キ
ス
兄
の
霊
が
彼
に
乗
り
移
っ
て
く
る
。

　

国
境
線
上
で
起
こ
っ
た
こ
の
事
件
は
、
一
見
、
映
画
監
督
Ａ
の
人
と
な
り
を
根
本
か

ら
変
容
せ
し
め
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
、
マ
ナ
キ
ス
兄
は
そ
の

経
験
を
ぬ
ぐ
い
が
た
い
傷
と
し
て
記
憶
に
刻
み
つ
け
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
現
実
に
主
人
公
Ａ
の
身
に
生
じ
た
の
は
、
む
し
ろ
一
段
と
深
い「
退
行
」
で
あ
り
、

一
種
の「
人
格
喪
失
」
だ
っ
た
。
魂
を
の
っ
と
ら
れ
た
Ａ
は
、
こ
の
後
、
あ
た
か
も
陽

炎
の
よ
う
に
み
る
み
る
自
分
の
存
在
感
を
失
っ
て
い
く
。

　

退
行
、
そ
し
て
人
格
喪
失
の
危
機
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
映
画
監
督
Ａ
を
こ
の
旅
へ

と
駆
り
立
て
た
動
機
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
彼
を
苦
し
め
て
い
る
内
面
の
問
い
が
、
国
境

駅
で
検
問
を
受
け
る
直
前
の
シ
ー
ン
で
告
白
さ
れ
て
い
る
。
映
画
を
は
じ
め
て
み
た

人
間
の
目
、
あ
る
い
は
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
」
を
と
お
し
て
、
は
じ
め
て
動
く

世
界
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
目
の
、
も
っ
と
も
無
垢
で
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な

驚
き
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
願
望̶

̶

。
Ａ
は「
最
初
の
ま
な
ざ
し
、
失
わ
れ
た
ま

な
ざ
し
、
失
わ
れ
た
無
垢
」
と
み
ず
か
ら
の
言
葉
で
表
現
し
て
み
せ
た
。
だ
が
、「
ま

な
ざ
し
」
と「
無
垢
」
の
喪
失
は
、
映
画
百
年
の
歴
史
が
た
ど
り
つ
い
た
宿
命
で
あ
る

以
上
に
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
映
画
人
た
る
彼
自
身
の
悲
劇
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。 「
忘
れ
よ
う
と
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
心
を
離
れ
な
い
」
幻
の
フ
ィ
ル
ム
は
、
彼
が

そ
の「
最
初
の
ま
な
ざ
し
」
を
取
り
戻
す
た
め
の
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
一
種
の
回
春
術

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
「
二
年
前
、
デ
ロ
ス
で
ロ
ケ
ハ
ン
を
し
て
い
た
。
太
陽
に
照
ら
さ
れ
た
ま
ぶ
し
い
遺
跡
。
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私
は
壊
れ
た
彫
刻
の
間
を
歩
き
ま
わ
っ
た
。
お
び
え
た
ト
カ
ゲ
が
墓
石
の
下
に
逃
げ
込

む
。
ど
こ
か
で
セ
ミ
が
鳴
い
て
い
る
。
か
ら
っ
ぽ
の
風
景
、
荒
廃
の
雰
囲
気
。
そ
の
時
、

何
か
き
し
む
よ
う
な
音
が
地
の
底
か
ら
響
い
て
き
た
。
見
る
と
、
丘
の
上
の
オ
リ
ー
ブ

の
木
が
倒
れ
て
い
く
。
オ
リ
ー
ブ
の
木
が
ゆ
っ
く
り
と
孤
独
に
自
分
の
死
に
む
か
っ
て

倒
れ
て
い
く
。
倒
れ
た
木
の
衝
撃
で
ア
ポ
ロ
ン
の
彫
像
の
首
が
落
ち
、
首
は
獅
子
た
ち

の
像
や
、
男
根
像
の
間
を
転
が
っ
て
、
ア
ポ
ロ
生
誕
の
地
と
さ
れ
る
秘
密
の
場
所
に

着
い
た
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
簡
易
カ
メ
ラ
に
撮
っ
た
。
が
、
出
て
き
た
写
真
を
見
て
が

く
然
と
し
た
。
何
も
撮
っ
て
い
な
い
。
角
度
を
変
え
て
も
う
一
度
撮
っ
た
。
写
ら
な
い
。

黒
い
闇
し
か
写
っ
て
い
な
い
。私
が
眼
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。何
度
も
何
度
も
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
っ
た
が
、ど
れ
も
同
じ
四
角
い
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
だ
。
や
が
て
太
陽
が
沈
ん
だ
。

海
を
見
捨
て
た
か
の
よ
う
に
。
私
も
闇
に
沈
ん
だ
よ
う
に
思
え
た
」。

　
一
九
九
二
年
十
月
の
ト
ル
コ
地
震
の
余
波
を
暗
示
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
と
お
し
て
、
Ａ
が
語
ろ
う
と
す
る
は
、
目
の
全
能
性
を
信
じ
る
も
の
に
対
す
る

神
の
報
復
で
あ
る
（
し
か
も
彼
が
用
い
た
の
は
、
簡
易
カ
メ
ラ
だ
っ
た
）。
世
界
に
対

し
て
、
神
と
同
じ
鳥
瞰
的
ま
な
ざ
し
を
注
ぐ
映
像
作
家
の
傲
慢
に
対
す
る
、
と
言
い

換
え
て
も
よ
い
。
永
遠
に
つ
づ
く
静
け
さ
の
な
か
で
、
神
の
ま
な
ざ
し
を
浴
び
る
こ
と

で
恩
寵
の
時
を
生
き
て
き
た
デ
ロ
ス
島
で
の
体
験
は
、
彼
に
、
カ
メ
ラ
と
フ
ィ
ル
ム
が

全
能
で
は
な
い
こ
と
、
世
界
の
す
べ
て
を
写
し
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
世
界
に
は
撮
し
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
を
、
知
ら
し
め
た
。
同
時
に
、
恍
惚
の
体
験
そ
の
も
の
も
、
報
復
の

対
象
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
恍
惚
と
は
神
の
怒
り
を
忘
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
だ
。
孤
児
の
よ
う
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
日
没
後
の
海
は
、
神
の
報
復
と
し
て
彼

が
授
か
っ
た
盲
目
と
い
う
罰
で
あ
り
、
仮
死
の
隠
喩
で
も
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
、
Ａ
の
前
に
そ
う
し
た
裁
き
が
下
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
戦
終
結
後
、

共
産
主
義
政
権
の
支
配
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
ザ
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
に
移
民
し
た
Ａ
が
、
ア
メ

リ
カ
に
亡
命
し
、
そ
こ
で
築
い
て
き
た
映
画
人
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
と
そ
れ
は
お
そ

ら
く
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
デ
ロ
ス
島
で
の
ロ
ケ
ハ
ン
が
暗
示
す
る
映
画
の
内
容
も
、

た
ぶ
ん
そ
れ
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
問
題
を
解
く

手
が
か
り
が
一つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
映
画
の
な
か
で
一
度
だ
け
言
及
さ
れ
る
エ
イ
ゼ
ン
シ

テ
イ
ン
の
存
在
で
あ
る
。

　
一
九
三
〇
年
代
初
め
、
十
月
革
命
の
理
想
に
す
で
に
つ
よ
い
疑
い
を
感
じ
は
じ
め
た

エ
イ
ゼ
ン
シ
テ
イ
ン
は
、
異
教
の
神
々
の
も
と
に
生
き
る
メ
キ
シ
コ
土
着
民
の
生
活
に

ふ
れ
、
そ
れ
ま
で
彼
が
抱
い
て
き
た
世
界
観
を
根
底
か
ら
揺
す
ぶ
ら
れ
た
。
ソ
ビ
エ
ト

に
帰
国
し
た
彼
は
、
永
遠
回
帰
的
な
時
の
流
れ
に
革
命
を
、
ス
タ
ー
リ
ン
権
力
そ
の

も
の
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
体
験
を
き
っ
か
け
と
す
る
エ
イ
ゼ
ン
シ
テ
イ
ン

の
こ
の
変
貌
を
、
主
人
公
Ａ
の
デ
ロ
ス
体
験
に
比
較
し
て
み
る
と
面
白
い
。
な
ぜ
な
ら
、

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
の
瞳
』
の
主
人
公
が
遭
遇
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
内
な

る
、
永
遠
回
帰
的
な
ま
な
ざ
し
に
対
す
る
断
罪
だ
か
ら
で
あ
る
。「
四
角
い
ブ
ラ
ッ
ク

ホ
ー
ル
」
の
報
い
と
は
、
神
の
ま
な
ざ
し
（
つ
ま
り
永
遠
回
帰
の
ま
な
ざ
し
）
で
は
な

く
、
生
き
た
人
間
の
目
で
世
界
を
見
よ
、
と
い
う
教
え
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
２

   
『
旅
芸
人
の
記
録
』
以
来
、
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
に
と
っ
て
国
境
と
は
、
そ
れ
を
跨
ぎ

越
え
よ
う
と
す
る
も
の
の
ゴ
ル
ゴ
タ
で
あ
る
。
い
や
、国
境
は
、ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
に
と
っ

て
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
世
界
に
あ
ふ
れ
か
え
る
亡
命
者
や
難
民
に
と
っ
て
、
恐

怖
と
恍
惚
の
す
さ
ま
じ
い
せ
め
ぎ
合
い
が
現
出
す
る
こ
の
う
え
な
く
危
険
で
熱
い
場
所

な
の
だ
。
夜
行
列
車
の
中
で
、
マ
ナ
キ
ス
博
物
館
の
女
性
館
員
と
Ａ
が
交
し
合
う
激
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し
い
抱
擁
が
、
ど
こ
か
発
情
と
で
も
形
容
す
る
し
か
な
い
動
物
的
な
匂
い
を
放
つ
の
は
、

国
境
越
え
と
い
う
特
異
な
気
分
に
二
人
が
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
抱
擁

は
、
異
な
る
性
が
境
界
を
越
え
よ
う
と
す
る
、
バ
タ
イ
ユ
的
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
ど

こ
か
似
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
後
光
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
性
の
崩
壊
、

つ
ま
り
は
死
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
煌
め
き
た
つ
の
に
対
し
、
国
境
越
え
と
い
う
行
為
に

は
、
つ
ね
に
そ
の
後
光
に
対
す
る
恐
怖
と
不
安
が
つ
き
ま
と
う
。
な
ぜ
な
ら
、
国
境

の
向
こ
う
側
と
こ
ち
ら
側
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
法
が
存
在
し
、
一
線
を
越
え
よ
う

と
す
る
も
の
の
行
動
と
思
考
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
暴
力
的
に
変
え
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ア

ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
の
映
画
に
は
、
い
く
つ
も
の
印
象
的
な
国
境
の
シ
ー
ン
が
あ
る
が
、
先

に
書
い
た
ゴ
ル
ゴ
タ
と
の
連
想
に
お
い
て
い
う
な
ら
、
お
そ
ら
く
ア
ル
バ
ニ
ア
国
境
の
鉄

条
網
に
磔
と
な
っ
た
死
体
が
も
っ
と
も
衝
撃
的
な
も
の
の
一つ
と
い
っ
て
よ
い（ 『
永
遠

と
一
日
』）。
実
存
的
と
も
い
う
べ
き
生
死
の
体
験
を
強
い
ら
れ
た
人
々
と
は
う
ら
は
ら

に
、
映
画
作
家
Ａ
の
国
境
越
え
は
、
予
定
調
和
的
と
も
い
え
る
恩
寵
に
導
か
れ
て
い
る
。

そ
の
恩
寵
の
導
き
手
と
な
る「
永
遠
の
女
性
」
的
な
存
在
が
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に

登
場
す
る
ニ
ン
フ
、
カ
リ
ュ
プ
ソ
で
あ
り
、
妻
ペ
ネ
ロ
ペ
イ
ア
で
あ
る
。
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ

ス
が
、
こ
の
い
ず
れ
の
役
も
、
同
じ
マ
ナ
キ
ス
博
物
館
の
女
性
館
員
で
あ
る
モ
ル
ゲ
ン

ス
テ
ル
ン
に
演
じ
さ
せ
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
妻
ペ
ネ

ロ
ペ
イ
ア
の
行
い
、
す
な
わ
ち
、
夫
の
帰
還
を
待
ち
わ
び
つ
つ
、
果
て
も
な
く
糸
を
紡

ぎ
つ
づ
け
た
彼
女
の
行
い
に
、
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
は
、
映
画
の
隠
喩
（
リ
ー
ル
＝
糸
車
）

そ
の
も
の
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
（
た
ち
）
の
導
き
の
も
と
、
あ
る
い
は
逆
説
的

に
思
え
る
だ
ろ
う
が
、
遍
歴
者
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
は
ず
の
国
境
は
幻
の
よ
う
に

消
え
て
い
く
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
の
英
雄
的
な
行
為

で
も
、
一
種
の
聖
杯
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
未
現
像
の
フ
ィ
ル
ム
で
も
な
く
、
ま
さ

に
こ
れ
ら 「
永
遠
の
女
性
」た
ち
だ
。『
パ
ル
シ
フ
ァ
ル
』や『
イ
ン
デ
ィ
ー
・ジ
ョ
ー
ン
ズ
』

に
も
似
て
、「
聖
杯
」
へ
と
向
か
う
道
は
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
に
困
難
な
障
害
が
待
ち
か

ま
え
、
複
雑
怪
奇
な
迷
宮
を
な
ぞ
り
つ
つ
も
、
本
質
に
お
い
て
は
つ
ね
に
直
線
で
あ
る
。

　

さ
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
ァ
に
辿
り
つ
い
た
Ａ
は
、
女
性
館
員
と
一
夜
と
と
も
に
し
た
ホ

テ
ル
で
、
大
戦
後
ま
も
な
い
少
年
時
代
の
夢
を
見
る
。
夢
の
な
か
の
Ａ
も
、
や
は
り

写
真
を
撮
る
少
年
で
あ
る
。
自
己
同
一
性
に
対
す
る
確
信
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
点

で
、
約
半
世
紀
の
時
を
経
た
い
ま
も
、
Ａ
は
何
一つ
変
わ
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
検

問
所
で
と
り
つ
い
た
マ
ナ
キ
ス
の
霊
は
、
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
Ａ
を
操
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。
自
分
は
、
マ
ナ
キ
ス
兄
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ａ
で
あ
る
の
か
。
コ
ン
ス

タ
ン
ツ
ァ
ま
で
き
た
女
性
館
員
に「
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
涙
を
ま
じ
え
て
告

白
す
る
シ
ー
ン
で
、
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
が
暗
示
す
る
の
は
、
肉
的
な
存
在
で
あ
る
彼
女

を
愛
せ
な
い
男
の「
自
己
喪
失
」
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
カ
ー
テ
ル
の
逞
し
い
肉
体
は
、

つ
ね
に
受
身
に
、
仰
向
け
の
か
た
ち
で
し
か
、
女
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ

の
無
用
な
逞
し
さ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
現
代
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ

た
不
条
理
の
現
実
で
も
あ
る
。

　

翻
っ
て
考
え
る
な
ら
、「
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
の
言
葉
こ
そ
、「
個
人

的
な
旅
」
へ
と
Ａ
を
う
な
が
し
た
動
機
の
根
本
で
あ
り
、
デ
ロ
ス
島
で
彼
に
突
然
襲
い

か
か
っ
た
神
の
報
復
だ
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
が
喪
失
し
た
の
は
、「
は
じ
め
て
の
瞳
」
だ

け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
の
後
に
彼
は
お
そ
ら
く
、
た
っ
た
一つ
の
信
念
、
一

つ
の「
人
類
的
な
夢
」
も
失
っ
た
の
だ
。
主
人
公
Ａ
は
、
い
ま
、
は
じ
め
て
の
瞳
へ
の

道
を
辿
り
な
が
ら
、
青
春
時
代
の
追
い
求
め
た
夢
を
も
う
一
度
、
掘
り
起
こ
そ
う
と

し
て
い
る
。

　

ブ
カ
レ
ス
ト
の
港
で
彼
は
、
衝
撃
的
な
光
景
に
出
会
う
。
オ
デ
ッ
サ
の
港
か
ら
切
り

刻
ま
れ
て
運
ば
れ
て
き
た
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
レ
ー
ニ
ン
の
像
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ン
に
よ
っ

て
、
ヨ
カ
ナ
ー
ン
の
首
の
よ
う
に
持
ち
上
げ
ら
れ
る
シ
ー
ン
が
物
語
る
の
は
、
い
う
ま
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で
も
な
く
、
国
境
な
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
終
焉
で
あ
り
、
人
間
の
理
性
に
根
ざ
し
た
共

同
体
の
崩
壊
で
あ
る
。
寸
断
さ
れ
た
白
亜
の
レ
ー
ニ
ン
像
は
、
ガ
ラ
ス
片
の
よ
う
に
破

砕
し
た
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
、
あ
る
い
は
チ
ト
ー
政
権
下
で
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
隠

喩
と
な
る
。
一
方
、
レ
ー
ニ
ン
像
を
積
ん
だ
艀
の
舳
先
に
立
つ
Ａ
の
姿
に
は
、
か
つ
て

パ
リ
に
学
び
、
五
月
革
命
に
熱
狂
し
た
Ａ
＝
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
自
身
の
像
が
重
な
り
あ

う
。
レ
ー
ニ
ン
と
理
想
の
埋
葬
を
み
ず
か
ら
の
手
で
執
り
行
う
Ａ̶

̶

。
ド
ナ
ウ
の
ほ

と
り
で
膝
を
屈
し
て
ま
で
レ
ー
ニ
ン
像
に
十
字
を
切
る
民
衆
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
彼

は
、「理
想
」を
追
い
求
め
る
虚
し
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
思
い
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
３

　
「
こ
こ
は
サ
ラ
エ
ボ
か
、
こ
こ
は
サ
ラ
エ
ボ
か
」̶

̶
。
戦
火
の
サ
ラ
エ
ボ
に
着
い
た

Ａ
は
、
そ
う
声
を
あ
げ
る
。
そ
の
声
は
、
Ａ
の
魂
と
身
体
が
す
で
に
現
実
の
歴
史
と

同
じ
線
の
う
え
を
歩
ん
で
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
メ
ラ
の
フ
ォ
ー
カ
ス
へ
と
向

か
っ
て
走
っ
て
い
く
彼
の
前
方
を
、
ポ
リ
タ
ン
ク
を
抱
え
た
市
民
が
横
断
す
る
。
映
画

博
物
館
の
館
長
イ
ヴ
ォ
・
レ
ヴ
ィ(

エ
ル
ラ
ン
ド
・
ヨ
セ
フ
ソ
ン)
に
、
フ
ィ
ル
ム
の
現

像
を
う
な
が
す
言
葉
に
も
、
歴
史
の
重
さ
、
現
実
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
感
じ
と
れ
な
い
。

イ
ヴ
ォ
・
レ
ヴ
ィ
は
言
う
。「
た
と
え
現
像
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
虐
殺
の
な

か
で
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
」。
一
方
、
Ａ
は
、「
戦
争
と
狂
気
と
死
の
、
そ
ん
な
時
代

だ
か
ら
こ
そ
」
現
像
す
る
意
味
は
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
Ａ
の
口
か
ら
そ
の
理
由
は

つ
い
に
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
レ
ヴ
ィ
と
Ａ
の
間
に
、
芸
術
の
有
効
性

を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
が
あ
る
こ
と
が
浮
彫
に
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
ヴ
ィ

は
決
断
す
る
。「
一
九
九
四
年
十
二
月
三
日
、
次
第
に
大
き
く
な
る
輪
を
描
い
て
私
は

生
き
る
。
い
ろ
い
ろ
な
物
の
上
に
載
る
輪
を
、
最
後
の
輪
を
閉
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
試
し
て
み
よ
う
。
最
後
の
大
き
な
輪
を
。
私
は
神
の
ま
わ
り
を

回
る
」。
レ
ヴ
ィ
が
こ
こ
で
言
う「
次
第
に
大
き
く
な
る
輪
」
と
は
、
時
間
の
経
過
と

と
も
に
リ
ー
ル
に
厚
く
絡
め
と
ら
れ
て
い
く
セ
ル
ロ
イ
ド
の
層̶

̶

、
つ
ま
り
死
に
向

か
っ
て
加
速
す
る
彼
の
人
生
そ
の
も
の
だ
。「
最
後
の
輪
」
が
閉
じ
ら
れ
る
と
き
、
も
う

一
方
の
生
と
い
う
リ
ー
ル
は
空
に
な
る
。
し
か
し
最
後
の
も
っ
と
も
大
き
な
輪
が
、
白

い
闇
の
な
か
で
の
銃
殺
と
い
う
恐
ろ
し
い
事
態
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
な
ど
、
Ａ
は
予

想
も
し
て
い
な
い
。
一
二
月
三
日
と
い
う
具
体
的
な
日
付
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
歴
史
的
に
は
、
ボ
ス
ニ
ア
救
済
の
た
め
の
会
談
が
行
わ
れ
、
四
ヶ

月
間
の
休
戦
協
定
が
結
ば
れ
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
の
日
付
に
よ
っ
て
、
映
画
の
最
終

シ
ー
ン
の
も
つ
歴
史
的
な
奥
行
き
が
暗
示
さ
れ
る
。

　
三
巻
の
フ
ィ
ル
ム
は
現
像
に
成
功
し
た
。
そ
の
成
功
を
（
そ
し
て
休
戦
協
定
を
）
寿

ぐ
か
の
よ
う
に
、
サ
ラ
エ
ボ
の
町
を
霧
が
覆
う
。
フ
ィ
ル
ム
が
乾
く
ま
で
の
わ
ず
か
な

時
間
、
レ
ヴ
ィ
の
娘
（
モ
ル
ゲ
ン
ス
テ
ル
ン
）
と
Ａ
は
、
再
会
し
た
恋
人
同
士
の
よ
う

に
抱
擁
を
交
わ
し
あ
う
。
だ
が
、「
サ
ラ
エ
ボ
で
踊
る
な
ん
て
夢
の
よ
う
だ
」
と
一
言
発

し
た
彼
の
心
に
、
突
き
上
げ
る
よ
う
な
喜
び
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
Ａ
の
旅
は
完
遂

し
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
レ
ヴ
ィ
の
娘
は
、「
最
後
の
」
ペ
ネ
ロ
ペ
イ
ア
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
で
は
、
Ａ
の
故
郷
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
マ
ナ
キ
ス
の
未
現
像
フ
ィ
ル
ム
を
手

に
し
た
Ａ
は
、
故
郷
に
辿
り
つ
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
旅
は
ユ
リ
シ
ー
ズ
た
る
Ａ
自
身
の
死
に
よ
っ
て
し
か
完
結
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

映
画
館
長
の
レ
ヴ
ィ
は
言
う
。「
こ
こ
で
は
霧
の
日
は
祭
り
の
日
な
の
だ
」。
た
し
か

に
霧
は
、
一
切
の
境
界
線
を
失
わ
せ
、
時
間
を
消
し
さ
り
、
人
々
を
開
放
へ
と
導
く
だ

ろ
う
。
だ
が
、
霧
は
闇
と
同
じ
く
、
い
っ
さ
い
の
無
法
を
は
び
こ
ら
せ
る
カ
ー
ニ
バ
ル

の
空
間
で
も
あ
る
。
国
境
が
存
在
し
な
い
な
ど
と
考
え
る
の
は
ま
や
か
し
で
あ
り
、
霧

の
日
に
も
、
厳
然
と
そ
れ
は
存
在
し
て
い
る
。
白
い
闇
の
な
か
、
壁
に
仕
切
ら
れ
た
居
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住
区
で
は
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
回
教
徒
か
ら
な
る「
民
族
混
成
交
響
楽

団
」
が
音
楽
を
奏
で
、
二
人
の
男
女
は
、
引
き
裂
か
れ
た
恋
人
た
ち
の
物
語
（『
ロ
メ

オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』）
を
演
じ
る
。
こ
れ
ら
の
断
片
的
な
映
像
は
、
ご
く
瑣
末
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
が
、
映
画
全
体
の
テ
ー
マ
を
同
心
円
状
に
な
ぞ
る
も
の
だ
。
や
が

て
、
砲
弾
に
よ
っ
て
穿
た
れ
た
映
画
館
の
壁
の
穴
に
太
陽
の
光
を
ま
ぶ
し
た
霧
が
這
い

こ
み
、
レ
ヴ
ィ
と
Ａ
は
し
ば
ら
く
そ
こ
に
た
た
ず
む
。
こ
の
映
画
館
こ
そ
、
ま
さ
に
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
穿
た
れ
た
穴
と
は
、
写
真
、
あ
る
い
は
映

画
と
い
う
、
光
と
闇
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
織
り
あ
ざ
な
わ
れ
る
芸
術
の
原
点
で

あ
り
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
芸
術
と
現
実
の
接
点
で
も
あ
る
。
や
が
て
、
レ
ヴ
ィ
と
Ａ

は
、
こ
の
穴
を
通
っ
て
現
実
の
世
界
へ
と
這
い
出
し
て
い
く
。
そ
こ
で
彼
ら
を
待
ち
受

け
て
い
た
の
が
、
歴
史
で
あ
り
、「
神
」
の
報
復
で
あ
っ
た
。
墓
地
に
近
い
公
園
を
散
策

中
、
レ
ヴ
ィ
と
そ
の
娘
、
家
族
全
員
が
銃
殺
さ
れ
る
。
そ
の
殺
害
の
シ
ー
ン
は
、
深
い

霧
に
よ
っ
て
Ａ
か
ら
目
隠
し
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
霧
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ

の
、
無
力
な
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
の
傲
慢
と
好
奇
心
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
霧
の
な
か
で

は
、
神
で
さ
え
過
ち
を
犯
し
か
ね
な
い
、
と
復
讐
の
血
に
飢
え
た
セ
ル
ビ
ア
の
民
族
主

義
者
た
ち
は
殺
人
を
正
当
化
す
る
。
完
全
な
無
力
を
さ
ら
け
だ
す
Ａ
、
盲
目
と
な
っ

た
Ａ
・
そ
の
白
い
闇
は
、
デ
ロ
ス
島
で
Ａ
を
絶
望
に
突
き
落
と
し
た
「
四
角
い
ブ
ラ
ッ

ク
ホ
ー
ル
」
で
あ
り
、
蝕
で
あ
る
。
映
像
作
家
た
る
Ａ
か
ら
現
実
を
遮
断
し
、
覆
い

隠
し
た
も
の
、
そ
れ
は
、
彼
が
取
り
つ
か
れ
た
幻
の
フ
ィ
ル
ム
で
は
な
く
、
じ
つ
は
、「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ス
キ
ュ
ラ
」
に
留
ま
り
た
い
と
い
う
欲
望
そ
の
も
の
な
の
だ
。
こ
こ
に

隠
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
の
主
題
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
よ
り
も
さ
ら
に
文
明
化
さ
れ

て
い
る
。
仮
に
、
こ
の
盲
目
と
傲
慢
の
モ
チ
ー
フ
を
手
が
か
り
に
神
話
を
手
繰
り
よ
せ

る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
神
話
に
他
な
ら
な
い
。

　

永
遠
の
妻
ペ
ネ
ロ
ペ
イ
ア
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
な
が
ら
、
毎
日
、

糸
を
紡
ぎ
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
奇
し
く
も
残
さ
れ
た
マ
ナ
キ
ス
の
フ
ィ
ル
ム
が
描
き
出

し
て
い
た
の
も
、糸
を
紡
ぐ
ギ
リ
シ
ャ
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、オ
デ
ュ
ッ

セ
イ
ア
の
野
心
に
虐
げ
ら
れ
た
犠
牲
者
た
ち
と
も
い
え
る
。
彼
女
た
ち
が
紡
ぐ
糸
は
、

映
画
の
リ
ー
ル
の
よ
う
に
よ
り
大
き
な
輪
を
描
い
て
い
く
。
糸
を
紡
ぐ
女
性
に
カ
メ
ラ

を
向
け
た
マ
ナ
キ
ス
兄
弟
は
、
果
た
し
て
、
そ
れ
が
、
リ
ー
ル
に
フ
ィ
ル
ム
を
巻
き
と

る
自
分
の
姿
で
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　
マ
ナ
キ
ス
兄
弟
の
未
現
像
フ
ィ
ル
ム
に
取
り
つ
か
れ
た
主
人
公
の
Ａ
が
、
越
境
の
モ

チ
ー
フ
に
絡
め
取
ら
れ
た
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
自
身
の
分
身
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く

疑
い
な
い
（
Ａ
と
は
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
の
頭
文
字
で
も
あ
る
）。
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
自
身
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
少
年
時
代
に
経
験
し
た
ギ
リ
シ
ャ
内
戦
に
つ
い
て
、「
死
、
別

離
、
武
器
を
と
っ
て
街
頭
に
出
ろ
と
呼
び
か
け
、
夜
に
響
き
渡
る
歌
。
そ
し
て
そ
れ

か
ら
銃
声
」
と
と
も
に
長
い
年
月
を
生
き
て
き
た
と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
、
国
境
の
モ
チ
ー
フ
に
対
す
る
執
拗
と
も
い
え
る
こ
だ
わ
り
は
明
ら
か
に
な
ら

な
い
。
国
境
越
え
の
恐
怖
を
、
あ
る
い
は
恐
怖
を
感
じ
る
こ
と
な
く
国
境
を
越
え
る

も
の
た
ち
に
対
す
る
断
罪
を
、
彼
は
な
ぜ
、
い
つ
、
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
の
か
。
半
壊

し
た
映
画
館
の
闇
の
な
か
で
、「
最
初
の
ま
な
ざ
し
」
を
見
通
し
た
Ａ
は
、
フ
ィ
ル
ム
の

白
い
闇
に
向
か
い
、
胸
に
手
を
押
し
あ
て
な
が
ら
、
つ
ぶ
や
く
。

   「
今
度
わ
た
し
が
戻
る
と
き
は
、
他
人
の
服
を
着
て
、
他
人
の
名
を
な
の
り
、
唐
突

に
戻
る
だ
ろ
う
。
君
が
私
を
見
て
夫
で
は
な
い
と
言
っ
た
ら
、
印
を
見
せ
よ
う
。
信

じ
ら
れ
る
よ
う
に
。
庭
の
隅
の
レ
モ
ン
の
木
の
こ
と
、
月
光
の
入
る
窓
の
こ
と
を
話
し
、

身
体
の
印
を
見
せ
よ
う
。
愛
の
印
を
。
二
人
し
て
昔
の
部
屋
に
登
っ
て
ゆ
き
、
何
度

も
抱
き
合
い
、
愛
の
声
を
上
げ
、
そ
の
合
間
に
旅
の
話
を
し
よ
う
。
夜
が
明
け
る
ま
で
。

そ
の
次
の
夜
も
、
次
の
夜
も
、
抱
き
合
う
合
間
に
、
愛
の
声
の
合
間
に
、
人
間
の
旅

の
す
べ
て
を
、
終
わ
り
な
き
物
語
を
語
り
つ
づ
け
よ
う
」
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叙
事
詩
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
モ
チ
ー
フ
を
素
直
に
な
ぞ
る
こ
の
台
詞
を
、
Ａ
は
、

ほ
と
ん
ど
茫
然
自
失
の
ま
ま
朗
読
す
る
。「
他
人
の
服
を
着
て
、
他
人
の
名
を
名
乗
り

････
」̶

̶

、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
思
い
と
は
、
つ
ね
に
「
そ
の
印
」
を
あ
ば
か
れ
、

無
名
性
の
な
か
に
沈
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ヒ
ー
ロ
ー
の
切
な
る
祈
り
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
纏
わ
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
衣
服
、

そ
の
ま
や
か
し
の
衣
服
を
脱
ぎ
す
て
た
と
き
こ
そ
、
み
ず
か
ら
の「
最
初
の
ま
な
ざ
し
」

を
取
り
戻
す
と
き
だ
。
映
画
の
ラ
ス
ト
で
、
主
人
公
Ａ
は
、
マ
ナ
キ
ス
兄
弟
の「
最
初

の
ま
な
ざ
し
」
を
手
に
し
、
終
わ
り
な
き
旅
の「
目
標
」
に
た
ど
り
着
く
。
だ
が
、
み

ず
か
ら
の
掌
に
握
ら
れ
た「
目
標
」
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
留
ま

る
こ
と
し
ら
な
い
遍
歴
者
の
Ａ
に
残
さ
れ
た
放
浪
と
は
、
み
ず
か
ら
の「
瞳
」
を
短
剣

で
突
き
刺
し
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
放
浪
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
し
か
、
現
代
の
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
は
、
自
ら
の
人
生
の
ま
こ
と
の
主
人
公
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
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１・１　
シ
ャ
ー
ル
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ

詩
人
に
先
行
す
る
詩

　
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
真
価
、
重
要
性
が
一
挙
に
認
識
さ
れ
た
の
は
ナ
チ
ス
占
領
か
ら

フ
ラ
ン
ス
解
放
後
の
、
一
九
四
五
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
三
〇
年
代
初
頭
に
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
、
活
躍
が
あ
り
、『
打
ち
手
な
き
槌
』
な
ど
の
詩
集
を
発

表
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
名
前
は
い
く
つ
か
の
ご
く
少
数
の
友
人
グ
ル
ー
プ
の
あ
い

だ
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
戦
後
の
シ
ャ
ー
ル
が
比
類
の
な
い
現
代
詩
人
と
目

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
む
ろ
ん
、
占
領
時
代
に
一
切
の
詩
の
公
表
を
拒
否
し
、
南
仏

の
マ
キ
隊
の
先
頭
に
立
っ
て
武
器
を
と
っ
て
戦
い
、
フ
ラ
ン
ス
・
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
文
学
の

傑
作
『
イ
プ
ノ
ス
の
手
帳
』
を
発
表
し
た
剛
直
な
詩
人
と
し
て
の
振
る
舞
い
が
脚
光

を
浴
び
た
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
モ
ー
リ
ス・ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
テ
ク
ス
ト
、「
ル

ネ
・
シ
ャ
ー
ル
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
賛
否

を
別
に
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
後
多
く
の
シ
ャ
ー
ル
論
者
を
呪
縛
し
、
な
ん
ら

か
の
形
で
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
た
い
わ
く
つ
き
の
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
が
、
ブ
ラ

ン
シ
ョ
が
い
つ
も
な
が
ら
の
き
わ
め
て
凝
縮
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
描
き
出
し
た
シ
ャ
ー
ル

像
と
は
、
ま
ず
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
偉
大
さ
の
ひ
と
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
に
匹
敵

す
る
者
の
い
な
い
偉
大
さ
と
は
、
彼
の
詩
が
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
、
ポ
エ
ジ
ー
の
ポ
エ

ジ
ー
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘル
ダ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
の
本
質
の
詩
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
打
ち
手
な
き
槌
』

に
お
い
て
も
『
た
だ
残
る
も
の
は
』
に
お
い
て
も
、
詩
的
表
現
が
ポ
エ
ジ
ー
自
身
の

ま
え
に
置
か
れ
、
ポ
エ
ジ
ー
を
さ
が
す
言
葉
を
と
お
し
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
見
え

る
も
の
と
さ
れ
る
ポ
エ
ジ
ー
な
の
で
あ
る
１

 

こ
れ
以
上
は
言
い
よ
う
の
な
い
見
事
な
シ
ャ
ー
ル
詩
の
定
義
と
い
う
言
う
べ
き
だ
ろ

う
。
じ
っ
さ
い
シ
ャ
ー
ル
の
詩
と
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
な
詩
句
の
四
分
の
三
以
上
が
も
っ
ぱ

ら
ポ
エ
ジ
ー
（
そ
し
て
ポ
エ
ジ
ー
に
具
現
さ
れ
る
美
）
を
主
題
と
し
、
隠
喩
の
形
式
、

も
し
く
は
直
接
的
に
ポ
エ
ジ
ー
、
詩
作
品
、
詩
人
、
詩
作
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と

は
、
か
な
ら
ず
し
も
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
シ
ャ
ー
ル
論
を
評
価
し
な
い
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
で

さ
え
認
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
ん
に
ち
大
方
の
読
者
に
も
容
易
に
納
得
し
う
る

こ
と
で
あ
り
、
ど
ん
な
異
論
の
た
て
よ
う
も
な
い
、
ほ
と
ん
ど
自
明
の
事
実
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
そ
う
見
な
い
か
ぎ
り
、
シ
ャ
ー
ル
詩
の
大
半
は
読
解
不
可
能
な
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
最
初
に
明
言
し
た
の
が
ブ
ラ
ン
シ
ョ
だ
っ
た
。
だ
が
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は

な
に
ゆ
え
に
、
ど
ん
な
点
で
シ
ャ
ー
ル
を「
ポ
エ
ジ
ー
の
ポ
エ
ジ
ー
」
の
詩
人
、「
詩
の

本
質
」
の
詩
人
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ー
ル
論
者
の
い
く
つ
か

の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
批
判
は
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
に
淵
源
を
も
つ
。
た
だ
ブ
ラ
ン
シ
ョ
批
判
者
が
し

ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
詩
作
と
思
索 

│ 

予
備
的
考
察

西
永
良
成
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ば
し
ば
忘
れ
が
ち
な
の
は
、
こ
の
当
時
の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
詩
論
、
詩
人
観
は
シ
ャ
ー
ル

論
の
み
な
ら
ず
、
同
じ『
防
火
地
帯
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
彼
の
マ
ラ
ル
メ
、
ヘル
ダ
ー

リ
ン
論
に
も
部
分
的
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
シ
ャ
ー
ル
論
だ
け
に

特
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
当
時
の
詩
論
、

詩
人
観
は
か
な
り
独
特
で
一
見
逆
説
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
張
は
ま
ず
個
々
の

詩
、
詩
作
品（poèm

e
）
は
そ
の
作
者
た
る
詩
人(poète)

に
先
行
し
、
優
先
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

詩
人(poète)

は
彼
が
創
り
出
す
詩(poèm

e)

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
詩
人
は

彼
が
作
る
も
の
か
ら
見
れ
ば
二
義
的
で
あ
り
、
彼
が
引
き
起
し
た
世
界
よ
り
後
に

く
る
・
・
・
詩
は
詩
人
の
作
品
、
詩
人
の
実
存
の
も
っ
と
も
真
な
る
運
動
で
は
あ

る
が
、
詩
は
大
地
の
奥
底
の
暗
闇
と 

創
建
し
正
当
化
す
る
普
遍
的
な
光
と
が
結

び
つ
く
あ
る
上
位
の
意
識
の
な
か
で
、
詩
人
を
存
在
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
詩

人
な
し
に
、
詩
人
以
前
に
存
在
す
る
は
ず
の
も
の
な
の
で
あ
る
2

　

詩
人
は
彼
が
創
り
出
す
詩
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
い

わ
ば
持
論
で
あ
っ
て
、『
防
火
地
帯
』
で
は
シ
ャ
ー
ル
論
の
あ
と
に
お
か
れ
て
い
る
彼
の
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
論
に
お
い
て
も
、「
詩
人
は
詩
の
時
を
予
感
す
る
場
合
に
し
か
存
在
し
な
い
。

詩
人
は
詩
を
創
造
す
る
力
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
詩
に
た
い
し
て
二
義
的
で

あ
る
・
・
・
な
ぜ
詩
人
が
予
感
し
、
そ
の
予
感
の
様
式
に
お
い
て
存
在
し
う
る
の
か
。

そ
れ
は
詩
人
の
ま
え
に
す
で
に
詩
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
」3
と
あ
る
。
こ
の
シ
ャ
ー

ル
論
で
は
さ
ら
に
、「
詩
は
詩
人
の
真
実
で
あ
り
、
詩
人
は
詩
の
可
能
性
で
あ
る
」
と

も
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
言
う
。
こ
れ
は
い
く
ら
か
、
鶏
か
先
か
卵
が
先
か
と
い
っ
た
謎
か
け
に

も
似
た
逆
説
に
聞
こ
え
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
理
解
不
可
能
な
事
柄
で
は
な
い
。
先

験
的
に
詩
人
と
い
う
人
間
が
い
て
、
そ
の
人
間
が
創
り
出
す
も
の
が
つ
ね
に
詩
で
あ
る

の
で
は
な
く
、
あ
る
人
間
が
詩
を
創
り
出
す
そ
の
都
度
、
い
わ
ば
後
験
的
に
詩
人
に

な
る
の
だ
と
解
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
を
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
解
説
し
た
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
ビ

ン
ス
キ
ー
の
よ
う
に
、「
詩
は
同
意
さ
れ
た
危
険
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
ひ
と
り
の
人
間

が
消
え
去
っ
て
詩
人
と
し
て
再
生
す
る
」
4

と
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
詩
人
は
あ
る

詩
を
完
成
す
る
と
一
旦
消
え
去
り
、
新
た
な
詩
を
書
く
た
び
に
詩
人
と
し
て
再
生
す

る
の
だ
と
。
シ
ャ
ー
ル
自
身
も
、「
ポ
エ
ジ
ー
に
お
い
て
、
ひ
と
は
立
ち
去
る
場
所
に
し

か
住
ま
わ
ず
、
そ
こ
か
ら
身
を
引
き
離
す
作
品
し
か
創
ら
ず
、
時
間
を
破
壊
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
し
か
持
続
を
獲
得
し
な
い
」（
733

）、
あ
る
い
は「
詩
人
は
み
ず
か
ら
発
見
す

る
も
の
を
引
き
と
ど
め
な
い
。
そ
れ
を
書
き
移
す
と
す
ぐ
に
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に

こ
そ
、
詩
人
の
新
し
さ
、
無
限
、
危
険
が
あ
る
の
だ
」（
378

）
と
言
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

　

だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
論
理
で
は
な
い
、

詩
の
真
理
、
も
し
く
は
神
秘
の
こ
と
な
の
だ
。
論
理
の
問
題
と
し
て
な
ら
、
た
し
か

に
詩
人
は
彼
が
創
り
出
す
詩
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
、
詩
人
は
彼
が
作
る
も
の
か
ら
見

れ
ば
二
義
的
で
あ
り
、
彼
が
引
き
起
し
た
世
界
よ
り
後
に
く
る
、
な
ど
言
う
の
は
自

家
撞
着
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
前
記
の
引
用
文
の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
も
詩
の

詩
人
へ
の
優
先
性
、
先
行
性
の
み
な
ら
ず
、
詩
人
を
存
在
さ
せ
、
詩
人
な
し
に
、
詩

人
以
前
に
存
在
す
る
詩
が「
大
地
の
奥
底
の
暗
闇
と
創
建
し
正
当
化
す
る
普
遍
的
な

光
と
が
結
び
つ
く
あ
る
上
位
の
意
識
」
の
う
ち
に
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の

「
上
位
の
意
識
」
を「
詩
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
構
成
す
べ
き
不
可
能
な
絶
対
的
意
識
」

「
ど
ん
な
作
者
、
ど
ん
な
読
者
に
も
優
越
す
る
絶
対
的
な
詩
的
意
識
」
と
も
言
い
変

え
、
そ
れ
を
マ
ラ
ル
メ
的
概
念
だ
と
し
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は『
防
火
地
帯
』

の
「
マ
ラ
ル
メ
の
神
話
」
と
題
す
る
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
マ
ラ
ル
メ
が
彼
独
自
の
言

語
に
あ
た
え
て
い
た「
非
個
人
的
な
性
格
、
一
種
独
立
し
絶
対
的
な
実
在
」
に
つ
い
て
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こ
う
書
い
て
い
た
。

　
こ
の
言
語
は
そ
れ
を
表
現
す
る
だ
れ
を
も
、
聴
く
だ
れ
を
も
前
提
と
せ
ず
、
お

の
ず
か
ら
書
か
れ
、
聴
か
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
そ
の
権
威
の
条
件
で
あ
る
。
書
物

は
そ
の
よ
う
な
自
律
的
な
残
存
の
象
徴
で
あ
り
、
こ
れ
は
私
た
ち
を
越
え
、
そ
れ

に
た
い
し
て
私
た
ち
は
な
に
も
な
し
え
な
い
・
・
・
そ
れ
は
あ
る
種
の
主
体
の
な
い

意
識
で
あ
り
、
存
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
そ
の
意
識
は
離
脱
、
異
議
申
し
立
て
、

空
白
を
つ
く
り
だ
し
、
み
ず
か
ら
を
欠
如
の
な
か
に
置
く
無
限
の
力
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
ま
た
具
体
化
さ
れ
た
意
識
、
言
葉
の
物
質
的
形
式
、
言
葉
の
響
き

と
生
命
へ
と
還
元
さ
れ
、
そ
の
現
実
が
事
物
の
ほ
の
暗
い
奥
底
へ
の
な
に
か
は
わ
か

ら
な
い
が
、
な
ん
ら
か
の
道
を
私
た
ち
に
開
い
て
く
れ
る
と
信
じ
さ
せ
る
意
識
で
も

あ
る
5

　　

ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
シ
ャ
ー
ル
論
で
述
べ
て
い
る「
上
位
の
意
識
」「
ど
ん
な
作
者
、
ど
ん

な
読
者
に
も
優
越
す
る
絶
対
的
な
詩
的
意
識
」
が
こ
の
よ
う
な
言
語
の
「
あ
る
種
の

主
体
の
な
い
意
識
」「
そ
の
現
実
が
事
物
の
ほ
の
暗
い
奥
底
へ
の
な
に
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
な
ん
ら
か
の
道
を
私
た
ち
に
開
い
て
く
れ
る
と
信
じ
さ
せ
る
意
識
」
と
い
う
「
マ

ラ
ル
メ
の
神
話
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
た
し

か
に
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
言
う
と
お
り
、
シ
ャ
ー
ル
に
も
類
似
の
超
個
人
的
な「
絶
え
ず
動
い

て
い
る
暗
闇
の
測
り
知
れ
ぬ
深
淵
」（
18

）
と
か
、「
表
現
さ
れ
な
い
偉
大
な
遠
方
」(217)
、

さ
ら
に
は「
勇
気
と
沈
黙
を
覚
醒
さ
せ
た
ま
ま
に
す
る
、
私
た
ち
に
は
未
知
の
、
私
た

ち
に
は
近
づ
け
な
い
あ
の
ラ
ン
プ
」(

176)

と
い
っ
た
も
の
の
意
識
さ
え
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
さ
し
て
困
難
な
く
了
解
で
き
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
さ
ら
に
せ
り
上
げ
を
お
こ
な
い
、「
詩
は
詩
人
の
み
な
ら
ず
、
ポ
エ
ジ
ー
そ
の

も
の
に
優
先
す
る
」
と
ま
で
極
言
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
ひ
た
す
ら

詩
、
詩
作
品(poèm

e)

の
優
先
性
、
先
行
性
を
説
い
て
や
ま
な
い
こ
の
シ
ャ
ー
ル
論
の

な
か
で
、
具
体
的
な
作
品
は
ほ
と
ん
ど
引
用
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
例
外
的

に「
共
通
の
現
存
」（
80-

82

）
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
二
部
か
ら
な
る
か
な
り

長
い
詩
の
、
こ
の
よ
う
な
後
半
の
一
部
分
で
あ
る
。

　
お
ま
え
は
書
き
急
い
で
い
る

　

ま
る
で
生
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
。

　

も
し
そ
う
な
ら
、
お
ま
え
の
源
泉
で
列
を
つ
く
れ
、

　

急
げ

　

急
い
で
伝
え
よ
、

　
お
ま
え
の
驚
異
、
反
逆
、
慈
悲
の
部
分
を
。

　
じ
っ
さ
い
お
ま
え
は
生
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
、

　

表
現
し
が
た
い
生
、

　
と
ど
の
つ
ま
り
お
ま
え
が
結
び
つ
く
こ
と
を
受
け
入
れ
る
唯
一の
生
、

　

毎
日
人
々
と
事
物
に
よ
っ
て
お
ま
え
に
拒
ま
れ
、

　

仮
借
な
い
闘
い
の
は
て
に
、　　

　
お
ま
え
が
や
っ
と
の
思
い
で
肉
の
落
ち
た
断
片
を
そ
こ
か
し
こ
で
手
に
す
る
生
に
。

　
そ
の
生
の
外
で
は
、
す
べ
て
が
従
順
な
苦
悶
、
粗
末
な
最
期
に
す
ぎ
な
い
。

  

ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、「
表
現
し
が
た
い
生
」
以
下
の
六
行
だ
が
、
彼

は
お
そ
ら
く
「
お
ま
え
の
源
泉
」
を
彼
の
言
う
「「
上
位
の
意
識
」「
絶
対
的
な
詩
的
意

識
」
と
、 「
表
現
し
が
た
い
生
」「
唯
一の
生
」
そ
の
他
で
用
い
ら
れ
て
い
る 

「
生（vie

）」
を



111

「
詩(poèm

e)

」
と
解
し
て
、「
詩
は
け
っ
し
て
現
前
せ
ず
、
つ
ね
に
手
前
か
彼
方
に
あ

る
。
詩
が
私
た
ち
を
逃
れ
る
の
は
、
詩
が
私
た
ち
の
現
前
よ
り
も
む
し
ろ
不
在
だ
か

ら
で
あ
り
、
詩
が
ま
ず
空
白
を
つ
く
り
だ
し
・
・
・
そ
れ
が
示
す
も
の
を
た
え
ず
示

し
得
な
い
も
の
に
、
語
る
も
の
を
語
り
え
な
い
も
の
に
代
え
る
か
ら
だ
」
と
解
説
し
て

い
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
の
ち
に
シ
ャ
ー
ル
が
、「
ポ
エ
ジ
ー

の
そ
と
で
は
、
私
た
ち
の
足
と
そ
の
足
が
押
し
つ
ぶ
す
石
の
あ
い
だ
、
私
た
ち
の
眼
差

し
と
見
渡
さ
れ
た
領
野
の
あ
い
だ
で
、
世
界
は
無
で
あ
り
、
真
の
生
、
動
か
し
が
た
い

巨
人
は
ポ
エ
ジ
ー
の
脇
腹
で
し
か
形
成
さ
れ
な
い
」(

730)

の
で
あ
り
、「
詩(poèm
e)

と

は
、
私
た
ち
が
死
の
お
ぞ
ま
し
い
顔
面
に
投
げ
つ
け
て
や
る
、
生
存
の
腐
敗
し
な
い
切

れ
端
で
あ
る
」　（
359

）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、 「
表
現
し
が
た

い
生
」 「
唯
一の
生
」
そ
の
他
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
の「
生
」
を
個
々
の「
詩(poèm

e)

」

で
は
な
く
、「
ポ
エ
ジ
ー(poésie)

」
と
、
詩
人
が
手
に
す
る
そ
の「
生
」
の「
肉
の
落
ち

た
断
片
」
を
個
別
の 

「
詩
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ

が 

「
詩（
作
品
）」
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、む
し
ろ「
ポ
エ
ジ
ー
」
に
つ
い
て
こ
そ

言
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
シ
ャ
ー
ル
に
即
し
て
語
る
の
で
あ
れ

ば
、「
詩
の
な
か
で
は
、
ポ
エ
ジ
ー
は
現
前
せ
ず
、
つ
ね
に
手
前
も
し
く
は
彼
方
に
あ
る

も
の
と
し
て
啓
示
さ
れ
る
」
と
で
も
言
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
シ
ャ
ー
ル
論
の
な
か
で
、
さ
ら
に
一
段
と
調
子
に
乗
っ

て
、「
詩
の
本
質
は
詩
自
身
の
待
機
で
あ
り
、
最
初
に
来
る
も
の
に
な
り
う
る
こ
と
に

あ
る
」
が
、
し
か
し「
詩
は
そ
れ
で
も
正
当
化
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
た
と
え
現

実
化
さ
れ
て
も
不
可
能
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
」
と
か
、「
詩
の
な
か
で
は
、
あ
る

表
現
し
が
た
く
理
解
不
可
能
な
関
係
に
お
い
て
、
存
在
の
ほ
の
暗
い
奥
底
と
も
の
を

基
礎
づ
け
る
意
識
の
透
明
さ
と
が
、〈
動
き
、
恐
ろ
し
く
、
絶
妙
な
大
地
〉
と〈
不

均
質
な
人
間
の
条
件
〉
と
が
結
び
つ
く
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
双
方
が〈
互
い
に
捕
ら

え
合
い
、
資
格
を
あ
た
え
合
う
〉
そ
の
高
揚
し
た
出
会
い
が
あ
ら
ゆ
る
資
格
に
先
立
ち
、

ど
ん
な
決
定
を
も
逃
れ
、
ま
さ
し
く
そ
れ
自
身
の
不
可
能
性
し
か
意
味
し
な
い
か
ら

だ
」
な
ど
と
す
る
ブ
ラ
ン
シ
ョ一
流
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
い
か
に
魅
力
的
だ
と
は
い
え
強

引
に
す
ぎ
、
文
字
通
り
に
受
け
取
ら
な
い
ほ
う
が
賢
明
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

じ
っ
さ
い
、
こ
の
最
後
の
引
用
文
で
も
、
シ
ャ
ー
ル
の
当
該
の
原
文
は「
動
き
、
恐

ろ
し
く
、
絶
妙
な
大
地
と
不
均
質
な
人
間
の
条
件
と
が
互
い
に
捕
ら
え
合
い
、
資
格

を
あ
た
え
合
う
」
の
あ
と
に
、「
ポ
エ
ジ
ー
は
そ
の
双
方
の
モ
ア
レ
模
様
の
高
揚
し
た
総

体
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
」（
162

）
と
つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
ブ
ラ

ン
シ
ョ
に
大
学
人
の「
素
朴
さ
」
を
指
摘
さ
れ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ム
ー
ナ
ン
が
、
不
可
能

な
絶
対
的
意
識
の
な
か
で
み
ず
か
ら
の
不
可
能
性
と
非
現
実
性
を
明
ら
か
に
す
る
詩

と
い
う
ブ
ラ
ン
シ
ョ一
流
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、「
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
お
け
る
伝
達
へ
の
強
固
な

憎
悪
は
病
気
、
一
種
の
知
的
な
癌
で
あ
る
」
と
断
じ
て
、
も
し
シ
ャ
ー
ル
の
詩
が
ブ
ラ

ン
シ
ョ
の
言
う
と
お
り
の
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
詩
は
お
よ
そ
読
ま
れ
る
に
値
し
な
い
も

の
に
な
る
と
憤
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
6

。
ひ
と
は
大
文
字
で
書
か
れ
る

〈
詩
〉
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
々
の
詩（
真
の
生
﹇
＝
ポ
エ
ジ
ー
﹈
の「
肉
の
落
ち
た

断
片
」「
腐
敗
し
な
い
切
れ
端
」）
を
書
く
し
か
な
い
。
シ
ャ
ー
ル
も
ま
た
け
っ
し
て
そ
の

例
外
で
な
く
、「
お
の
れ
の
実
現
の
不
可
能
性
」
を
語
る
詩
ば
か
り
を
書
い
た
は
ず
も

な
い
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
て
結
局
、
詩
は
い
ま
だ
な
い
も
の
、
不
在
へ
の
運
動
で
あ
る
が
、

し
か
し
詩
は
そ
の
運
動
が
引
き
起
こ
す
不
在
な
か
に
無
の
不
在
で
は
な
く
て
、
つ
ね
に

何
か
の
不
在
を
認
め
、
そ
の
何
か
の
現
前
を
望
ま
し
い
も
の
に
し
、
非
現
実
を
現
実

化
し
た
い
と
す
る
欲
望
を
も
た
ら
す
の
だ
か
ら
、
詩
が「
最
初
の
も
の
」
と
し
て
到
来

す
る
こ
と
で
初
め
て
未
来
も
ま
た
可
能
に
な
る
と
、
い
わ
ば
否
定
神
学
的
に
詩
の
先

行
性
を
介
し
た
ポ
エ
ジ
ー
を
擁
護
す
る
。
だ
が
、
シ
ャ
ー
ル
自
身
は
最
高
の
絶
対
的
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価
値
、
あ
る
い
は
神
秘
と
し
て
の
ポ
エ
ジ
ー
自
体
を
二
義
的
に
考
え
た
こ
と
な
ど
一
度

も
な
く
、
彼
に
と
っ
て「
ポ
エ
ジ
ー
は
謙
虚
さ
の
な
か
で
、
血
み
ど
ろ
な〈
時
間
〉
に
他

の
ど
ん
な
声
も
打
ち
明
け
る
勇
気
の
な
い
こ
と
を
あ
え
て
言
う
。
ま
た
、
難
破
し
た

本
能
に
救
い
を
も
た
ら
し
も
す
る
」（
581

）
と
い
っ
た
よ
う
に
肯
定
神
学
的
な
も
の
で
さ

え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
ひ
た
す
ら
詩
の

優
先
性
、
先
行
性
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
い
く
ぶ
ん
か
誇
張
し
て
シ
ャ
ー
ル
か
ら
の
超

越
、
も
し
く
は
逸
脱
を
お
こ
な
い
、
マ
ラ
ル
メ
論
お
よ
び
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
と
も
通
底

す
る
当
時
の
彼
独
自
の
、
い
わ
ば
戦
略
的
な
詩
論
を
展
開
し
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
こ
こ
で
急
い
で
つ
け
く
わ
え
て
お
く
べ
き
は
、
シ
ャ
ー
ル
自
身
は
ブ
ラ
ン

シ
ョ
の
そ
ん
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
か
な
ら
ず
し
も
不
快
に
は
思
わ
ず
、（
彼
に
は
稀
に
あ
る

詩
が
ほ
と
ん
ど
完
璧
な
姿
で
や
っ
て
く
る
と
い
う
経
験
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し

い
の
で
）
す
く
な
く
と
も
部
分
的
に
は
理
解
し
、
さ
ら
に
い
さ
さ
か
面
白
が
っ
て
さ
え

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
ラ
ン
ボ
ー
を
論
じ
た
重
要
な
テ
ク
ス
ト
の

な
か
で
、
詩
人
は
あ
る
時
代
の
端
緒
か
終
焉
の
と
き
に
姿
を
現
す
の
で
あ
り
、
芸
術

は
自
然
か
ら
文
明
へ
の
、
そ
し
て
文
明
か
ら
自
然
へ
の
変
わ
り
目
に
な
る
と
い
う
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
の
有
名
な
文
句
を
引
き
な
が
ら
、
ラ
ン
ボ
ー
を
「
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い

文
明
の
最
初
の
詩
人
」
だ
と
述
べ
た
あ
と
で
、「
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
を
も
じ
っ
て

言
え
ば
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
現
在
に
お
い
て
贖
わ
れ
、
未
来
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ

る
、
お
の
れ
以
外
に
ど
ん
な
権
威
も
も
た
な
い
全
体
性
の
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
も
し

私
が
自
分
に
と
っ
て
ラ
ン
ボ
ー
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
る
な
ら
、
私
は
自
分
の
ま
え
に

あ
る
ポ
エ
ジ
ー
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」(

732)

と
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
悲
嘆
に
拘
束
さ
れ
た
深
み
、
ま
た
反

抗
に
よ
っ
て
帯
電
さ
れ
る
が
、
傷
つ
け
ら
れ
は
し
な
い
深
み
、
新
し
い
現
在
の
な
か
で

す
べ
て
が
灰
も
し
く
は
砂
に
な
り
、
過
去
の
冷
た
い
価
値
し
か
も
た
な
く
な
る
と
き
に

大
切
に
な
る
唯
一の
深
み
を
見
据
え
て
い
る
・
・
・
彼
の
作
品
は
き
わ
め
て
慧
眼
な
精

神
を
穿
ち
、
渇
望
を
あ
た
え
る
た
め
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い
」(

744)

と
も
。
こ
こ
に

は
あ
き
ら
か
に
シ
ャ
ー
ル
の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
へ
の
親
近
感
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の「
友
愛
」

さ
え
も
が
感
じ
ら
れ
る
。

始
ま
り
の
言
葉

　

周
知
の
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ル
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の「
友
愛
」
は
八
八
年
の
シ
ャ
ー
ル
の
死

ま
で
、お
そ
ら
く
終
生
つ
づ
い
た
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
さ
き
に
問
題
に
し
た
「
ル
ネ・シ
ャ
ー

ル
」の
あ
と
、「
ル
ネ・シ
ャ
ー
ル
と
中
性
の
思
想
」（
六
三
）「
断
片
の
言
葉
」（
六
九
）「
ラ

ス
コ
ー
の
野
獣
」（
七
一
）
の
三
つ
の
シ
ャ
ー
ル
論
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三

つ
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、「
詩
は
詩
人
の
み
な
ら
ず
、

ポ
エ
ジ
ー
に
も
先
行
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
へ
の
固
執
は
影
を
潜
め
、も
っ
ぱ
ら
シ
ャ
ー

ル
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
語
的
類
似
性
、
さ
ら
に
は
時
代
を
超
え
た
思
索
の
同
質
性

を
強
調
す
る
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。す
で
に
最
初
の「
ル
ネ・シ
ャ
ー

ル
」
で
も
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
た
。

　
シ
ャ
ー
ル
の
言
語
の
調
子
の
絶
対
的
な
力
は
極
端
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
の
様
式
、
つ
ま
り
言
い
回
し
の
簡
潔
さ
と
イ
メ
ー
ジ
の
権
威
と
が
過
剰
な
、
さ
ら
に

は
神
託
の
よ
う
な
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
現
す
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
様
式
に
比
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
、
シ
ャ
ー
ル
の
作
品
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
『
た

だ
残
る
も
の
は
』
以
後
は
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
形
式
が
頻
繁
に
な
り
、
言
葉
が
ほ
と
ん
ど

つ
ね
に
重
々
し
く
、
抽
象
的
な
語
彙
の
重
み
の
う
ち
に
槌
の
強
度
を
さ
が
し
な
が
ら
、

あ
る
種
の
荘
厳
さ
と
と
も
に
、
緩
や
か
に
確
立
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
重
々
し
い
緩

や
か
さ
を
じ
つ
に
力
強
い
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
な
か
に
こ
の
う
え
な
く
生
き
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生
き
と
し
た
形
象
の
継
起
が
立
ち
現
れ
る
か
ら
、
つ
ま
り
可
能
な
限
り
小
さ
な
時
間

の
単
位
が
こ
の
う
え
な
く
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
の
現
実
性
、〈
瞬
時
に
女
王
に
な
る
材
質

＝
情
動
〉
の
こ
の
う
え
な
く
輝
か
し
い
煌
め
き
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
7 

　　
こ
の「
瞬
時
に
女
王
に
な
る
材
質
＝
情
動
」
と
は
、
シ
ャ
ー
ル
に
よ
る
詩
の
定
義
の

ひ
と
つ
だ
が
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
し
か
し
、
シ
ャ
ー
ル
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
の
言
語
的
類

縁
性
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
た
だ
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
上
深
く
立
ち
入
る
こ

と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
以
後
の
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
こ
の
類
縁
性
の

こ
と
が
か
な
ら
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
だ
。「
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
と
中
性
の
思
想
」
に

お
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
お
の
れ
の
ま
え
に
未
知
な
く
し
て
い
か
に
生
き
ら
れ
よ
う

か
」（
247

）
と
い
う
有
名
な
文
句
の
ほ
か
、
し
ば
し
ば
シ
ャ
ー
ル
の
語
る「
未
知
な
る
も

の
」
と
い
う
鍵
＝
言
葉
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
一
な
る̶

事
物̶

賢
者
」「
一
な
る̶

そ
の
も
の
」「
共
通
な
る̶

そ
れ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
男
性
形
で
も
女
性
形
で
も
な
く
、

主
体
で
も
客
体
で
も
な
し
に
、
ま
た
い
か
な
る
同
一
性
や
単
一
性
の
要
請
と
も
無
縁
な

「
中
性
の
単
数
形
」
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は「
啓
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ

指
示
さ
れ
る
未
知
」
で
あ
る
と
言
う
8

。
ま
た「
断
片
の
言
葉
」
で
は
、た
し
か
に
『
た

だ
残
る
も
の
は
』
以
後
に
頻
繁
に
な
る
シ
ャ
ー
ル
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
な
断
章
形
式
の

詩
も
、
や
は
り
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
と
同
じ
よ
う
に
、「
未
完
な
の
で
は
な
く
、
な

ん
ら
か
の
単
一
性
に
は
還
元
で
き
な
い
、
別
の
完
成
の
様
式
」「
未
知
を
引
き
と
ど
め
る

こ
と
な
く
未
知
を
迎
え
入
れ
る
つ
ね
に
異
な
っ
た
様
式
、
そ
の
都
度
詩
と
思
索
の
新

し
い
関
係
を
発
見
さ
せ
る
仕
方
」
9

だ
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、
シ
ャ
ー
ル
の

詩
作
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
索
と
の
関
連
が
さ
ら
に
主
題
的
に
展
開
さ
れ
、
深
く
考

察
さ
れ
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
三
つ
目
の
「
ラ
ス
コ
ー
の
野
獣
」
10
に
お
い
て

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
ま
ず
、「
私
た
ち
の
運
命
と
結
び
つ
い
て
い
る
詩
人
ル
ネ
・

シ
ャ
ー
ル
が
な
ぜ
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
名
前
を
心
か
ら
自
分
に
身
近
な
も
の
に
感
じ
る

の
か
」
と
問
う
。
多
く
の
シ
ャ
ー
ル
論
者
が
き
ま
っ
て
言
及
す
る
が
、
し
か
し
必
ず
し

も
そ
の
意
味
を
究
明
し
な
い
ま
ま
に
し
て
い
る
重
要
な
問
い
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は

ま
ず
「
デ
ル
ポ
イ
の
主
は
語
り
も
せ
ず
、
隠
し
も
せ
ず
、
指
示
す
る
」（
断
片
九
三
）

と
い
っ
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
を「
始
ま
り
の
言
葉
」、「
そ
こ
で
は
始
源
が
語
る

言
語
」
で
あ
り
、
本
質
的
に
予
言
的
な
言
語
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
、
予
言
と
い
っ

て
も
か
な
ら
ず
し
も
将
来
の
出
来
事
を
述
べ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
既
存
の
ど
ん

な
も
の
に
も
、
既
知
の
ど
ん
な
真
理
も
し
く
は
言
語
に
も
支
え
ら
れ
ず
、「
そ
れ
が
始

め
る
が
ゆ
え
に
告
げ
る
、
ま
だ
話
さ
な
い
が
ゆ
え
に
指
示
す
る
」
言
葉
だ
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
み
ず
か
ら
に
先
立
ち
、
み
ず
か
ら
の
前
方
に
し
か
お
の
れ
の
意
味

と
正
当
性
が
な
く
、
つ
ま
り
は
本
質
的
に
正
当
化
さ
れ
な
い
未
来
の
言
語
」
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
「
シ
ビ
ュ
ラ（
巫
女
）
は
泡
立
つ
調

子
で
、
面
白
く
も
な
け
れ
ば
飾
り
気
も
な
く
流
暢
さ
に
欠
け
る
言
葉
を
発
し
、
千
年

の
あ
い
だ
そ
の
神
託
を
鳴
り
響
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
巫
女
に
語
ら
せ
て
い
る
の
が

神
だ
か
ら
で
あ
る
」（
断
片
九
二
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な「
最
初
の
言
葉
の
裸
形
」
だ
っ

た
と
つ
づ
け
る
。

　
つ
ぎ
に
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
、
た
と
え
ば「
詩
人
に
は
探
求
の
途
中
で
、
ず
っ
と
あ
と
に
し

か
、
彼
の
消
滅
の
あ
と
に
し
か
待
た
れ
て
い
な
か
っ
た
岸
に
乗
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
」

（
71

）「
詩
人
は
証
拠
の
崩
壊
の
た
び
に
、
未
来
の
祝
砲
で
応
え
る
」（
167

）「
ポ
エ
ジ
ー
、
そ

れ
は
ふ
た
た
び
資
格
を
あ
た
え
ら
れ
た
人
間
の
内
部
の
未
来
の
生
だ
」（
267

）
な
ど
と
い
っ

た
名
高
い
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
を
引
い
て
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、「
非
人
称
的
で
、
つ

ね
に
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
未
来
の
言
葉
だ
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
始
ま
り
の
言
葉
の

決
断
に
お
い
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
で
も
っ
と
も
直
接
的
な
運
命
の
な
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か
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
内
密
に
語
ら
れ
る
言
葉
」
で
あ
り
、
シ
ャ
ー
ル
の
詩
に

見
ら
れ
る「
予
感
の
歌
」
も
や
は
り
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
と
同
様
に
、
な
に
か

し
ら
の
明
日
を
歌
う
の
で
は
な
く
、「
最
初
の
日
」
の「
始
ま
り
の
力
」
を
歌
う
始
源

の
言
語
、
神
託
の
言
葉
の
よ
う
に
「
な
に
も
命
じ
ず
、
な
に
ご
と
に
お
い
て
も
強
い
ず
、

話
し
さ
え
も
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
沈
黙
を
未
知
の
ほ
う
に
絶
対
的
に
固
定
さ
れ
た

指
に
す
る
」
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
「
デ
ル
ポ
イ
の
主
の
声
に
も
似
た
、
ま

だ
な
に
も
言
っ
て
い
な
い
声
、
覚
醒
し
、
ひ
と
を
覚
醒
さ
せ
る
声
、
遠
く
か
ら
や
っ
て

き
て
、
遠
く
に
呼
び
か
け
る
、
と
き
に
痛
烈
で
厳
し
い
声
な
の
だ
」
と
。

　
こ
の
よ
う
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
と
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
と
を
と
も
に
神
託
に
も

似
た「
始
ま
り
の
言
葉
」
と
し
て
と
ら
え
た
あ
と
、
つ
づ
い
て
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
、「
ル
ネ
・

シ
ャ
ー
ル
の
作
品
に
お
け
る
詩
の
言
葉
が
私
た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

の
思
索
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
の
は
始
源
と
の
関
係
、
そ
れ
も
双
方
に
あ
っ
て
同
じ

よ
う
に
信
頼
で
き
る
も
の
で
も
安
定
し
た
も
の
で
も
な
く
、
引
き
裂
か
れ
、
激
烈
な

関
係
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
言
い
つ
つ
、
今
度
は「
詩
に
お
け
る
哲
学
の
誕
生

と
い
う
き
わ
め
て
奇
妙
な
出
来
事
」
に
考
察
を
進
め
る
。
た
だ
私
た
ち
は
そ
の
ま
え

に
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
い
う「
始
ま
り
の
言
葉
」、
始
源
と
の「
引
き
裂
か
れ
激
越
な
関
係
」

と
は
、
は
た
し
て
な
に
を
含
意
し
て
い
る
も
の
な
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

彼
に
よ
れ
ば
、「
始
ま
り
の
言
葉
」
と
は「
始
源
へ
の
沈
黙
の
、
忍
耐
強
く
、
長
い

接
近
に
よ
っ
て
、
万
物
の
深
い
生
命
な
か
に
万
物
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま

り
を
告
げ
る
」
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
そ
ん
な
始
源
と
の「
引
き
裂
か
れ
、激
烈
な
関
係
」

に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。
と
く
に
詩
と
は
か
ぎ
ら
ず
一
般
に
芸
術
作
品
の
成
立

に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
開
か
れ
る
空
間
の
な
か
で
高
揚
し
よ
う
と
す
る
傾
向
と
隠
匿
の

深
み
の
な
か
に
引
き
こ
も
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
が
い
ま
だ
未
分
化
な
暴
力
で
し
か
な
い

瞬
間
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に
は
作
品
は
和
解
も
分
離
も
し
が
た
い
瞬
間
が
相
争
う
内

面
性
で
し
か
な
く
、
ま
だ
作
品
と
し
て
誕
生
し
な
い
。
そ
こ
に
は
お
の
れ
を
捕
ら
え
よ

う
と
す
る
形
式
と
お
の
れ
を
拒
も
う
と
す
る
無
制
限
、
つ
ま
り
始
ま
り
と
し
て
の
作

品(œ
uvre)

と
そ
こ
か
ら
出
発
に
す
る
と
作
品
に
な
る
の
で
は
な
く
、
永
遠
の
無
為(d

éœ
uvrem

ent)

に
陥
っ
て
し
ま
う
始
源
と
の
引
き
裂
か
れ
た
交
渉
＝
闘
い
が
あ
る
。
そ

し
て
、
思
索
の
言
語
と
詩
の
言
語
と
は
そ
う
し
た
原
初
の
対
話（
対
立
す
る
高
揚
、
引

き
裂
か
れ
激
越
な
関
係
）
が
と
る
二
つ
の
異
な
っ
た
方
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
双
方
が
自
己
反
復
を
嫌
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
平

静
化
さ
れ
た
通
常
の
形
式
を
断
念
し
、
み
ず
か
ら
の
源
泉
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
た

び
に
、
多
少
な
り
と
も
あ
の
未
分
化
の
暴
力
状
態
、
原
初
の
闘
い
を
ふ
た
た
び
く
り

か
え
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
作
品
も
そ
れ
が
根
源
的
で
あ

ろ
う
と
す
れ
ば
、
成
立
の
過
程
で
そ
ん
な
原
初
の
対
話
へ
の
永
遠
の
回
帰
に
な
ら
ざ
る

を
え
ず
、
そ
ん
な
緊
迫
し
た
誕
生
の
劇
を
演
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス（
思

索
）
と
シ
ャ
ー
ル（
詩
作
）
の
本
質
的
な
共
通
点
、
隣
接
性
も
ま
た
、
ま
さ
に
そ
う

し
た
未
分
化
な
暴
力
、
原
初
の
闘
い
と
対
話
へ
の
永
遠
の
回
帰
に
こ
そ
由
来
す
る
の
だ

と
し
て
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
こ
う
に
述
べ
る
。

　
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
作
品
に
あ
っ
て
も
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
に
あ
っ
て
も
、
私

た
ち
が
刻
々
立
ち
会
う
の
は
そ
う
し
た
永
遠
の
発
生
、
前
方
に
あ
る
あ
の
過
酷

な
闘
い
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
思
索
の
透
明
さ
が
そ
れ
を
引
き
と
ど
め
る
暗
い

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
現
れ
、
同
じ
言
葉
が
二
重
の
暴
力
に
耐
え
な
が
ら
思
索
の
剥

き
出
し
の
沈
黙
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
、
た
え
ま
な
く
話
す
深
み
、
し
か
し
な
に
ご

と
も
容
易
に
き
き
と
ら
れ
な
い
呟
き
に
よ
っ
て
濃
密
に
な
り
満
た
さ
れ
る
よ
う
だ
。

樫
の
言
葉
と
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
厳
密
で
閉
じ
た
言
語
。
そ
の
よ
う
な
最
初
の
言
葉

の
未
分
化
の
な
か
で
、
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
が
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
を
見
な
が
ら〈
名
づ
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け
え
ぬ
野
獣
〉
の
形
象
の
も
と
に
同
定
し
た〈
異
様
に
変
装
し
た
母
、
涙
い
っ
ぱ
い

の
眼
を
し
た《
知
恵
》〉
は
、
私
た
ち
に
話
す
11

　

要
す
る
に
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
同
じ
く「
誕
生
へ
の
永
遠
の
回
帰
」、「
始
ま
り
の
言
葉
」
と

し
て
シ
ャ
ー
ル
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
語
的
類
縁
性
を
論
じ
、
正
当
化
し
て
い
る
の

だ
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な「
奇
妙
な
知
恵
」
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
＝
プ
ラ
ト
ン
以
降

の
西
洋
思
想
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
古
す
ぎ
る
と
同
時
に
あ
ま
り
に
も
新
し
い
も
の

だ
と
結
ん
で
、
そ
の
独
創
性
、
さ
ら
に
は
来
る
べ
き
現
代
性
さ
え
強
調
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
＝
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
西
欧
思
想
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
と
も
に
、

一
貫
し
て
始
源
、
未
知
を
指
示
す
る
神
託
、
始
ま
り
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
特
定
し
う

る
だ
れ
か
、
既
知
の
な
に
か
に
基
づ
か
な
い
真
理
、
言
葉
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
立
し
、
そ
の
排
除
の
隠
蔽
の
も
と
に
存
続
し
て
き
た
の
だ
か
ら
だ
と
い
う
。
の
ち
に

述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
、
さ
ら
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
論
に

も
通
じ
る
考
え
で
あ
っ
て
興
味
深
い
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
こ
の
シ
ャ
ー
ル
論
の

表
題
に
し
て
、か
つ
結
び
で
も
一
部
を
引
用
し
て
い
る
シ
ャ
ー
ル
の
詩「
名
づ
け
え
ぬ
野
獣
」

（
352

）
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

名
づ
け
え
ぬ〈
野
獣
〉
が
優
美
な
群
れ
を
塞
い
で
い
る
、

　
　
　

ま
る
で
滑
稽
な
一つ
目
巨
人
の
よ
う
に
。

　
　
　
八
つ
の
冷
や
か
し
が
そ
の
装
い
と
な
り
、
そ
の
狂
気
を
分
割
す
る
。

　
　
　
田
舎
の
空
気
の
な
か
で〈
野
獣
〉
は
敬
虔
に
げ
っ
ぷ
を
す
る
。

　
　
　
そ
の
ず
っ
し
り
垂
れ
下
が
っ
た
横
腹
は
苦
し
そ
う
で
、
い
ま
に
も

　
　
　

孕
ん
で
い
る
も
の
を
空
っ
ぽ
に
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

　
　
　

蹄
か
ら
無
益
な
牙
ま
で
悪
臭
に
包
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
そ
ん
な
ふ
う
に
私
に
は
見
え
る
、
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
の
な
か
の
、　

　
　
　

異
様
に
変
装
し
た
母
、

　
　
　

涙
い
っ
ぱ
い
の
眼
を
し
た〈
知
恵
〉
は
。　

　
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る「
名
づ
け
え
ぬ
野
獣
」、「
異
様
に
変
装
し
た
母
」
た
る「
涙
い
っ

ぱ
い
の
眼
を
し
た〈
知
恵
〉」
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
言
う
よ
う
に「
始
ま
り
の
言
葉
」
の

形
象
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
な
ぜ
こ
の「
知
恵
」
は「
滑
稽
な
一つ
目
巨

人
」
の
よ
う
で
あ
り
、 「
悪
臭
に
包
ま
れ
て
」
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
こ
そ

が
あ
の「
永
遠
の
発
生
」
の
原
型
と
傷
跡
、「
最
初
の
言
葉
の
裸
形
」
だ
か
ら
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
は
シ
ャ
ー
ル
の
詩
の
解
釈
に
か
か
わ
る
別
の
問
題
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン

シ
ョ
の
シ
ャ
ー
ル
論
を
辿
っ
て
い
る
現
在
の
私
た
ち
の
関
心
領
域
を
越
え
る
。
と
は
い

え
、
こ
こ
で
言
っ
て
お
く
べ
き
は
、「
未
知
を
指
示
す
」
る「
始
ま
り
の
言
葉
」
と
し
て

の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
＝
シ
ャ
ー
ル
論
を
シ
ャ
ー
ル
自
身
は
大
い
に
評
価
し
、

み
ず
か
ら
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
全
集
に
収
録
し
た
研
究
論
文
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
、
こ

の
「
ラ
ス
コ
ー
の
野
獣
」
を
選
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
あ
た
か
も
ブ

ラ
ン
シ
ョ
の
所
論
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、「
種
子
の
顔
」
と
題
す
る
詩
の
な
か
で
、「「 

〈
姿
〉
よ
、
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
シ
ビ
ュ
ラ（
巫
女
）
を
受
け
入
れ
よ
／〈
顔
〉
よ
、

あ
な
た
の
面
立
ち
の
も
と
に
大
地
が
再
結
集
す
る 

」 （ 

682

）
と
書
い
て
い
た
し
、
ま
た
ま

さ
し
く
「
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
よ
、
私
た
ち
は
で
き
れ
ば
答
え
た
く
な
か
っ
た
の

だ
が
」
と
題
さ
れ
た
詩
の
な
か
は
、「
た
だ
説
明
で
き
な
い
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
こ

と
の
で
き
た
も
の
だ
け
が
、
私
た
ち
を
求
め
る
時
期
も
近
づ
い
て
い
る
」（
447

）
と
言
明

し
て
い
る
。
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１・２　
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
シ
ャ
ー
ル

シ
ャ
ー
ル
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
観　

　

ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
シ
ャ
ー
ル
＝
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
論
は
、
概
し
て
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
厳
し
い

ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
さ
え
も
と
く
に
異
論
を
た
て
ず
、
む
し
ろ
「
一
九
三
〇
年
に
ヘ
ラ
ク

レ
イ
ト
ス
を
読
ん
で
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
シ
ャ
ー
ル
の
言
明
を
、
私
た
ち
は
文
字
通

り
に
受
け
取
っ
て
も
い
い
」
と
言
う
ば
か
り
か
、「
彼
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
な
か
に
、
彼

が
け
っ
し
て
放
棄
し
な
か
っ
た
根
本
的
な
信
念
を
見
い
だ
し
た
か
、
あ
る
い
は
ヘ
ラ
ク
レ

イ
ト
ス
の
も
の
だ
と
し
た
」
1

と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
シ
ャ
ー
ル
の
作
品
な
か

に
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
指
摘
し
た
言
語
様
式
・
内
容
の
ほ
か
に
も
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

の
言
葉
の
影
響
、
残
響
、
あ
る
い
は
反
響
と
見
な
し
う
る
詩
句
、
省
察
を
見
い
だ
す

こ
と
が
い
た
っ
て
容
易
な
の
で
、
そ
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
た
と
え
ば
、
対
立
と
生
成
に
つ
い
て
、

　
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
：「
対
立
す
る
も
の
は
有
益
で
あ
り
、
異
な
っ
た
も
の
か
ら
も
っ
と

　

も
美
し
い
調
和
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
万
物
は
不
和
か
ら
生
じ
る
」（
断
片
八
）
2

　
シ
ャ
ー
ル
：「
人
間
は
決
し
て
最
終
的
な
も
の
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、   

　
み
ず
か
ら
の
反
対
物
を
隠
し
持
っ
て
い
る
。
そ
の
サ
イ
ク
ル
は
な
ん
ら
か
の
誘
惑
に

　

晒
さ
れ
る
か
い
な
い
か
に
よ
っ
て
異
な
る
軌
道
を
描
く
」(188)

。
あ
る
い
は
、「
詩
人

　
の
努
力
は
古
い
敵
を
誠
実
な
対
抗
者
に
変
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
ど
ん
な
豊
か
な

　

明
日
も
そ
の
計
画
の
成
功
し
だ
い
な
の
だ
か
ら
」（
176

）

第
一
要
素
と
し
て
の
火
に
つ
い
て
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
：「
世
界
（
コ
ス
モ
ス
）
は（
…
）
い
つ
も
生
き
て
い
る
火
と
し
て
、

い
つ
で
も
あ
っ
た
し
、
現
に
あ
り
、
ま
た
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
、
定
量
だ
け
燃
え
、

定
量
だ
け
消
え
な
が
ら
」（
断
片
三
〇
）

シ
ャ
ー
ル
：
「
あ
の
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
、
あ
の
最
初
の
太
陽
の
小
枝
、
す

な
わ
ち
見
ら
れ
ず
、
解
体
し
え
な
い
火
」（
158

）。
あ
る
い
は
も
っ
と
端
的
に
、「
火
は

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
に
あ
る
」（
587

）

雷
に
つ
い
て

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
：「
雷
電
は
万
物
を
舵
と
る
」(

断
片
六
八)

シ
ャ
ー
ル
：「
私
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一の
主
人
は
と
は
、
あ
る
と
き
に
は
私
た
ち

を
照
ら
し
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
両
断
す
る
稲
妻
だ
」（
381

）

　

以
上
は
い
く
つ
も
あ
る
な
か
の
、
も
っ
と
も
見
や
す
い
事
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ

だ
け
で
も
充
分
シ
ャ
ー
ル
に
お
け
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
の
影
響
、
残
響
、
あ
る

い
は
反
響
を
感
じ
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
や
は
り
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ー
ル
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

を
知
っ
た
の
は
一
九
三
〇
年
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の『
哲
学
史
講
義
』
の
仏
訳
に
よ
っ
て
だ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「対
立
す
る
も
の
は
有
益
で
あ
り
、異
な
っ
た
も
の
か
ら
も
っ

と
も
美
し
い
調
和
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
万
物
は
不
和
か
ら
生
じ
る
」
と
し
た
ヘ
ラ
ク

レ
イ
ト
ス
の
う
ち
に「
生
成
は
最
初
の
具
体
的
な
も
の
、
内
部
で
対
立
物
を
統
一
し
た

絶
対
的
な
も
の
」と
考
え
る「
客
観
の
弁
証
法
」の
確
立
者
を
見
て
い
た
3

。
だ
が
シ
ャ
ー

ル
は
、
直
接
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
言
及
し
た
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
対
立
物
の
高
揚
す
る
結
合
を
強
調
す
る
。
彼
は
ま
ず
対
立

物
の
な
か
に
完
璧
な
条
件
と
調
和
を
う
み
だ
す
の
に
不
可
欠
の
推
進
力
を
見
る
。

ポ
エ
ジ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
対
立
物
の
融
合
の
瞬
間
に
起
源
の
定
か
で
は

な
い
衝
撃
が
生
じ
、
そ
の
孤
立
し
溶
解
力
を
も
つ
作
用
に
よ
っ
て
深
淵
の
横
滑
り
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が
引
き
起
こ
さ
れ
、
じ
つ
に
反
物
理
的
な
仕
方
で
詩
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

確
か
な
効
果
の
あ
る
な
ん
ら
か
の
伝
統
的
な
要
素
か
、
あ
る
い
は
じ
つ
に
奇
跡
的

な
の
で
原
因
か
ら
結
果
へ
の
行
程
を
無
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
造
物
の
火
を
介
入

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
ん
な
危
険
を
食
い
止
め
る
こ
と
こ
そ
詩
人
の
義
務
で

あ
る
。
そ
の
と
き
詩
人
は
対
立
物
│
あ
の
局
部
的
で
立
ち
騒
ぐ
幻
影
│
が
結
実
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
内
在
的
な
系
統
が
具
体
化
さ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た

ち
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ポ
エ
ジ
ー
と
真
実
と
は
同
義
語
な
の
で
あ
る
か
ら（
159

）

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
す
く
な
く
と
も「
客
観
の
弁
証
法
」
へ
の
安
易
な
信
頼
で

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
シ
ャ
ー
ル
強
調
し
て
い
る
の
は
、
ポ
エ
ジ
ー
に
お
け
る「
客
観

の
弁
証
法
」
は
詩
人
の
確
か
な
力
量
、
も
し
く
は
あ
る
閃
き
、
計
算
を
越
え
る「
造

物
の
火
」
の
介
入
に
よ
っ
て
避
け
る
べ
き「
危
険
」
で
さ
え
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
詩

人
の
意
識
の「
深
淵
の
横
滑
り
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
詩
は 

「
反
物
理
的
」

で 

「
真
実
」
で
は
な
い
の
だ
と
。
さ
ら
に
シ
ャ
ー
ル
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
、「知
ら
れ
て
い

る
結
果
に
し
た
が
え
ば
、
弁
証
法
の
手
段
は
す
べ
て
に
都
合
よ
く
答
え
る
よ
う
に
し

て
く
れ
る
が
、
都
合
よ
く
、
と
は
か
な
ら
ず
し
も
真
に
、
を
意
味
し
な
い
」（
658

）
と
念

を
押
す
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
シ
ャ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

を
と
ら
え
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
は
弁
証
法
は
な
い
」
の
で
あ

り
、
彼
は「
存
在
へ
の
接
近
」
と
い
う「
弁
証
法
が
覆
い
隠
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
こ
と
」

を
お
こ
な
っ
た
の
だ
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
観
点
4

に
近
い
と
さ
え
言
え
る
が
、
シ
ャ
ー

ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
対
話
」
の
こ
と
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
い
さ
さ
か
時
期
尚

早
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
は
『
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
た
め
に
│
起
源
の
位

置
』
5

の
著
者
ジ
ャ
ン
＝
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
の
言
う
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
信
奉
者
だ
っ

た
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
、
そ
し
て
彼
が
主
導
す
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
と
意
識

的
に
距
離
を
と
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ポ
リ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ

ト
ス
論
よ
り
も
む
し
ろ
、「
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
時
代
に
お
け
る
哲
学
」
の
ニ
ー
チ
ェ
の
ヘ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
像
の
ほ
う
が
シ
ャ
ー
ル
に
近
い
と
す
る
の
だ
が
、
た
し
か
に
こ
の
仏
訳
は

一
九
三
八
年
に
出
て
い
る
の
で
、
シ
ャ
ー
ル
が
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
主
義
者
と
し
て
の
シ
ャ
ー
ル

　
そ
の
「
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
時
代
に
お
け
る
哲
学
」
の
若
き
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
同

じ
も
の
が
あ
り
、
か
つ
あ
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
命
題
に
よ
っ
て
理
性
に
文
句
を
つ
け
て
い
た

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
、
万
物
の「
存
在
」
を
否
定
し
、「
あ
る
の
は
た
だ
永
遠
な
る
生
成

の
み
で
あ
る
こ
と
、
い
っ
さ
い
の
現
実
的
な
も
の
は
た
え
ず
働
い
て
生
成
す
る
の
み
で
、

存
在
す
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
教
え
た
の
だ
が
、

こ
れ
は「
思
う
だ
に
恐
ろ
し
い
、
気
も
遠
く
な
る
よ
う
な
一つ
の
観
念
で
あ
っ
て
、
地
震

が
お
こ
っ
た
と
き
に
、
し
っ
か
り
と
固
定
し
て
い
た
大
地
へ
の
信
頼
を
人
が
失
う
と
き

に
感
じ
る
に
ち
が
い
な
い
感
覚
に
似
て
い
る
」
と
い
う
6

。
他
方
シ
ャ
ー
ル
は
、
年
少

の
友
人
で
も
あ
っ
た
詩
人
、
イ
ヴ
・
バ
ス
テ
ィ
ニ
ィ
の
著
書
・
訳
書
『
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
ヘ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
』（
四
八
年
）
に
寄
せ
た
序
文
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。

　

生
成
は
私
た
ち
の
内
部
と
全
周
囲
と
で
同
時
に
進
行
す
る
。
生
成
は
自
然
の
証

拠
に
は
従
属
し
て
い
ず
、
そ
れ
に
付
け
加
わ
り
働
き
か
け
る
。
私
た
ち
の
眼
前
に

生
じ
う
る
魔
術
的
な
出
来
事
の
機
会
は
安
全
無
事
な
ま
ま
だ
。
こ
の
出
来
事
は
、

あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
魅
力
の
な
い
秩
序
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
、
豊
か
に
す
る
。

宿
命
的
な
も
の
の
知
覚
、
た
え
ざ
る
危
険
の
現
存
、
水
中
に
沈
ん
だ
大
き
な
櫂
の

よ
う
な
あ
の
暗
闇
の
部
分
は
時
間
に
息
を
の
ま
せ
、
私
た
ち
を
そ
の
高
み
で
自
由

に
し
て
お
い
て
く
れ
る（
721

）
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こ
こ
で
、た
と
え
一
切
が
た
え
ざ
る
生
成
で
あ
る
と
し
て
も
安
全
無
事
な
ま
ま
の「
出

来
事
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
詩
、
ポ
エ
ジ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も

シ
ャ
ー
ル
は
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
な
に
よ
り
も「
生
成
」
の
哲
学
者

と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
シ
ャ
ー
ル
が
こ
の
引
用
文
の
後
段
で

出
来
事
＝
ポ
エ
ジ
ー
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
（
そ
し
て
、
さ
き
の
引
用
文
で
、
弁

証
法
の
避
け
る
べ
き「
危
険
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
こ
と
）、
あ
る
い
は「
生
成
」
つ
い

て
別
の
と
こ
ろ
で「
ポ
エ
ジ
ー
に
お
い
て
生
成
と
は
和
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
人

は
真
実
を
言
わ
ず
に
、
真
実
を
生
き
る
の
だ
」 （
760

）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
も
、

「
生
成
に
存
在
の
性
格
を
刻
印
す
る
こ
と
│
こ
れ
こ
そ
が
最
高
の
力
へ
の
意
志
で
あ
る
」

と
言
う
こ
と
に
な
る
後
年
の
ニ
ー
チ
ェ
の
創
造
・
芸
術
観
に
か
な
り
近
い
と
感
じ
ら
れ

る
が
、そ
の
こ
と
は
い
ず
れ
徐
々
に
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
れ
よ
り
も
、さ
し
あ
た
っ

て
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
シ
ャ
ー
ル
が
そ
の
ま
え
に
こ
う
書
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
真
実
が
高
貴
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
啓
示
す
る
イ
メ
ー
ジ
、

そ
れ
が
悲
劇
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
・
・
・
そ
の
太
陽
の
よ
う
な
鷲
の
視
野
、

特
別
な
感
性
に
よ
っ
て
、彼
は
最
終
的
に
、私
た
ち
が
明
日
の
現
実
性
に
つ
い
て
も
っ

て
い
た
唯
一
の
確
実
性
と
は
悲
観
論
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
が
涼
み
、
用
心
し
、
眠

り
に
や
っ
て
く
る
あ
の
秘
密
の
完
璧
な
形
式
で
あ
る
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た 

（
720-

1

）

　
こ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
か
ら
は
直
接
ひ
き
だ
せ
ず
、
明
ら
か
に『
悲

劇
の
誕
生
』
の
ニ
ー
チ
ェ
を
思
わ
せ
る
文
句
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
す
こ
し
だ

け
迂
回
し
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
た「
悲
劇
」「
悲
観

論
」
と
い
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
的
概
念
の
射
程
を
シ
ャ
ー
ル
に
即
し
て
吟
味
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
さ
い
、
同
時
期
の
シ
ャ
ー
ル
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
つ
い
て
も
、「
小

声
の
賛
歌
」
と
題
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
認
識
あ
る
い
は
憧
憬
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
想

起
し
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
彼
の「
悲
観
論
」
の
根
底
に

あ
る
認
識
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
。

　
ヘ
ラ
ス
、
そ
れ
は
天
才
的
な
海
の
広
が
る
海
岸
で
あ
り
、
曙
に
は
そ
こ
か
ら
認
識

の
息
吹
と
知
性
の
磁
気
が
発
し
て
、
同
じ
豊
穣
さ
で
諸
力
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
そ
の

諸
力
は
永
久
と
思
わ
れ
た
。
そ
の
も
っ
と
さ
き
は
、
不
思
議
な
山
々
の
世
界
図
だ
。

火
山
の
山
脈
は
英
雄
た
ち
の
魔
術
に
、
女
神
た
ち
の
蛇
の
よ
う
な
優
し
さ
に
微
笑

み
か
け
、
や
っ
と
自
由
に
自
己
を
知
り
、
鳥
と
し
て
死
ぬ
人
間
の
婚
礼
の
飛
翔
を

み
ち
び
く
。
そ
れ
が
す
べ
て
に
た
い
し
、
誕
生
の
摩
滅
、
迷
路
の
迂
回
に
た
い
し
て

さ
え
も
答
え
に
な
る
の
だ（
253

）

　

さ
て
、『
悲
劇
の
誕
生
』
の
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
悲
劇
時
代
と
は
ソ

ク
ラ
テ
ス
以
前
の
時
代
で
あ
り
、「
徳
は
知
で
あ
り
、
無
知
か
ら
し
か
罪
は
生
ぜ
ず
、
有

徳
者
は
幸
福
な
る
者
で
あ
る
」
と
考
え
る「
プ
ラ
ト
ン
の
ド
ラ
マ
の
な
か
の
弁
証
法
的

な
主
人
公
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
は
、「
い
っ
さ
い
の
も
の
は
美
し
く
あ
る
た
め
に
は
、
合
理
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
同
時
代
人
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
同
様
、「
あ
ら
ゆ
る
結
論

に
達
す
る
ご
と
に
凱
歌
を
あ
げ
、
冷
や
や
か
な
明
白
さ
と
意
識
の
な
か
で
し
か
息
が
で

き
な
い
楽
観
論
者
」
で
あ
り
、
そ
の
反
神
秘
主
義
を
楯
に
悲
劇
か
ら
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

的
な
も
の
を
追
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ひ
と
え
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
状
態
の
示

現
と
形
象
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
陶
酔
の
夢
の
世
界
」
と
し
て
あ
っ
た
悲
劇
の
本
質

を
破
壊
し
た
の
だ
と
い
う
7

。
と
こ
ろ
が
、
悲
劇
の
本
質
と
は
美
へ
の
欲
求
で
あ
る
ア
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ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
忌
む
べ
き
も
の
へ
の
欲
求
で
あ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
の

緊
密
な
両
立
、
共
存
の
う
ち
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ

ス
的
な
も
の
は
そ
も
そ
も「
生
存
の
根
底
に
あ
る
一
切
の
恐
る
べ
き
、
悪
し
く
、
謎
め

い
て
、破
壊
的
で
、宿
命
的
な
も
の
の
形
象
へ
の
良
く
て
厳
し
い
意
志
」、す
な
わ
ち「
悲

観
論
」
に
基
づ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
民
族
の
青
春
の
豊
か
さ
の
な
か
で
、
あ
え
て
悲

劇
へ
の
意
志
を
持
ち
、悲
観
論
者
だ
っ
た
」
か
ら
こ
そ
、ギ
リ
シ
ャ
人
は
偉
大
で「
快
活
」

だ
っ
た
の
だ
と
い
う
8

。
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
さ
ら
に
力
の
、
あ
る
い
は
快

感
の
悲
観
論
と
い
う
こ
と
さ
え
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
後
の
理
性

に
基
づ
く
合
理
主
義
＝
弁
証
法
＝
楽
観
論
に「
芸
術
家
の
光
学
」「
生
の
光
学
」
に
照

ら
し
て
異
を
唱
え
る
た
め
だ
。

　

と
こ
ろ
で「
高
貴
」
な
真
実
、
す
な
わ
ち
ポ
エ
ジ
ー
は
悲
劇
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
、

唯
一の
確
実
性
と
は
悲
観
論
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
シ
ャ
ー
ル
に
と
っ
て
も
ま
た
、 「
悲

劇
」「
悲
観
論
」
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
と
同
様
に
き
わ
め
て
肯
定
的
な
も
の
で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
以
後
の
合
理
的
な
知
、
弁
証
法
、
楽
観
論
こ
そ
が
否
定
的
で
、
退
け
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
れ
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
若
い
シ
ャ
ー
ル
に
と
っ

て
す
で
に
、「
変
化
し
つ
つ
あ
る
世
界
が
獰
猛
な
詩
人
た
ち
の
も
の
に
な
る
」
の
と
同
様
、

「
精
神
が
悲
観
論
を
基
礎
づ
け
る
」
こ
と
は「
進
歩
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た（
39

）。
ま
た

壮
年
の
彼
は
、「
未
来
が
高
め
る
の
は
悲
観
論
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
生
き
て
い
る
う
ち

に
自
分
た
ち
の
気
が
か
り
の
対
象
が
実
現
す
る
の
を
見
る
」（
382

）
の
で
あ
り
、「ポ
エ
ジ
ー

は
最
良
の
場
所
に
あ
る
世
界
で
あ
る
。
生
成
の
展
望
を
引
き
受
け
る
者
は
、
た
と
え

悲
観
的
な
本
性
の
虜
に
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
悲
観
論
の
超
＝
原
動
力
こ
そ
が
断
絶
の

な
い
希
望
、
私
た
ち
が
あ
る
好
意
、
も
し
く
は
逆
に
不
可
解
な
呪
い
を
見
分
け
ら
れ

る
よ
う
な
、
な
に
か
し
ら
予
見
し
が
た
い
も
の
が
出
現
し
、
一
時
的
に
圧
政
が
ひ
っ
く

り
返
さ
れ
る
希
望
な
の
だ
と
信
ず
べ
き
で
あ
る
」（
742

）
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
私
た
ち
が
、
こ
の
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
の
う
ち
に『
悲
劇
の
誕
生
』
の
ニ
ー
チ
ェ

の
影
響
、
残
響
、
あ
る
い
は
反
響
を
見
る
こ
と
は
い
た
っ
て
容
易
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

け
っ
し
て
「
へ
つ
ら
い
」
も
し
く
は
「
同
意
」
の
詩
を
書
か
ず
に
、 「
真
の
暴
力
（
つ
ま

り
反
抗
）
に
は
毒
が
な
い
」（
755

）
と
考
え
、「
侮
辱
」
の
詩
し
か
書
か
な
い
の
だ
と
い
う

初
期
シ
ャ
ー
ル
の「
獰
猛
な
詩
人
」
の
う
ち
に
は
、
ど
こ
か
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の

が
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、「
生
成
の
展
望
を
引
き
受
け
る
者
の
悲
観
論

の
超
＝
原
動
力
」
と
い
う
言
い
方
の
な
か
に
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な「
力
の
悲
観
論
」
と
共

鳴
す
る
も
の
が
聴
き
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
シ
ャ
ー
ル
は
別
の
と
こ
ろ
で
も

悲
劇
、
悲
観
論
を
擁
護
し
て
、「
昼
の
足
下
に
は
憎
む
べ
き
大
き
な
虚
栄
が
あ
り
、
昼

に
は
な
に
も
負
い
た
く
な
く
、
暗
闇
を
交
際
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
も
の
と
決
め
つ
け

る
。
そ
う
し
た
者
た
ち
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
た
ち
の
白
鳥
の
歌
以
来
無
数
に

い
る
」（
755

）
と
公
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ニ
ー
チ
ェ
が
悲
観
論
者
＝
芸
術
家
は「
暗
闇

の
な
か
で
光
る
リ
ュ
ン
ケ
ウ
ス
の
よ
う
な
眼
」
を
し
て
い
て
、「
も
の
を
明
ら
か
に
す
る

光
に
背
を
向
け
、
ま
だ
暗
闇
の
ま
ま
の
こ
っ
て
い
る
も
の
を
う
っ
と
り
と
眺
め
る
」
者

で
あ
る
の
に
反
し
て
、「
冷
や
や
か
な
明
白
さ
と
意
識
の
な
か
で
し
か
息
が
で
き
な
い
楽

観
論
者
」
で
あ
る「
理
論
的
な
人
間
の
典
型
」
ソ
ク
ラ
テ
ス
ら
の
合
理
主
義
者
た
ち
は

理
性
と
善
の
暗
闇
を
偽
り
の
光
と
錯
覚
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
9

と
難
じ
て
い
た
こ
と

へ
の
呼
応
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
さ
き
に
引
用
し
た
が
そ
の
意
味
を
問

う
こ
と
な
く
残
し
て
き
た
、「
こ
の
出
来
事
（
＝
ポ
エ
ジ
ー
）
は
、
あ
ま
り
に
も
し
ば

し
ば
魅
力
の
な
い
秩
序
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
、
豊
か
に
す
る
。
宿
命
的
な
も
の
の
知

覚
、
た
え
ざ
る
危
険
の
現
前
、
水
中
に
沈
ん
だ
大
き
な
櫂
の
よ
う
な
あ
の
暗
闇
の
部

分
は
時
間
に
息
を
の
ま
せ
、
私
た
ち
を
そ
の
高
み
で
自
由
に
し
て
お
い
て
く
れ
る
」
と

言
っ
て
い
た
シ
ャ
ー
ル
の
、
い
わ
ば
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
と
言
う
べ
き
芸
術
観
を
こ
こ
で

思
い
出
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
シ
ャ
ー
ル
は
ニ
ー
チ
ェ
的
と
も
言
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え
る
こ
ん
な
詩
さ
え
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　

後
悔
、
卑
し
い
門
は

　
　
　
　
た
だ
の
誘
導
に
す
ぎ
な
い

　
　
　
　

私
た
ち
の
幻
想
を
屈
服
さ
せ

　
　
　
　

私
の
死
ん
だ
皮
膚
を
冷
や
す
た
め
の
。

　
　
　
　
あ
あ
、
私
た
ち
を
運
ぶ
風
に
向
か
っ
て
叫
ぼ
う

　
　
　
　

風
を
舞
い
上
が
ら
せ
て
い
る
の
は
私
た
ち
な
の
だ
と
。

　
　
　
　
こ
れ
ほ
ど
の
努
力
が
な
さ
れ
る
地
上
で
は

　
　
　
　

勇
敢
な
嘘
の
強
み
は

　
　
　
　

ま
ぎ
れ
も
な
い
慰
み
な
の
だ
！（
306

）

　　

こ
の「
勇
敢
な
嘘
の
強
み
」、
こ
れ
こ
そ
健
康
の
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な「
力
の
悲
観
論
」

の
健
康
の
証
拠
だ
と
私
た
ち
は
考
え
て
も
い
い
。だ
か
ら
、ポ
ー
ル・ヴ
ェ
ー
ヌ
が
シ
ャ
ー

ル
を
「
ニ
ー
チ
ェ
主
義
者
」
だ
っ
た
と
言
う
の
も
肯
け
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
び
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
も
ど
ろ
う
。『
悲
劇
の
誕
生
』
の
な

か
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
つ
い
て
な
ん
と
言
っ
て
い
る
か
。
悲
劇
的
世
界

に
お
い
て
は
苦
痛
に
さ
え
も
知
覚
さ
れ
る「
原
＝
快
楽
を
伴
う
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な

も
の
」
を
音
楽
に
お
け
る
不
協
和
音
の
快
感
に
な
ぞ
ら
え
た
あ
と
、
彼
は
こ
う
書
い

て
い
る
。

　

明
白
に
知
覚
さ
れ
た
現
実
へ
の
最
高
の
快
感
を
覚
え
な
が
ら
も
、
無
限
な
る
も

の
の
な
か
に
入
り
込
も
う
と
す
る
指
向
、
憧
憬
の
翼
の
羽
ば
た
き
は
、
わ
れ
わ
れ

が
両
方
の
な
か
に
同
じ
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
現
象
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を

想
起
さ
せ
る
。
こ
の
現
象
は
常
に
新
た
に
再
三
再
四
、
個
別
世
界
の
戯
れ
の
建
設

と
破
壊
を
、
原
＝
快
感
の
湧
出
と
し
て
啓
示
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
や
り
方
は
、

謎
の
人
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
よ
っ
て
世
界
形
成
能
力
が
、
遊
び
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
に

石
を
お
い
て
砂
山
を
築
い
た
か
と
思
う
と
ま
た
崩
し
て
し
ま
う
一
人
の
子
供
に
比
さ

れ
た
の
に
似
て
い
る
10

　
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
現
象
の
守
護
者
と
し
て

語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
シ
ャ
ー
ル
も
ま
た
「
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
」
の
な
か
で

ま
さ
し
く
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

矢
の
先
端
と
軌
跡
の
な
か
で
正
し
く
語
り
な
が
ら
、
ポ
エ
ジ
ー
は
直
ち
に
頂
上

の
う
え
を
走
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
言
語
を
そ
れ
自
身
の
成

就
に
役
立
た
せ
つ
つ
、
言
語
に
開
放
を
課
し
、
言
語
に
運
動
を
あ
た
え
る
と
い
う
、

あ
の
至
高
の
上
昇
力
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
は
他
人
か
ら
離
れ
つ
つ
、
他
人

と
超
越
を
共
有
す
る
。
彼
の
教
え
の
彼
方
に
、
き
わ
め
て
古
い
美
が
、
城
壁
で
成

熟
す
る
の
に
、
別
の
と
こ
ろ
に
そ
の
光
の
果
実
を
運
ぶ
太
陽
さ
な
が
ら
に
、
と
ど

ま
っ
て
い
る
の
だ
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
悲
劇
に
照
ら
さ
れ
て
、

最
期
の
歌
と
最
後
の
対
決
に
む
か
っ
て
進
む
近
代
性
の
サ
イ
ク
ル
を
閉
じ
る
。
彼

の
進
み
行
き
は
私
た
ち
の
日
々
の
暗
く
電
撃
的
な
段
階
に
達
す
る（
721

）

　
こ
こ
で
も
や
は
り
、
シ
ャ
ー
ル
は
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
自
分
の
芸

術
の
守
護
神
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
み
ず
か
ら
の
同
時
代
人
、

し
か
も
詩
人
の
ご
と
く
感
じ
て
い
る
こ
と
さ
え
暗
示
し
て
い
て
、
さ
き
に
見
た
ブ
ラ
ン
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シ
ョ
の
シ
ャ
ー
ル
＝
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
論
を
彷
彿
さ
せ
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
考
え

を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、シ
ャ
ー
ル
を
現
代
に
お
け
る「
曙
光
の
詩
人
」
と
み
な
す
『
ル
ネ・

シ
ャ
ー
ル
の
た
め
に
│
起
源
の
位
置
』
の
著
者
ジ
ャ
ン
＝
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
の
主
張

を
後
押
し
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
。
じ
っ
さ
い
シ
ャ
ー
ル
は
晩
年
の
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
も
、「
神
秘
的
に
立
ち
返
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
は
人
生
と
は
大
き
な
円
環
で

あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
ん
な
ふ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
以

前
の
哲
学
者
た
ち
に
近
づ
く
の
だ
。
私
た
ち
が
近
づ
く
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
も
、
大
カ

ト
ー
で
も
な
く
、
私
た
ち
の
も
の
で
あ
る
ひ
と
つ
の
言
語
に
よ
っ
て
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に

近
づ
く
の
で
あ
る
」
11
と
さ
え
語
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
さ
ら
に
、
そ
の
や
や
あ
と
の

時
期
に
は
こ
ん
な
詩
句
、「
信
仰
の
世
界
と
認
識
の
世
界
と
の
あ
い
だ
に
は
、〈
最
初
の

形
象
〉
の
斬
ら
れ
た
頭
が
あ
る
。
し
か
し
│
だ
れ
が
知
ろ
う
？
│
、
以
前
に
彼
ら
か

ら
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
乾
涸
ら
び
た
葡
萄
の
房
が
明
日
に
は
ふ
た
た

び
緑
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
」（
754

）
と
書
い
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、
さ
き
の
引

用
の
後
段
に
あ
る
「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
悲
劇
に
照
ら
さ
れ
て
、
最

期
の
歌
と
最
後
の
対
決
に
む
か
っ
て
進
む
近
代
性
の
サ
イ
ク
ル
を
閉
じ
る
。
彼
の
進
み

行
き
は
私
た
ち
の
日
々
の
暗
く
電
撃
的
な
段
階
に
達
す
る
」
と
い
う
、
か
な
り
謎
め
い

た
言
明
の
意
味
も
ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
晩
年
の
シ
ャ
ー
ル
に
は

新
し
い
時
代
の 「
第
三
の
空
間
」を
め
ざ
す「
オ
リ
オ
ン
の
革
命
＝
転
回(revolution)
」

を
願
っ
た『
狩
猟
す
る
香
り
』
と
い
う
超
時
代
的
な
作
品
が
あ
る
だ
け
に
、
な
お
の
こ

と
そ
う
考
え
た
く
な
る
。

　

だ
が
、
シ
ャ
ー
ル
が
い
か
な
る
詩
人
で
あ
っ
た
か
問
う
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
さ
き
の

話
で
あ
る
。
そ
の
ま
え
に
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
こ
れ
ま
で
二
度
ほ
ど
名
前
を
出
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
シ
ャ
ー
ル
の
関

係
、
こ
の
ふ
た
り
の
関
連
、
対
話
、
そ
し
て
相
違
の
こ
と
で
あ
る
。

　
２・１　
　
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

証
言
と
宣
伝

　
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
論
ず
る
の
に
か
な
り
注
意
を
要

す
る
主
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
厄
介
な
事
情
が
絡
ん
で
く
る
か
ら
だ
。

シ
ャ
ー
ル
は「
怪
物
」「
イ
タ
チ
の
歯
を
し
た
男
」、す
な
わ
ち
ヒ
ト
ラ
ー
を「
反
＝
生
命
」

と
し
て
心
底
憎
み
、「
最
高
の
む
か
つ
き
」
を
覚
え
な
が
ら
、
き
わ
め
て
模
範
的
な
反

ナ
チ
ス
・
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
敢
行
し
て
、
そ
の
経
験
は
以
後
、
彼
の
人
格
、
実
存
、
詩

的
活
動
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
〇
世
紀
を
代
表
す

る
大
思
想
家
で
あ
る
と
と
も
に
ナ
チ
ス
の
信
奉
者
で
あ
り
、
し
か
も
シ
ョ
ア
ー
、
あ
の

ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
の
蛮
行
で
さ
え
、「
農
業
は
い
ま
や
機
械
化
さ
れ
た
食
品

産
業
で
あ
り
、
ガ
ス
室
や
絶
滅
収
容
所
で
の
死
骸
の
製
造
と
同
じ
で
あ
り
、
封
鎖
や

食
糧
攻
め
と
同
じ
で
あ
り
、
水
爆
の
製
造
と
同
じ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
憚
ら
な
か
っ
た

人
物
で
あ
る
。
加
え
て
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
出
会
い
の
お
膳
立
て
を
し
、
そ
の

後
の
ふ
た
り
の「
対
話
」
の
仲
介
を
果
た
し
つ
づ
け
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
代
理
人
」
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ガ
ス
室
の
存
在
は
実
証
的
に
証
明
さ
れ
な

い
が
ゆ
え
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る「
歴
史
修
正
主
義
者
」
ロ
ベ
ー
ル
・
フ
ォ
リ
ソ
ン

を
秘
か
に
激
励
し
、
自
身
も
す
く
な
く
と
も
潜
在
的
に
は「
歴
史
修
正
主
義
者
」
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
哲
学
者
ジ
ャ
ン・ボ
ー
フ
レ
で
あ
っ
た
1

。
こ
の
こ
と
は
当
然
、シ
ャ
ー

ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
元
来
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
は
ず
の
出
会
い
と
親
交
に
一
種
禍
々

し
く
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
陰
影
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
何
度
目
か
の
、
そ
し
て
も
っ
と
も
激
し
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
論
争
が
起
こ
っ
た

の
は
一
九
八
七
年
の
ヴ
ィ
ク
ト
ー
・
フ
ァ
リ
ア
ス
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ナ
チ
ス
』
の
出
版
が
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き
っ
か
け
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ル
は
一
九
五
五
年
の
夏
、
パ
リ
の
ボ
ー
フ
レ
宅
で
は
じ
め
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
会
い
、
そ
の
後
ボ
ー
フ
レ
を
介
す
る「
思
索
と
詩
作
の
対
話
」
を
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
死
の
年
で
あ
る
七
六
年
ま
で
つ
づ
け
、
八
八
年
二
月
に
他
界
し
て
い
る
。
だ

か
ら
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
が
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
論
争
が
晩
年
の
シ
ャ
ー
ル
の「
最
大
の
悲

し
み
」
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う
の
も
無
理
は
な
い
。
な
に
し
ろ
彼
は
一
九
五
五
年
か
ら

二
十
年
に
わ
た
る
交
友
の
あ
い
だ
ず
っ
と
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
十
ヶ
月
し
か
ナ
チ
ス
で
な

か
っ
た
」
と
い
う
ボ
ー
フ
レ
ら
の
言
葉
を
す
っ
か
り
真
に
受
け
て
い
た
の
だ
か
ら
。
の

み
な
ら
ず
、 「
古
い
印
象
」
と
題
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
捧
げ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
な
か

で
、
け
っ
し
て
皮
肉
で
は
な
く
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
同
意
し
て
く
れ
る
こ
と
を
い
さ
さ

か
も
疑
わ
ず
に
、「
一
九
四
五
年
、
ナ
チ
ズ
ム
と
と
も
に
全
体
主
義
の
精
神
が
そ
の
恐
怖
、

そ
の
隠
れ
た
毒
、
そ
し
て
そ
の
最
終
解
決
の
焼
却
炉
を
失
っ
た
も
の
と
私
た
ち
は
想
像

し
た
。
し
か
し
そ
の
排
泄
物
は
人
間
た
ち
の
肥
沃
な
無
意
識
の
な
か
に
も
ぐ
り
こ
ん

だ
。
他
者
た
ち
の
承
認
と
他
者
た
ち
の
生
き
た
表
現
に
た
い
す
る
途
方
も
な
い
無
関

心
が
、
も
は
や
一
般
原
則
も
遺
伝
的
な
道
徳
も
な
い
こ
と
を
私
た
ち
に
知
ら
せ
て
い
る
」

（
743

）
と
書
い
て
い
た
ほ
ど
素
朴
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
彼
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
親
ユ
ダ
ヤ
的
な
心
情
さ
え
も
ち
、
七
七

年
十
一
月
二
一
日
、
サ
ダ
ー
ト
の
歴
史
的
な
イ
ス
ラ
エ
ル
訪
問
の
日
を
祝
い
、
建
国
後

夢
み
て
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
永
住
し
よ
う
と
フ
ラ
ン
ス
を
離
れ
た
の
だ
が
、
ほ
ど
な
く
そ

の
地
で
死
ん
だ
貧
し
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
隣
人
を
思
い
出
し
て
詩
を
捧
げ
、「
物
事
を
知
っ
て

い
る〈
時
〉
は
彼
の
時
間
も
、
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
の
眩
暈
も
不
快
に
は
し
な
か
っ
た

／
犂
の
下
僕
だ
っ
た
私
の
友
人
イ
ブ
リ
ム
が
埋
葬
さ
れ
た
と
き
、
ど
こ
か
片
隅
の
柱
時

計
が
十
一
回
彼
に
感
謝
し
た
。
海
に
近
く
、
自
分
の
葡
萄
畑
に
返
さ
れ
た
彼
に
」（
619

）

と
書
い
て
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
（
つ
か
の
間
の
）
和
解
を
個
人
的
に
も
祝
福
し

て
い
た
ほ
ど
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
要
す
る
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
シ
ャ
ー
ル
は
、
思
想
・
政
治
・

倫
理
的
に
両
極
に
あ
り
、
一
見
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
は
ず
の
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
論
争
の
熱
気
が
さ
め
や
ら
ぬ
一
九
八
〇
年
代
後
半
に『
詩
に
お

け
る
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
』
を
執
筆
し
て
い
た
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
が
、「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
」
と
題
す
る
章
そ
の
他
で
こ
と
さ
ら
「
シ
ャ
ー
ル
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
と
は
な
ん
ら
共
通
点
を
も
た
な
か
っ
た
」「
シ
ャ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
に

も
負
っ
て
い
な
い
」
と
証
明
す
る
の
に
躍
起
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
無
理
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ヴ
ェ
ー
ヌ
で
さ
え
戦
前
か
ら
シ
ャ
ー
ル
の
詩
の
う
ち
に
見
ら
れ

た
認
識
へ
の
意
志
の
批
判
、
世
界
の
計
画
化
の
批
判
と
と
も
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の

哲
学
者
、
と
く
に
「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
周
辺
で
の
瞑
想
」
が
こ
の
ふ
た
り
の
出
会
い

を
準
備
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
言
い
、
さ
ら
に「
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、

詩
人
は
厳
密
さ
に
欠
け
る
い
か
さ
ま
師
、
訳
の
分
か
ら
な
い
事
柄
の
魔
術
師
だ
。
私
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
を
好
き
だ
っ
た
の
は
、
彼
の
ほ
う
は
詩
人
を
尊
重
し
て
い
た
か
ら
だ
。
よ

く
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
哲
学
者
と
い
う
も
の
は
ポ
エ
ジ
ー
の
原
則
は
尊
重
す
る
が
、

詩
人
を
尊
重
し
な
い
も
の
な
の
だ
」
と
い
う
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
2

。　

　
だ
が
、
長
年
シ
ャ
ー
ル
の
友
人
だ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ペ
ナ
ー
ル
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
や
や

様
子
が
ち
が
っ
て
く
る
。
一
九
七
六
年
夏
、
つ
ま
り
五
月
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
死
後
し
ば

ら
く
あ
と
の
時
期
の
会
話
で
の
こ
と
だ
が
、
シ
ャ
ー
ル
は
「
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

私
た
ち
の
同
時
代
人
の
う
ち
、
言
語
、
人
間
、
そ
し
て
存
在
の
解
消
し
が
た
い
関
係

を
も
っ
と
も
よ
く
把
握
し
て
い
た
人
間
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
哲
学
者
で
あ
る
の

と
同
様
に
詩
人
だ
っ
た
の
だ
。
も
っ
と
も
、
歴
史
に
お
い
て
は
詩
と
哲
学
の
分
離
は
か

な
り
最
近
の
こ
と
だ
。そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
に
あ
っ
て
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
私
た
ち
は
失
わ
れ
た
そ
の
統
一
を
ふ
た
た
び
見
い
だ
す
の
に
ニ
ー
チ
ェ
を
待
た
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
あ
の
よ
う
な
見
事
さ
で
例
証
し
て
み
せ
た
の

だ
」と
言
っ
た
と
い
う
。ま
た
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
ス
加
担
も
、親
友
だ
っ
た
エ
リ
ュ
ア
ー
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ル
の
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
礼
賛
と
同
じ
よ
う
に
、「
と
き
に
政
治
体
制
に
魅
惑
さ
れ
る
知

識
人
」
の
あ
り
ふ
れ
た
事
例
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
と
く
に
倫
理
的
も
し
く
は
人
格

的
な
断
罪
し
て
み
せ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
3

。
た
だ
こ
れ
は
七
六
年
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
十
年
後
で
あ
っ
た
ら
、
は
た
し
て
な
ん
と
言
っ
た
か
。
あ
い
か
わ

ら
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
擁
護
し
た
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
否
認
し
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し

残
念
な
が
ら
、
八
七
年
か
ら
わ
ず
か
一
年
足
ら
ず
の
あ
い
だ
、
そ
も
そ
も
身
体
的
に
相

当
衰
弱
し
て
い
た
と
い
う
シ
ャ
ー
ル
の
意
見
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
ボ
ー
フ
レ
と
シ
ャ
ー
ル

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
上
記
の
ヴ
ェ
ー
ヌ
と
ペ
ナ
ー
ル
の

言
明
、
証
言
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
シ
ャ
ー
ル
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
ふ
く
む
ソ
ク
ラ

テ
ス
以
前
の
哲
学
者
へ
の
関
心
、
そ
し
て
現
代
に
お
け
る
詩
人
の
存
在
理
由
と
い
う
問

題
意
識
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
共
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
シ
ャ
ー
ル
は
ハ
イ

デ
ガ
ー
と
は
な
ん
ら
共
通
点
を
も
た
な
か
っ
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
実
情
を
も
っ

と
も
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
の
ボ
ー
フ
レ
は
ふ
た
り
の
関
係
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
語

り
、
広
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ボ
ー
フ
レ
に
は
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
会
話
を
伝

え
る
ふ
た
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
、そ
の
最
初
の
テ
ク
ス
ト
は
一
九
六
三
年
の
《
ラ
ル
ク
》

誌
の
シ
ャ
ー
ル
特
集
号
の
巻
頭
を
飾
っ
た
「
マ
ロ
ニ
エ
の
木
陰
の
対
談
」
4

で
、
こ
の
テ

ク
ス
ト
は
五
五
年
の
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
最
初
の
出
会
い
の
模
様
を
伝
え
る
も

の
で
あ
る
。

　

と
い
っ
て
も
、
ボ
ー
フ
レ
は
こ
こ
で
事
実
と
し
て
は
た
だ
ふ
た
つ
の
こ
と
し
か
語
っ
て

い
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
出
会
い
が「
今
度
の
フ
ラ
ン
ス
旅
行
で
、
私
は
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
と
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
知
遇
を
得
ら
れ
た
ら
た
い
へ
ん
嬉
し
い
」
と
い

う
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
手
紙
が
発
端
で
あ
り
、
会
見
の
あ
と
シ
ャ
ー
ル
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

つ
い
て
、「
あ
の
種
の
人
間
で
、
私
が
何
者
で
あ
る
と
も
、
私
が
何
を
し
て
い
る
と
も

説
明
し
て
く
れ
な
か
っ
た
最
初
の
人
だ
っ
た
」
と
語
っ
た
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
ひ
た
す
ら
聞
き
役
に
徹
し
、「
詩
に
は
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
前
方
に
進
む
こ
と
な
の
で
す
」
と
言
っ
た
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
（
そ
し

て
ボ
ー
フ
レ
は
こ
れ
に「
ポ
エ
ジ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
澄
ん
だ
水
の
う
ち
で
、
自
分
の
橋
の

影
で
も
っ
と
も
ぐ
ず
ぐ
ず
し
な
い
水
だ
」（
167

）
と
い
う
詩
句
を
付
け
加
え
て
い
る
）
に
、

「
そ
の
法
則
が
一
足
飛
び
に
直
進
す
る
こ
と
に
あ
る
あ
の
迅
速
さ
」
を
聴
き
取
り
、「
逆

斜
面
」の「
粘
り
強
い
瞑
想
」に
よ
っ
て
し
か
思
考
し
え
な
い
思
索
家
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
い
た
く
感
心
し
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
以
外
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
シ
ャ
ー
ル
を
ふ
ん
だ
ん

に
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
思
索
者
と
詩
人
の「
結
合
」
を
図
ろ
う
と
す
る
の
が
、
ボ
ー

フ
レ
の
願
望
だ
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
彼
自
身
に
あ
て
た
書
簡
で
あ
る
有
名
な
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
か

ら
「
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
悲
劇
と
そ
の
言
葉
は
倫
理
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
説

よ
り
も
ず
っ
と
本
来
的
に
エ
ー
ト
ス
を
秘
匿
し
て
い
る
」
と
い
う
一
文
を
引
き
な
が
ら
、

プ
ラ
ト
ン
以
来
形
而
上
学
に
堕
し
、
存
在
忘
却
に
陥
っ
て
い
る
哲
学
の「
破
壊
」
と
い

う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
を
、「
そ
し
て
も
し
、
お
ま
え
が
破
壊
す
る
な
ら
、
婚
礼
の
道

具
を
も
っ
て
せ
よ
」（
335

）
と
い
う
シ
ャ
ー
ル
の
詩
句
に
（
か
な
り
無
理
に
）「
結
合
」
し

て
い
る
。（
な
お
、こ
こ
で「
婚
礼
の(nuptial)

」
と
い
う
形
容
詞
は
、さ
き
に
引
い
た「
婚

礼
の
飛
翔
」
と
同
様
、
シ
ャ
ー
ル
の
場
合
は
つ
ね
に
美
、
ポ
エ
ジ
ー
＝
真
実
と
の「
婚

礼
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。）
あ
る
い
は
、
同
じ
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
か
ら
も

う
一
文
、「
世
界
の
運
命
は
存
在
の
歴
史
と
し
て
は
す
で
に
明
白
に
な
っ
て
い
な
い
と
は

い
え
、
詩
人
た
ち
の
作
品
の
な
か
に
予
告
さ
れ
て
い
る
」
を
引
き
、
そ
れ
を
シ
ャ
ー
ル
の

「
証
拠
の
崩
壊
の
た
び
に
、詩
人
は
未
来
の
祝
砲
で
応
え
る
」（
167

）
に
対
応
さ
せ
た
あ
と
、

「
祝
砲
は
挨
拶
を
し
て
ひ
と
を
救
う
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
そ
ん
な
救
い
主
の
ひ
と
り
で
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あ
る
」
と
言
っ
て
、
た
し
か
に
シ
ャ
ー
ル
の
好
む
土
壌
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、『
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
の
み
な
ら
ず
大
著
『
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
』
他
で
そ
の
大
解
釈
者
ぶ
り

を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
独
壇
場
と
も
言
え
る
土
壌
に
ふ
た
り
を

移
住
、
共
存
さ
せ
る
。
そ
し
て
、「
も
う
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
ふ
た
た
び
生

き
返
る
。
存
在
の
言
葉
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
は
詩
人
の
言
葉
（
シ
ャ
ー
ル
）
に
応
え
な
が

ら
存
分
に
話
し
出
す
。
詩
人
の
言
葉
が
存
在
の
言
葉
に
先
立
っ
て
い
た
の
は
、
ひ
た
す

ら
存
在
の
言
葉
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
の
反
響
を
見
い
だ
す
た
め
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ

う
に
、
同
じ
種
族
の
別
人
同
士
が
双
方
と
も
輝
く
よ
う
な
孤
独
の
跡
を
と
ど
め
つ
つ
、

あ
る
夏
の
晩
に
一
度
出
会
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ふ
た
り
は
同
一
の
配
慮
、
す
な
わ
ち

言
葉
を
あ
ら
し
め
る
た
め
に
語
に
用
心
す
る
と
い
う
配
慮
に
お
い
て
の
み
別
人
だ
っ
た

の
だ
か
ら
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

要
す
る
に
ふ
た
り
は 「
始
源
の
言
葉
」の
話
さ
れ
る
場
所 （
古
代
ギ
リ
シ
ャ
）を 「
故

郷
」
と
す
る
同
種
族
だ
っ
た
と
言
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
シ
ャ
ー
ル
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
同
種
族
」
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
│
た
ぶ
ん
け
っ
し
て
そ
う

で
は
な
い
│
と
し
て
、
こ
の
出
会
い
は
一
度
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
話
が

さ
ら
に
こ
み
い
っ
て
く
る
。
詳
細
は
の
ち
に
述
べ
る
が
、
ふ
た
り
は
も
っ
ぱ
ら
ボ
ー

フ
レ
を
介
し
て
文
学
的
・
思
想
的
友
誼
を
深
め
る
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

一
九
六
六
、六
八
、六
九
年
の
三
度
に
わ
た
っ
て
シ
ャ
ー
ル
の
招
待
で
イ
ル
＝
シ
ュ
ル
＝
ソ

ル
グ
近
く
の
ル
・
ト
ー
ル
で
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
を
開
き
、
そ
の
抄
録
も
公
刊
さ
れ
て
い

る
。
ボ
ー
フ
レ
の
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
「
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
縁
で
」
5

と
い
う
の
は

一
九
九
六
年
二
月
の
《
マ
ガ
ジ
ー
ヌ
・
リ
テ
レ
ー
ル
》
誌
に
初
め
て
発
表
さ
れ
、
六
六

年
の
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
再
会
と
対
話
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ
は
ボ
ー

フ
レ
自
身
が
報
告
者
に
な
っ
て
い
る
ビ
ュ
ス
ク
ラ
の
シ
ャ
ー
ル
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
そ
の

夏
最
後
の
セ
ミ
ナ
ー
の
抄
録
と
大
部
分
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
私
た
ち
は
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
な
に
も
知
り
え
な
い
。

ボ
ー
フ
レ
が
ま
た
し
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
シ
ャ
ー
ル
を
ふ
ん
だ
ん
に
引
用
す
る
の
は
ま
え

の
テ
ク
ス
ト
と
同
じ
だ
が
、
た
だ
こ
の
と
き
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
解
説
し
た
の
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ

ト
ス
の
断
片
三
〇
、
す
な
わ
ち
通
常
た
と
え
ば
「
こ
の
秩
序
だ
っ
た
世
界
（
コ
ス
モ
ス
）、

万
人
に
同
一の
も
の
と
し
て
あ
る
こ
の
世
界
は
、
神
々
の
ど
な
た
が
つ
く
っ
た
の
で
も
な

い
し
、
人
間
の
だ
れ
か
が
つ
く
っ
た
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
い
つ
も
生
き
て
い
る
火
と

し
て
、
い
つ
で
も
あ
っ
た
し
、
現
に
あ
り
、
ま
た
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
│
一
定
量

だ
け
燃
え
、
定
量
だ
け
消
え
な
が
ら
」
と
翻
訳
さ
れ
る
断
片
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

む
ろ
ん
シ
ャ
ー
ル
に
も
と
っ
く
に
お
馴
染
み
の
断
片
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
そ

の
解
説
な
ど
は
き
っ
と
、『
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
』
講
義
II
「
論
理
学
、
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て

の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
教
説
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
朝
飯
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ

う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
お
け
る
コ
ス
モ
ス
と
は
、
近
代
の
通
常
の
解
釈

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
宇
宙
、
世
界
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
特
定
の
な
に
も
の
で
も

な
く
て
、
万
物
を
美
と
し
て
出
現
さ
せ
る
存
在
様
式
、「
そ
こ
に
お
い
て
か
つ
そ
こ
か

ら
存
在
が
輝
き
出
す
と
こ
ろ
の
原
初
的
な
飾
り
」
の
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
は

ま
た
炎
、
熱
、
光
と
い
っ
た
複
数
の
豊
か
さ
を
も
つ「
火
」
と
同
じ
も
の
を
言
い
表
し

て
い
る
の
だ
と
説
明
し
た
。
す
る
と
シ
ャ
ー
ル
が
「
で
は
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
は
詩
人

の
言
葉
で
す
ね
」
と
尋
ね
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
。
な
ぜ
な
ら
、

ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
、自
然
（
ピ
ュ
シ
ス
）
と
の
関
係
の
根
本
的
な
特
徴
と
は
つ
ね
に
、

自
然
を
そ
の
壮
麗
さ
の
充
満
の
も
と
に
明
け
開
か
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
」
と

答
え
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
自
然
と
の
関
係
の
根
本
を
失
っ
た
近
現
代
人
に
つ
い
て
、

「
私
た
ち
は
長
い
頽
落
の
果
て
に
あ
る
こ
と
を
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

詩
人
が
い
ま
な
お
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
熟
考
が
虚
し
い
も
の
で

は
な
い
こ
と
の
も
っ
と
も
明
ら
か
な
徴
し
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
私
は
こ
こ
に
い
る
の
で
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す
」
と
付
け
加
え
た
と
い
う
。
事
実
、
あ
る
い
は
生
の
言
葉
と
し
て
ボ
ー
フ
レ
が
伝
え

て
い
る
の
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
あ
と
は
そ
う
い
う
次
第
で
あ
る
か
ら
、「
歌
う
こ
と
と

考
え
る
こ
と
は
唯
一の
詩
の
隣
同
士
の
株
で
あ
り
、
こ
の
ふ
た
つ
の
株
は
存
在
を
出
発

に
し
て
生
え
、
存
在
の
真
実
の
な
か
で
成
長
す
る
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
の
正

し
さ
が
ま
た
し
て
も
シ
ャ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
の
だ
と
ほ
の
め
か
し
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
ボ
ー
フ
レ
の
ふ
た
つ
の
テ
ク
ス
ト
は「
証
言
」
と
い
う
も
の
で
は
お
よ
そ
な

く
、
お
そ
ら
く
彼
自
身
の
願
望
で
あ
る
当
代
き
っ
て
の
思
索
家
と
詩
人
と
の「
結
合
」、

「
同
族
性
」
を
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る「
宣
伝
」
の
側
面
を
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
が
、

そ
の
面
を
割
り
引
い
て
考
え
る
に
し
て
も
、す
く
な
く
と
も
「
シ
ャ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
は
な
ん
ら
共
通
点
を
も
た
な
か
っ
た
」
と
い
う
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
の
主
張
は
や
は

り
事
実
に
反
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
の
み
な
ら
ず
シ
ャ
ー
ル
は
ボ
ー
フ
レ
に
た

い
す
る
親
近
感
さ
え
も
な
ん
ら
隠
そ
う
と
せ
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に「
聴
従
」
し
て
ソ
ク

ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
た
ち
に
つ
い
て
広
め
た
ボ
ー
フ
レ
の「
思
索
の
卓
越
し
た
現
前
へ

の
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
し
て「
飢
え
た
舳
先
の
小
船
」（
719

）
と
い
う
一
文
を
発
表
し
、「
哲
学

の
川
上
は
だ
れ
に
よ
っ
て
も
正
し
く
測
定
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
夜
の
な
か
で
燃

え
上
が
り
、
そ
の
様
々
な
回
り
角
の
蔭
で
見
失
わ
れ
る
。
私
た
ち
を
覚
醒
さ
せ
な
が

ら
永
続
す
る
詩
は
そ
の
歴
史
の
な
い〈
歴
史
〉
に
こ
そ
寄
り
か
か
る
。
か
く
し
て
起
源

の
哲
学
者
と
詩
人
は〈
家
〉
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
仕
事
場
も
家
も

な
い
放
浪
者
の
ま
ま
で
あ
る
」
と
共
感
の
言
葉
さ
え
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ー
フ
レ

が
八
二
年
に
他
界
す
る
と
、「
涙
が
目
元
に
上
り
、
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
押
し
合
う
よ

う
に
、
言
葉
も
同
様
に
す
る
。
私
た
ち
は
た
だ
言
葉
が
涙
の
よ
う
に
潰
れ
た
り
、
も
っ

と
も
深
い
と
こ
ろ
に
送
り
返
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
な
の
だ
・
・
・
や
が
て

一
編
の
詩
が
形
作
ら
れ
、
星
の
出
て
い
る
幾
夜
も
世
界
を
駆
け
め
ぐ
り
、
赤
く
な
っ
た

眼
を
慰
め
る
だ
ろ
う
」（
806

）
と
、
彼
の
死
を
哀
悼
す
る
詩
を
捧
げ
て
も
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
翌
年
の
八
三
年
の
プ
レ
イ
ア
ー
ド
版
全
集
の
研
究
論
文
に
は
、ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
「
ラ

ス
コ
ー
の
野
獣
」
よ
り
も
ま
え
に
、
最
初
に
ボ
ー
フ
レ
の
「
マ
ロ
ニ
エ
の
木
陰
で
」
を

選
ん
で
も
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
か
す
る
と
一
部
の
者
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ル
は
そ
れ
と
知
ら
ず

に
ボ
ー
フ
レ
ら
の
願
望
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー

復
権
に
協
力
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
シ
ャ
ー
ル
の

本
意
で
も
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
ふ
た
り
の
関
係
の
本
質
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
た
と
え
ボ
ー
フ
レ
ら
の
（
一
部
の
者
た
ち
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
怪
し
か
ら
ぬ
）

企
み
が
成
功
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
に
天
才
的

と
い
う
し
か
な
い
独
創
性
と
魅
惑
力
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
け
っ
し
て
起
こ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
で
は
「
シ
ャ
ー

ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
に
も
負
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
本
当
だ
ろ
う
か
。

近
接
と
影
響

　
こ
こ
で
も
う
一
度
、
知
ら
れ
て
い
る
事
実
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
五
五
年
の
最
初
の

出
会
い
の
あ
と
、
シ
ャ
ー
ル
は
か
な
り
真
剣
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
読
み
、
六
四
年
に「
古
い

印
象
」と
題
す
る
ハイ
デ
ガ
ー
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
一
文
を
書
き
、六
六
年
に
は「
マ
ル
チ
ン・

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
質
問
へ
の
問
い
か
け
の
か
た
ち
の
答
え
」
と
題
す
る
テ
ク
ス
ト
を
発
表

し
た
。
そ
し
て
、ま
え
に
も
述
べ
た
が
六
六
年
、六
八
年
、六
九
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
ル・

ト
ー
ル
に
招
き
、
こ
の
最
後
の
セ
ミ
ナ
ー
の
あ
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
南
仏
を
去
る
に
際

し
て「
M
・
H
に
」
と
題
す
る
詩
を
書
い
た
。
七
一
年
の
《
レ
ル
ヌ
》
誌
シ
ャ
ー
ル
特
集

号
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が「
思
惟
の
う
ち
に
」と
題
す
る
八
編
の
詩
を
寄
せ
る
と
、同
年
シ
ャ
ー

ル
が
詩
集『
失
わ
れ
た
裸
』
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
捧
げ
た
。
七
六
年
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が『
言
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葉
へ
の
途
上
』
の
仏
訳
を
シ
ャ
ー
ル
に
捧
げ
、
巻
頭
に
シ
ャ
ー
ル
の
い
く
つ
か
の
詩
句
を

掲
げ
た
。
同
年
五
月
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
死
亡
す
る
と
、
シ
ャ
ー
ル
が
近
し
い
人
々
に
哀
悼

の
手
紙
を
書
き
、
七
九
年
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
死
を
悼
む
詩
と
新
た
な
ラ
ン
ボ
ー
論
を

ひ
と
つ
に
ま
と
め
た「
担
う
に
易
し
い
」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
加
え
、
ま
だ
す
べ
て

は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
か
な
り
の
数
の
書
簡
の
交
換
が
あ
っ
た

の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
い
た
い
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
シ
ャ
ー
ル
が
ハ

イ
デ
ガ
ー
を
ど
う
見
て
い
た
か
、
も
し
彼
に
何
か
を
負
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
か
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
以
上
の
う
ち
で
も
一
九
六
四
年
の「
古

い
印
象
」
と
一
九
六
六
年
の
「
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
質
問
へ
の
問
い
か
け
の
か
た

ち
の
答
え
」
の
ふ
た
つ
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
あ
と
は
ふ
た
り
の
疑
い
え
な
い「
友
情
」

も
し
く
は「
敬
意
」
の
証
し
で
あ
る
文
学
的
あ
る
い
は
社
交
的
な
儀
礼
と
見
な
し
て
大

過
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
古
い
印
象
」（
742-

4

）
に
は
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
偉
大
な
テ
ク
ス
ト
の「
粘
り
強

い
」
読
解
と
み
ず
か
ら
の
詩
人
と
し
て
の
日
々
の
実
践
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
生
ま
れ

た「
印
象
」
で
あ
り
、「
マ
ル
チ
ン・ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
尊
敬
、感
謝
、情
愛
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
」

だ
と
の
前
置
き
が
あ
る
。
こ
こ
で「
マ
ル
チ
ン・ハ
イ
デ
ガ
ー
の
偉
大
な
テ
ク
ス
ト
」と
は
、

ど
ん
な
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
前
置
き
に
は「
粘
り
強
い
」
と
い
う
形
容

詞
の
あ
と
に
「
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
フ
レ
の
言
葉
に
従
え
ば
」
と
書
き
加
え
て
あ
る
こ
と
か

ら
考
え
て
、
そ
の
ボ
ー
フ
レ
が
な
に
よ
り
も
さ
き
に
勧
め
た
テ
ク
ス
ト
が
た
ぶ
ん
詩
作

と
思
索
の「
近
隣
性
」、
詩
人
と
思
索
家
の
「
同
族
性
」
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
、
た
と

え
ば
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
を
中
心
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
詩
論
、
詩
人
論
で
あ
っ
た
と
推

測
し
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
あ
ま
り
に
も
知
ら
れ
て
い
る
事
実
だ
か
ら
、
私
が
こ
こ
で

引
く
の
さ
え
や
や
気
が
引
け
る
の
だ
が
、ハ
イ
デ
ガ
ー
は
詩
人
の「
使
命
」
に
つ
い
て
「
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
と
思
索
の
本
性
」（『
ヘル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
明
』）、
そ
し
て「
何
の
た
め

の
詩
人
た
ち
か
」（（ 『
杣
径
』）
で
そ
れ
ぞ
れ
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
詩
作
の
本
性
を
詩
作
す
る
・
・
・
詩
作
の
本
性
を
新
た
に
創

設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
新
し
い
時
代
を
規
定
す
る
。
そ
れ
は
逃
げ
去
っ
た

神
々
の
時
代
で
あ
り
、
そ
し
て

0

0

0

到
来
す
る
神
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
二
重

の
欠
如
と
無
の
な
か
に
立
つ
の
で
、
乏
し
い

0

0

0

時
代
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
逃
げ
去
っ

た
神
々
は
も
は
や
い
な
い
し
、
到
来
す
る
も
の
は
ま
だ
い
な
い
の
で
あ
る
・
・
・
詩

人
は
、
自
分
の
使
命
に
か
け
て
最
高
度
に
孤
立
し
て
自
己
自
身
に
集
中
し
な
が
ら
、

自
分
の
民
族
に
対
す
る
代
理
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
の
民
族
に
た
い
し

て
真
実
に
、
真
理
を
獲
得
す
る
6

　

乏
し
い
時
代
に
詩
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
詠
い
つ
つ
、
逃
げ
去
っ
た
神
々
の
痕

跡
に
留
意
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
詩
人
は
世
界
の
夜
の
時
代
に
際

し
て
、
聖
な
る
も
の
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
世
界
の
夜
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

言
葉
で
は
、
聖
な
る
夜
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
界
時
間
に
際
し
て
真
実
に
詩

人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
詩
人
の
本
質
に
は
、
ま
ず
詩
人
の
本
領
と
詩
人
の
使
命
と
が

自
分
に
と
り
詩
の
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
属
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に〈
乏
し
い

時
代
の
詩
人
〉
た
ち
は
、
詩
の
本
質
を
こ
と
さ
ら
に
詩
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
な
ら
、
世
界
時
間
の
命
運
の
中
に
自
ら
を
運

び
整
え
る
よ
う
な
詩
人
の
本
領
と
い
う
も
の
が
推
察
さ
れ
う
る
。
我
々
別
の
者
た

ち
は
、
こ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら

な
い
7　

　

神
々
が
去
り
、
ま
だ
新
し
い
神
が
到
来
し
て
い
な
い「
乏
し
い
時
代
の
詩
人
」
だ

か
ら
こ
そ
こ
と
さ
ら
に
詩
の
本
質
を
詩
作
し
、
聖
な
る
も
の
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
に
ま
え
に
見
た
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の

シ
ャ
ー
ル
論
を
ダ
ブ
ら
せ
て
み
る（
逆
に
言
え
ば
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
シ
ャ
ー
ル
論
が
い
く

ぶ
ん
か
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘル
ダ
ー
リ
ン
論
に
類
似
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
）こ
と
も
可
能
だ
が
、い
ず
れ
に
し
ろ
彼
な
り
に
も
っ

ぱ
ら「
詩
の
本
質
を
詩
作
」
し
て
い
た
シ
ャ
ー
ル
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
よ
う
な
詩
人
の

「
本
領
」と「
使
命
」と
い
う
考
え
に
共
感
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
は
私
た
ち
が
ヘル
ダ
ー

リ
ン
よ
り
も
さ
ら
に「
乏
し
い
時
代
」
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
文
明
は
脂
肪

だ
。〈
歴
史
〉
は
挫
折
し
、
神
は
、
神
が
い
な
い
の
で
も
う
私
た
ち
の
疑
い
深
い
壁
を
跨

が
ず
、
人
間
は
人
間
の
耳
元
で
吠
え
、〈
時
〉
は
道
に
迷
う
」（
466

）
と
は
っ
き
り
認
識
し

て
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
も
し
自
分
が
詩
を
書
か
な
け
れ
ば
、
ポ
エ
ジ
ー
と
美
と

い
う「
故
郷
」
へ
の
帰
還
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
、「
私
た
ち
は
も
う
二
度
と
帰
還
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
も
う
二
度
と
背
伸
び
す
る
こ
と
も
な
く
、
も
う
伝
説
の
遠
方
で
は
死
な
な

く
な
る
だ
ろ
う
。
天
空
は
そ
の
も
っ
と
も
離
れ
た
ア
ー
チ
ま
で
腐
っ
て
し
ま
い
、
ど
ん

な
眼
差
し
に
よ
っ
て
も
煽
り
立
て
ら
れ
な
く
な
る
。
地
上
は
信
心
の
な
い
骸
骨
に
似
た

も
の
に
な
る
」（
401

）
の
で
あ
り
、「
私
た
ち
の
神
々
│
忘
却
の
な
か
で
ふ
た
た
び
形
成
さ

れ
る
あ
の
貿
易
風
│
が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
悪
臭
を
放
つ
砂
漠
で
し
か
、
た
ち
ま

ち
足
枷
を
は
め
ら
れ
る
動
物
で
し
か
な
い
」（
739

）
と
考
え
て
、
あ
く
ま
で
詩
作
に
お
け

る
聖
な
る
も
の
を
保
持
し
よ
う
と
努
め
て
も
い
た
の
だ
か
ら
。

　

だ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
ま
し
て
民
族
意
識
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
シ
ャ
ー
ル

は
、
た
し
か
に「
自
分
の
使
命
に
か
け
て
最
高
度
に
孤
立
し
て
自
己
自
身
に
集
中
し
な

が
ら
真
理
を
獲
得
す
る
」
こ
と
を
め
ざ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
け
っ
し
て「
自
分
の

民
族
に
対
す
る
代
理
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
の
民
族
に
対
し
て
」
の
も
の

で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ「
古
い
印
象
」
の
シ
ャ
ー
ル
は
あ

る
意
味
で
は
も
っ
と
慎
ま
し
く
、「
詩
人
に
は
使
命
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ひ
と

つ
の
任
務
が
あ
る
だ
け
だ
。
一
旦
幸
福
感
が
過
ぎ
去
る
と
人
々
を
高
み
か
ら
落
と
し
て

し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
を
、
私
は
何
一つ
提
案
し
た
こ
と
は
な
い
」「「 〈
詩
人
〉
と
い
う

言
葉
が
な
ぜ
し
ば
し
ば
私
を
よ
ぎ
る
の
か
？　

充
満
の
な
か
に
よ
り
空
白
が
あ
る
よ
う

に
、
拙
く
啓
示
さ
れ
た
同
一
性
の
う
え
で
の
間
違
い
が
よ
り
少
な
く
な
る
よ
う
に
す
る

た
め
だ
」「
ポ
エ
ジ
ー
が
辿
っ
た
道
、
ポ
エ
ジ
ー
を
具
体
的
に
し
た
試
練
に
よ
っ
て
、
ポ

エ
ジ
ー
は
傷
つ
け
ら
れ
た
人
間
に
新
し
い
力
と
新
鮮
な
分
別
を
回
復
さ
せ
る
中
継
に

な
る
」（
742-

3

）
な
ど
と
言
っ
て
、
あ
く
ま
で
民
族
で
は
な
く
個
人
を
し
か
視
野
に
収
め

よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
詩
作
と
思
索
の
近
隣
性
、
す
な
わ
ち
ボ
ー
フ
レ
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

自
身
が
く
り
か
え
し
語
り
、
の
ち
に
仏
訳
を
シ
ャ
ー
ル
に
捧
げ
る
こ
と
に
な
る『
言
葉

へ
の
途
上
』
で
も
、
た
と
え
ば「
詩
作
と
思
惟
の
二
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
極
限
に

ま
で
達
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
隣
り
合
い
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
仕
方
で
互
い
に
必

要
と
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
地
域
に
お
い
て
、
こ
の
近
隣
関
係
そ
の
も
の
が
支
配
し
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
思
惟
も
詩
作
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
仕
方
で
あ
っ
て
も
、
両

者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一の
領
域
に
い
る
こ
と
を
、
思
惟
は
思
惟
な
り
に
、
詩
作
は
詩
作
な

り
に
決
め
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
す
」
8

と
言
っ
て
い
る
関
係
に
つ
い
て
、「
古
い
印
象
」
の

シ
ャ
ー
ル
は
た
だ
、「
私
た
ち
（
つ
ま
り
詩
人
）
は
厳
密
に
知
的
な
督
促
に
お
い
て
は
自

分
を
窮
屈
に
感
じ
る
系
統
に
属
し
て
い
る
」（
744

）
と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
よ
り
二
年
あ
と
の
一
九
六
六
年
に
書
か
れ
た「
願
望
と
確
認
」
と
題
す

る
テ
ク
ス
ト
で
は
、
哲
学
者
と
詩
人
の
違
い
を
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
哲
学
者
は
す
で
に

存
在
す
る
作
品
な
り
概
念
か
ら
出
発
し
て
、
み
ず
か
ら
の
思
索
の
国
を
考
え
獲
得
す

る
。
彼
は
進
歩
し
、
固
定
す
る
。
し
か
し
・
・
・
哲
学
者
は
秘
密
を
明
か
す
こ
と
な

く
、
究
極
の
切
り
札
に
は
ふ
れ
な
い
。
彼
は
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
誘

惑
に
逆
ら
っ
て
、
そ
こ
へ
の
接
近
を
禁
じ
る
」（
745

）
の
に
反
し
て
、「
詩
人
は
み
ず
か
ら
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の
言
葉
を
な
に
か
し
ら
の
波
し
ぶ
き
、
活
気
を
あ
た
え
る
拒
否
か
ら
出
発
し
て
創
建

す
る
。
彼
は
そ
の
言
葉
を
地
方
的
な
彷
徨
か
ら
引
き
出
し
、
世
界
的
な
絵
図
に
高
め

る
の
だ
」（
746

）。

　
い
さ
さ
か
凝
り
す
ぎ
て
、
わ
か
り
に
く
い
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も

シ
ャ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
あ
た
か
も
思
索
と
詩
作
の「
近
隣
性
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
願
望
」
が
す
く
な
く
と
も
彼
に
関
し
て
は
一
方
的
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を「
確
認
」
す

る
か
の
よ
う
に
、
詩
人
は
出
発
に
さ
い
し
て
も
、「
極
限
」
に
達
し
て
も
か
な
ら
ず
し
も

哲
学
者
を「
必
要
」
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
哲
学
者
と
詩
人
の
あ
い

だ
に
は
根
本
的
な
存
在
論
的
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
強
調
し
て
い
る
よ
う
に

さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
が
伝
え
て
い
る
も
っ
と
直
截
な

つ
ぎ
の
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。「
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
哲
学
と
私
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
私
は
詩
人
で
あ
り
、
韻
文
の
哲
学
者
な
の

で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
の
だ
・
・
・

私
が
自
分
の
著
作
の
三
分
の
一
を
書
い
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
に
、私
が
ハ
イ
デ
ガ
ー

か
ら
霊
感
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
し
た
が
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
私
が
書
い
た
も
の
を
読
ん

で
く
れ
る
だ
け
で
い
い
の
だ
。
私
た
ち
が
友
人
だ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に
同

じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
な
ど
と
想
定
し
な
い
で
も
ら
い
た
い
も
の
だ
」
9

。

　

む
ろ
ん
ボ
ー
フ
レ
の
よ
う
な
敬
虔
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
主
義
者
た
ち
は
、「
転
回
」
以
後

の
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
断
じ
て「
哲
学
者
」
と
呼
ば
ず
に「
思
索
者
」
と
し
て
区
別
す
る

が
、
シ
ャ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
区
別
に
さ
し
て
敏
感
で
な
か
っ
た
か
ら
、「
願
望
と
確
認
」

で
も「
哲
学
者
」
か
ら
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
だ
け
を
除
外
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
だ
か
ら
、
い
く
つ
か
の
関
心
（
た
と
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
た
ち
へ
の

関
心
や「
乏
し
い
時
代
」
に
お
け
る
詩
人
の
本
領
と
い
っ
た
時
代
認
識
な
ど
）
の
点
で

共
通
す
る
も
の
が
多
々
あ
る
と
し
て
も
、
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
同
族
」
だ
と

ま
で
言
う
の
は
い
さ
さ
か
言
葉
の
濫
用
だ
ろ
う
。

　

そ
う
「
確
認
」
し
た
う
え
で
の
話
だ
が
、
で
は
「
シ
ャ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
に

も
負
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
本
当
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
い
さ
さ
か
事
実
に

反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
五
〇
年
代
後
半
の
シ
ャ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト

に
た
と
え
ば
こ
ん
な
文
言
、「
な
ぜ
粉
砕
さ
れ
た
詩
な
の
か
？　

生
存
ま
え
の
暗
闇
と

地
上
の
過
酷
さ
の
あ
と
、〈
祖
国
〉
へ
の
旅
の
果
て
に
、
詩
の
有
限
性
は
光
に
、
存
在
へ

の
寄
与
に
な
る
か
ら
だ
」（
378

）
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の「
存
在
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方

は
そ
れ
以
前
の
シ
ャ
ー
ル
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
だ
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
シ
ャ
ー
ル
は
五
九
年
に
こ
ん
な
詩
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
捧
げ
、
こ
の
詩
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
七
〇
歳
の
誕
生
記
念
論
文
集
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

　　
　
　
　

曙
に
は
失
寵
は
や
が
て
や
っ
て
く
る
昼
だ
。
黄
昏
に
は

　
　
　
　
そ
れ
は
す
べ
て
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
夜
だ
。

　
　
　
　
か
つ
て
曙
の
人
々
が
い
た
。
こ
の
日
没
の
時
代
に
、

　
　
　
　
た
ぶ
ん
私
た
ち
が
そ
の
人
々
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
な
ぜ
、

　
　
　
　
ひ
ば
り
の
よ
う
に
冠
羽
を
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？（
411

）

　
こ
こ
で「
曙
の
人
々
」
と
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
日
没
の
時
代
」
と

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が「
長
い
頽
落
の
果
て
」、
あ
る
い
は「
乏
し
い
時
代
」
と
呼
ぶ「
世
界
時

間
」、
す
な
わ
ち
近
現
代
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
シ
ャ
ー
ル
は
彼
な
り
に
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
願
っ
た
よ
う
な「
乏
し
い
時
代
」
の
詩
人
の
使
命
へ
の
共
鳴
を
伝
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ボ
ー
フ
レ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
当
然
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
理
解
し
、

彼
は
あ
る
種
の
「
や
ま
ひ
ば
り
」
は
冠
羽
を
つ
け
て
い
て
、
彼
の
住
む
南
ド
イ
ツ
地
方
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で
は
太
陽
の
出
現
と
詩
の
正
し
さ
を
助
け
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
解
説
し
た
と

い
う
。
し
か
も
こ
の
解
釈
を
シ
ャ
ー
ル
自
身
が
受
け
入
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
わ
ざ
わ

ざ
プ
レ
イ
ア
ー
ド
版
全
集
の
註
に
残
し
て
い
る
の
で
あ
る（
1377

）。

　

他
方
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
晩
年
シ
ャ
ー
ル
の
た
め
に「
思
惟
の
う
ち
に
」
と
題
す
る
八

編
の
詩
を
書
い
て
い
る
が
、
私
に
は
そ
の
ひ
と
つ「
合
図
」
は
ま
る
で
さ
き
に
引
い
た

シ
ャ
ー
ル
の
詩
に
た
い
す
る
応
答
の
言
葉
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

　
　
　
　
　

計
算
す
る
人
た
ち
は
ま
す
ま
す
押
し
付
け
が
ま
し
く
な
り
、

　
　
　
　
　

社
会
は
益
々
節
度
が
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　

思
惟
す
る
人
た
ち
は
益
々
稀
に
な
り
、

　
　
　
　
　

詩
作
す
る
人
た
ち
は
益
々
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
る
。

　
　
　
　
　

予
感
す
る
人
た
ち
は
益
々
困
窮
で
一
杯
に
な
る
、

　
　
　
　
　

救
出
す
る
様
々
な
合
図
の

　
　
　
　
　

遙
か
遠
つ
か
ら
な
る
を
予
感
し
つ
つ
10

　
　
　

　

以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
は
、
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
二
〇
年
に
わ
た
る
親

交
が
彼
ら
の
書
い
た
も
の
に
な
ん
ら
か
の「
影
響
」
を
及
ぼ
し
た
、
し
た
が
っ
て
双
方

が
相
手
に
な
に
か
を「
負
っ
て
い
た
」
と
し
て
も
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、二
〇
年
も
つ
づ
い
た「
親
交
」

が
き
わ
め
て
表
面
的
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
か
え
っ
て
奇
異
な
こ
と
で
さ

え
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
き
に
述
べ
た
こ
と
は
そ
の
一
端
だ
が
、
さ
ら
に
も
し
シ
ャ
ー
ル
と
の

「
親
交
」
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
詩
人
を
論
じ
る
と
き
も
っ
ぱ
ら
ヘル
ダ
ー
リ
ン
や
リ

ル
ケ
、
ト
ラ
ー
ク
ル
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
の
詩
人
し
か
取
り
上
げ
な
か
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、

一
九
六
二
年
の
講
演「
時
間
と
存
在
」
を
め
ぐ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
珍
し
く
フ
ラ
ン
ス

の
詩
人
ラ
ン
ボ
ー
の
詩「
子
供
の
こ
ろ
」
の
一
節
、「
林
に
は
一
羽
の
鳥
が
い
て
、
そ
の
歌

は
人
の
足
を
止
め
、
顔
を
赤
ら
め
さ
せ
る
。
／
時
を
打
た
な
い
時
計
が
あ
る
。
／
白

い
動
物
が
巣
を
作
っ
た
窪
地
が
あ
る
・
・
・
最
後
は
、
人
が
空
腹
で
渇
き
を
覚
え
て

い
る
と
き
に
、
追
い
払
う
だ
れ
か
が
い
る
」（
中
地
義
和
訳
）
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
に

見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の「il y a

（
が
あ
る
）」
と
ア
レ
ー
テ
イ
ア（
真
理
、
非
隠
蔽
性
）

の
関
連
に
論
究
す
る
11
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
ラ
ン

ボ
ー
こ
そ
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
対
話
」」
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

詩
人
だ
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
こ
と
は
六
六
年
の
シ
ャ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
「
マ
ル
チ
ン
・
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
質
問
へ
の
問
い
か
け
の
か
た
ち
の
答
え
」（
734-

6

）、
そ
し
て
ま
ず
シ
ャ
ー
ル

へ
の
言
及
か
ら
は
じ
ま
る
七
二
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト「
生
け
る
ラ
ン
ボ
ー
」
に

よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。そ
し
て
こ
こ
に
は
、す
く
な
く
と
も
一
種
の
相
互
的
な 「
影
響
」

と
言
え
る
も
の
を
認
め
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

謎
と
し
て
の
ラ
ン
ボ
ー　

　

さ
て
、「
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
質
問
へ
の
問
い
か
け
の
か
た
ち
の
答
え
」
は
そ

の
表
題
か
ら
し
て
ハ
イ
ガ
ー
的
で
あ
る
こ
と
を
シ
ャ
ー
ル
自
身
も
充
分
意
識
し
、
同

時
期
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
で
、「
問
い
か
け
の
か
た
ち
の
答
え
は
存
在
へ
の
答
え
で
あ
る

が
、質
問
状
へ
の
答
え
は
思
索
の
粗
朶
に
す
ぎ
な
い
」 （
516

）
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

シ
ャ
ー
ル
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
一
九
六
六
年
に
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
の
ポ
ー
ル
・

ド
メ
ニ
ー
宛
書
簡
（
一
八
七
一
年
五
月
一
五
日
付
）、
い
わ
ゆ
る「
見
者
の
手
紙
」
に
あ

るLa poésie ne rythm
era plus l’action. Elle sera en avant. 「

詩（
ポ
エ
ジ
ー
）

は
も
は
や
行
動
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
詩
は
先
頭
に
立
つ
も

の
と
な
る
で
し
ょ
う
」（
湯
浅
博
雄
訳
）
と
い
う
文
句
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
訊
ね
ら
れ
、
そ
の
答
え
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
生
け
る
ラ
ン
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ボ
ー
」
は
、シ
ャ
ー
ル
の
答
え
を
受
け
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、の
ち
に
別
の
人
物
（
ロ
ジ
ェ・

ミ
ュ
ニ
エ
）
に
質
問
さ
れ
た
と
き
に
ふ
た
た
び
そ
の
文
句
を
取
り
上
げ
、
か
な
ら
ず
し

も
そ
の
文
句
の
史
的
・
文
学
的
文
脈
に
と
ら
わ
れ
ず
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
「
マ
ル
チ
ン・ハ
イ
デ
ガ
ー
の
質
問
へ
の
問
い
か
け
の
か
た
ち
の
答
え
」
の
シ
ャ
ー

ル
は
ま
ず
、
も
し
「
つ
ね
に
み
ず
か
ら
の
正
当
化
に
署
名
し
、
み
ず
か
ら
の
生
存
を

閉
じ
る
地
点
へ
の
途
上
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
客
体
的
な
ポ
エ
ジ
ー
の
運
動
そ
の
も
の

の
な
か
で
創
り
だ
さ
れ
る
意
味
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
」、
こ
の
文
句
に
は
様
々
な「
狭

い
」
意
味
が
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
断
っ
た
う
え
で
、
ほ
ぼ
一
四
ほ
ど
の「
狭

い
」
意
味
を
答
え
て
み
せ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で「
客
体（
客
観
）
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」
と
は

な
に
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
は
ラ
ン
ボ
ー
自
身
が
通
称「
見
者
の
手
紙
」
と
呼
ば
れ

る
も
う
ひ
と
つ
の
書
簡
（
イ
ザ
ン
バ
ー
ル
宛
一
九
七
一
年
五
月
一
三
日
付
）
の
な
か
で「
主

観
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」
と
対
立
さ
せ
て
も
ち
い
て
い
る
表
現
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
ラ
ン
ボ
ー
が
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
簡
潔
で
、
そ
の
意
味
は
か
な

ら
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
た
だ
湯
浅
博
雄
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、「
主
観
的
な
ポ
エ

ジ
ー
」
と
は
自
我
の
同
一
性
を
疑
わ
な
い
主
体
の
文
学
で
あ
る
が
、「
私
と
は
他
者
で
あ

る
」
と
言
っ
て
そ
の
自
我
の
同
一
性
を
批
判
し
、
破
壊
し
よ
う
と
す
る
真
の
詩
人
＝
見

者
は
「
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
錯
乱
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
未
知
な
も
の
へ
至
る
」
こ
と

を
め
ざ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、「
主
体
と
客
体
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
、
区

切
り
が
不
分
明
で
、
曖
昧
な
、
両
義
的
な
な
に
か
に
触
れ
よ
う
と
す
る
詩
作
」
を
お

こ
な
う
。
そ
れ
が「
客
体
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」
な
の
だ
と
い
う
12
。
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い

で
の「
客
体
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」
な
ら
、
た
し
か
に
シ
ャ
ー
ル
に
と
っ
て
き
わ
め
て
よ
く
理

解
で
き
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
な
に
し
ろ
彼
は
自
己
の
「
解
体dislocation

」
を
軽

快
に
受
け
容
れ
、「
も
し
私
た
ち
が
た
だ
私
た
ち
の
た
め
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
、
な

に
か
並
は
ず
れ
た
も
の
が
生
ず
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
、
自
分
の
外
に
、
涙
の
縁
と

飢
餓
の
軌
道
の
う
ち
に
、
自
己
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
409

）
と
言
っ
て
い
た

の
だ
か
ら
。
ま
た
、「
ポ
エ
ジ
ー
の
目
論
見
と
は
私
た
ち
を
非
個
人
化
す
る
こ
と
で
私

た
ち
を
至
高
の
も
の
に
す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
詩
の
お
か
げ
で
、
個
人
の

自
慢
話
に
よ
っ
て
素
描
さ
れ
る
か
歪
曲
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
の
充
満
に
触
れ
る
」

（
360

）と
も
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、シ
ャ
ー
ル
は
ラ
ン
ボ
ー
の
言
う「
主
観
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」

を「
個
人
の
自
慢
話
」
と
、「
あ
ら
ゆ
る
客
体
的
な
ポ
エ
ジ
ー
の
運
動
そ
の
も
の
の
な

か
で
創
り
だ
さ
れ
る
意
味
」
を
、
そ
の
都
度
発
見
さ
れ
、
消
滅
す
る「
未
知
な
も
の
」

の
経
験
と
表
現
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
も
の
と
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
シ
ャ
ー
ル
は
お
そ
ら
く
、
ラ
ン
ボ
ー
の
問
題
の
文
句
、「
詩（
ポ
エ
ジ
ー
）

は
も
は
や
行
動
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
詩
は
先
頭
に
立
つ
も

の
と
な
る
で
し
ょ
う
」
の
ま
え
に
、「
永
遠
な
る
芸
術
も
、
詩
人
た
ち
は
市
民
な
の
で

す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
持
つ
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
を
ふ
ま
え
、

あ
た
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
問
い
の
材
料
を
で
き
る
だ
け
提
供
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う

に
、
こ
の
文
句
の「
狭
い
」
意
味
を
こ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
ポ
エ

ジ
ー
は
行
動
を
見
え
る
よ
う
な
も
の
に
し
、
行
動
に
道
を
開
い
て
や
る
。
ポ
エ
ジ
ー
は

行
動
の「
超
＝
頭
脳
」
と
し
て
行
動
を
指
揮
す
る
。
ポ
エ
ジ
ー
は
法
則
で
あ
り
、
行

動
は
現
象
で
あ
っ
て
、
ポ
エ
ジ
ー
が
行
動
に
瞬
時
の
価
値
を
あ
た
え
る
。
ポ
エ
ジ
ー
は

ま
さ
に
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
に
よ
っ
て
行
動
の
ま
え
に
置
か
れ
、
行
動

の
不
完
全
な
内
容
を
あ
の
生̶

死̶

生
の
絶
え
ざ
る
疾
走
に
み
ち
び
く
。
行
動
は
盲

目
で
あ
り
、
見
る
の
は
ポ
エ
ジ
ー
で
あ
る
か
ら
、
双
方
は
母
子
の
関
係
で
結
ば
れ
て
い

る
。
ポ
エ
ジ
ー
は
も
は
や
行
動
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
ず
、
前
に
進
ん
で
行
動
に
可
動
的
な

道
を
示
し
、
そ
の
材
料
の
お
か
げ
で〈
家
〉
を
立
て
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
最
終
的
な

も
の
で
は
な
い
。・
・
・
あ
る
い
は
、
ポ
エ
ジ
ー
は「
詠
わ
れ
る
思
索
」
で
あ
り
、
行

動
の
さ
き
に
あ
る
作
品
、
行
動
の
最
終
的
か
つ
行
動
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
帰
結
な
の
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か
も
し
れ
な
い
。
ポ
エ
ジ
ー
は
模
索
す
る
頭
で
、
行
動
は
そ
の
体
で
あ
り
、
こ
の
ふ
た

つ
が
あ
る
革
命
を
成
し
遂
げ
る
と
、
そ
の
最
終
段
階
で
終
わ
り
と
始
ま
り
を
一
致
さ

せ
、そ
ん
な
円
環
に
し
た
が
っ
て
あ
と
も
つ
づ
く
。
ま
た
、ラ
ン
ボ
ー
と
パ
リ
・コ
ミ
ュ
ー

ヌ
と
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
ポ
エ
ジ
ー
は
も
は
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
奉
仕
せ
ず
、
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
征
服
の
行
動
と
想
定
さ
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

に
リ
ズ
ム
を
つ
け
ず
、
そ
の
前
に（
先
頭
に
）
に
立
つ
も
の
に
な
り
、
そ
の
結
果
み
ず

か
ら
の
主
人
に
な
る
。

　
一
部
省
略
し
た
が
、
こ
の
文
句
の「
狭
い
」
意
味
を
そ
の
よ
う
に
列
挙
（
こ
の
列
挙

に
ど
の
よ
う
な
内
的
連
関
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
）
し
た
あ
と
、
シ
ャ
ー
ル
は
ア

ス
テ
リ
ス
ク
を
置
い
て
一
旦
打
ち
切
り
、「
若
き
ラ
ン
ボ
ー
は
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
と
同

時
代
の
革
命
詩
人
で
あ
っ
た
」
と
改
め
て
確
認
し
て
か
ら
、
ふ
た
た
び
ア
ス
テ
リ
ス
ク

を
置
く
。
そ
し
て
ラ
ン
ボ
ー
み
ず
か
ら
を
芸
術
家
だ
と
感
じ
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
う

欲
し
も
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
沈
黙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
な
ら
ず
も
芸
術
家
に
な
っ

た
の
だ
と
言
っ
た
あ
と
、
ふ
た
た
び
問
題
の
文
句
に
も
ど
っ
て
、「
ポ
エ
ジ
ー
は
も
は

や
行
動
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
ず
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
楽
園
の
前
方
に
あ
る
、
け
っ
し
て

味
わ
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
行
動
の
果
実
と
告
知
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
。
し

て
み
る
と
、
こ
れ
が
冒
頭
に
あ
っ
た「
客
体
的
な
ポ
エ
ジ
ー
の
運
動
そ
の
も
の
の
な
か

で
創
り
だ
さ
れ
る
意
味
」
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
見
た
よ
う

に
、
ラ
ン
ボ
ー
に
お
い
て
は
主
観
的
な
ポ
エ
ジ
ー
に
対
立
さ
れ
ら
れ
る「
客
体
的
な
ポ

エ
ジ
ー
」
と
は「
未
知
な
る
も
の
に
至
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

た
だ
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
言
い
切
れ
な
い
の
は
、
こ
こ
で
ま
た
ア
ス
テ
リ
ス
ク
が

打
た
れ
、
最
後
に
次
の
ふ
た
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
つ
づ
く
か
ら
だ
。

　

そ
の
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
シ
ャ
ー
ル
は「
近
年
の
│
そ
し
て
ポ
エ
ジ
ー
に
よ
っ
て
予

見
可
能
だ
っ
た
│
政
治
的
行
動
と
、
思
想
の
進
め
方
に
と
っ
て
そ
こ
か
ら
派
生
し
た

こ
と
と
に
照
ら
し
て
」
と
、
話
を
い
き
な
り
ラ
ン
ボ
ー
の
時
代
か
ら
一
九
六
六
年
の
同

時
代
に
も
ど
す
。
近
著
『
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
と
ラ
ン
ボ
ー
と
い
う
隠
喩
』
の
著
者
ア
ン

ヌ・マ
リ
・フ
ォ
ル
テ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の「
近
年
の
政
治
的
行
動
」
と
は
、
当
時
《
ク

リ
テ
ィ
ッ
ク
》
誌
上
で
展
開
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
大
学
学
長
時
代
の
言

動
を
め
ぐ
る
、
ジ
ャ
ン
ー
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ァ
ー
ユ
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ェ
デ
ィ
エ
と
の
論

争
の
こ
と
で
あ
り
、
シ
ャ
ー
ル
は
そ
の「
政
治
的
な
」
論
争
を
見
下
ろ
す
高
み
に
立
っ

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
擁
護
す
べ
く
、
論
争
を
政
治
で
は
な
く
思
想
の
領
域
に
位
置
づ
け
直

そ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
13
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
つ
づ
い
て
シ
ャ
ー
ル
が
、「
正

当
化
さ
れ
る
ど
ん
な
行
動
も
そ
の
革
命
的
内
容
が
そ
れ
自
身
の
離
脱
を
待
つ
反̶

行

動
、
前
方
の
ポ
エ
ジ
ー
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
そ
の
ポ
エ
ジ
ー
と

争
う
、
提
案
し
う
る
拒
否
と
抵
抗
の
行
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の

は
、
ポ
エ
ジ
ー
、
つ
ま
り
「
つ
ね
に
み
ず
か
ら
の
正
当
化
に
署
名
し
、
み
ず
か
ら
生
存

を
閉
じ
る
地
点
へ
の
途
上
に
あ
る
客
体
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」
の
名
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
ー

ピ
エ
ー
ル
・
フ
ァ
ー
ユ
ら
の
時
期
遅
れ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
な
ん
ら
革
命
的
で
も
詩

的
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
と
言
お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
最
後
に
シ
ャ
ー
ル
が
、「
火
の
消
滅

と
無
益
な
道
具
の
廃
棄
の
あ
と
で
、
も
し
見
い
だ
さ
れ
た
運
命
の
曙
の
扉
に
終
わ
り

と
い
う
語
が
現
れ
る
な
ら
、
守
ら
れ
た
言
葉
は
も
は
や
犯
罪
で
は
な
く
、
塗
り
直
さ

れ
た
小
船
は〈
時
〉
の
船
着
場
に
沈
め
ら
れ
た
漂
流
物
で
は
な
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ル
テ
ィ
エ

は
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
シ
ャ
ー
ル
が
ラ
ン
ボ
ー
に
た
い
し
て
お
こ
な
っ
た
詩
人
と
い
う
同
族

と
し
て
の
敬
意
と
忠
誠
の
約
束
で
あ
り
、
ラ
ン
ボ
ー
の
あ
と
自
分
こ
そ
が
時
間
を
横

切
る
小
船（
ポ
エ
ジ
ー
）
を
変
貌
さ
せ（
塗
り
直
し
）、〈
時
〉
の
流
れ
の
な
か
で
座
礁
さ

せ
な
い（
漂
流
物
に
は
さ
せ
な
い
）
よ
う
に
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
こ
の
時
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期
の
シ
ャ
ー
ル
に
お
け
る「
小
船(barque)

」
と
い
う
言
葉
の
独
特
な
使
い
方
を
も
ち

だ
し
て
い
る
14
。
た
だ
そ
れ
は
こ
の
文
の
後
段
に
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

で
は
前
段
の
「
も
し
見
い
だ
さ
れ
た
運
命
の
曙
の
扉
に
終
わ
り
と
い
う
語
が
現
れ
る
な

ら
」
と
い
う
文
言
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
。
ま
た
、
問
題
に
な
っ
て
い
た
は
ず

の
ハ
イ
デ
ガ
ー
擁
護
と
い
う
意
図
と
ど
う
い
う
関
連
が
あ
る
の
か
。
も
し
か
す
る
と
こ

の
前
段
は
先
に
述
べ
ら
れ
て
い
た「
狭
い
」
意
味
の
ひ
と
つ
、「
ポ
エ
ジ
ー
は
模
索
す
る
頭

で
、
行
動
は
そ
の
体
で
あ
り
、
こ
の
ふ
た
つ
が
あ
る
革
命
を
成
し
遂
げ
る
と
、
そ
の
最

終
段
階
で
終
わ
り
と
始
ま
り
を
一
致
さ
せ
、
そ
ん
な
円
環
に
し
た
が
っ
て
あ
と
も
つ
づ

く
」
と
い
っ
た
、
直
線
的
な
歴
史
的
時
間
に
対
立
す
る
円
環
的
な
時
間（révolution

革
命
＝
転
回
）
と
い
う
考
え
│
こ
れ
は
さ
き
に
言
及
し
た
ジ
ャ
ン
ー
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ポ

リ
の
主
張
で
も
あ
る
│
と
も
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
。
も
し
そ
う

で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
シ
ャ
ー
ル
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
捧
げ
た
詩
の
「
か
つ
て
曙
の
人
々
が

い
た
。
こ
の
日
没
の
時
代
に
、
た
ぶ
ん
私
た
ち
が
そ
の
人
々
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
詩
句
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
部
分
、
そ
し

て
こ
の
テ
ク
ス
ト
全
体
は
多
義
的
で
、
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
ま
し
て
、

こ
れ
は「
問
い
か
け
の
か
た
ち
の
答
え
」
だ
と
あ
ら
か
じ
め
断
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
。
研
究
の
現
状
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
速
断
は
差
し
控
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。

　　

他
方
、
シ
ャ
ー
ル
の
「
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
質
問
へ
の
問
い
か
け
の
か
た
ち
の

答
え
」
を
う
け
た
、「
生
け
る
ラ
ン
ボ
ー
」
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
ず
、「
見
者
の
手
紙
」

で
ラ
ン
ボ
ー
は
詩
人
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
生
き
続
け
る
の
か
、
そ
れ
は
将
来
の
詩

人
が
彼
自
身
の
達
し
た
地
平
、
す
な
わ
ち「
未
知
な
る
も
の
に
至
る
」
と
言
っ
て
い

る
地
平
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
と
告
げ
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
だ
が
、
ラ
ン

ボ
ー
の
見
た
そ
の
地
平
を
我
々
は
充
分
に
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
な
る
と
、「
私
は

答
え
を
た
め
ら
い
、
問
い
に
留
ま
る
・
・
・
私
は
こ
う
告
白
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
い
く

つ
か
の
語
は
ラ
ン
ボ
ー
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
解
釈
は
様
々
な
理

由
か
ら
問
い
の
か
た
ち
で
の
推
測
に
限
定
さ
れ
る
」
と
言
い
、こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る「
行

動
」
は
た
だ
人
間
の
行
い
と
働
き
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
現
実
的
な
も
の
全
体
な

の
か
。
ポ
エ
ジ
ー
は
行
動
に
先
立
つ（
先
頭
に
立
つ
）
と
言
わ
れ
る
さ
い
の「
先
ん
じ

る(en avant)

」
と
は
時
間
的
な
も
の
で
、
詩
作
の
言
語
が
予
言
的
な
も
の
に
な
る
と

言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の
営
為
の
す
べ
て
に「
先
ん
じ
る
」、
つ
ま

り
詩
作
の
優
位
を
強
調
し
て
い
る
も
の
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
産
業
社
会
で
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ラ
ン
ボ
ー
の
言
葉
を
熟
慮
し
て
、
希
有
な

存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
詩
人
た
ち
が
立
ち
寄
り
、
最
初
は
そ
こ
を
指
し
示
す
だ
け
の

辺
り
は
、依
然
と
し
て
到
達
し
え
な
い
も
の
の
近
辺
の
ま
ま
で
あ
る
と
言
え
る
の
か・・・

と
い
っ
た
具
合
に
彼
の「
問
い
の
か
た
ち
の
答
え
」
は
次
第
に「
存
在
へ
の
問
い
」
に
発

展
し
て
ゆ
く
。

　

そ
し
て
ラ
ン
ボ
ー
が「
ポ
エ
ジ
ー
は
も
は
や
行
動
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
な
い
」
と
い
う
ま

え
に
、「
ギ
リ
シ
ャ
で
は
詩
句
と
竪
琴
が
行
動
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
い
る
」
と
書
い
て
い

た
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
そ
も
そ
も
ギ
リ
シ
ャ
語
で
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
な
に
を
言

い
た
か
っ
た
の
か
と
問
い
つ
づ
け
る
。
そ
の
た
め
に
、
ふ
た
た
び
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
の
も

と
に
も
ど
っ
て
、
詩
人
ア
ル
キ
ロ
コ
ス
の
詩
句
「
ま
さ
に
知
る
に
至
れ
、
ど
の
よ
う
な

種
類
の
関
わ
り
合
い
が
人
間
を
保
持
す
る
の
か
を
」
を
取
り
上
げ
、
根
源
的
な
リ
ズ

ム
＝
関
わ
り
合
い
が
到
達
し
え
な
い
も
の
の
近
辺
で
あ
り
、「
ポ
エ
ジ
ー
が
行
動
に
先
ん

ず
る
」
と
い
う
将
来
の
詩
人
の
言
う
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
合
い
の
接
合
構

造
の
構
築
に
従
事
し
、
そ
の
結
果
人
間
に
地
上
で
の
新
た
な
滞
留
を
備
え
る
よ
う
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
近
代
の
言
語
学
と
情
報
科
学
に
よ
る
言
語
の
破
壊
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の
た
め
に
、
詩
作
の
優
位
ど
こ
ろ
か
詩
作
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
基
盤
を
危
う
く
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
さ
ら
に
問
い
つ
づ
け
る
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
ろ
、
も
し
我
々
が

そ
の
よ
う
な
問
い
を
み
ず
か
ら
に
立
て
、
詩
作
す
る
者
と
思
索
す
る
者
が
「
み
ず
か
ら

の
眼
に
未
知
な
る
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
」
必
然
性
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ

り
、
ラ
ン
ボ
ー
は「
生
き
続
け
る
」
と
言
っ
て
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
結
ぶ
。
と
い
っ

て
も
、「
し
か
し
、
こ
の
未
知
な
る
も
の
は〈
沈
黙
〉（
ト
ラ
ー
ク
ル
）
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
名
指
し
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
真
に
沈
黙
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
道

し
る
べ
と
な
る
言
う
べ
き
こ
と
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
彼
に
付
与
さ
れ
た
言
葉

の
力
で
実
際
に
言
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
だ
け
で
あ
る
・・・
我
々
は
す
で
に
、
ア
ル
チ
ュ
ー

ル
・
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
作
が
言
っ
た
こ
と
の
う
ち
に
、
彼
が
沈
黙
し
た
こ
と
を
充
分
に
判

然
と
聞
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
す
で
に
そ
の
う
ち
に
、
彼
が
到
達
し
た
地
平
を

見
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
15
と
、徹
底
し
た「
問
い
の
か
た
ち
の
答
え
」、す
な
わ
ち
シ
ャ
ー

ル
に
よ
れ
ば「
存
在
へ
の
問
い
」
の
か
た
ち
で
。

　

ラ
ン
ボ
ー
の
同
じ
文
句
を
め
ぐ
る
以
上
の
シ
ャ
ー
ル
の
考
察
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
察

は
、
疑
い
も
な
く
一
種
の
相
互
的
な「
影
響
」
を
示
し
て
い
る
が
、
い
ま
や
や
詳
し
く

見
た
よ
う
に
、
結
局
い
ず
れ
も
答
え
の
な
い
問
い
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ

シ
ャ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
解
で

な
い
。
存
在
を
問
い
続
け
る
に
は
、
な
に
よ
り
も「
存
在
の
家
」
で
あ
る
言
葉
に
注
意

し
、
詩
人
た
ち
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
持

論
を
、こ
こ
で
も
か
た
ち
を
変
え
て
く
り
か
え
し
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、ラ
ン
ボ
ー

の
文
句
を
め
ぐ
る
こ
の
ふ
た
つ
の「
問
い
の
か
た
ち
の
答
え
」
は
、
は
た
し
て
主
題
以
外

に
本
質
的
に
共
通
す
る
も
の
が
ど
こ
か
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ふ
た
つ
の
テ
ク
ス
ト

を
論
じ
た
ジ
ャ
ン
ー
ポ
ル
・
マ
ド
ゥ
│
お
そ
ら
く
は
相
当
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
主
義
者
だ
と

思
わ
れ
る
│
は
、こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
思
索
と
行
動
の
対
立
で
あ
る
が
、「
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
思
索
は
シ
ャ
ー
ル
の
詩
作
と
同
様
に
、
思
索
と
行
動
の
対
立
を
越
え
て
よ

り
原
初
的
な
言
葉
と
振
る
舞
い
、〈
来
る
べ
き
作
品
〉
の
な
か
に
つ
な
が
る
別
の
思
索

と
別
の
振
る
舞
い
を
考
察
す
る
よ
う
私
た
ち
を
誘
っ
て
い
る
」
16
と
、
ほ
と
ん
ど
ボ
ー

フ
レ
の
言
い
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
簡
単
に
結
論
づ
け
て
い
い
も

の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
大
筋
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
外
見
上
は
そ
う
な
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
、
シ
ャ
ー
ル
は
か
な
ら
ず
し
も
一
般
的
な「
思
索
」
を
問
題
に
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
ポ
エ
ジ
ー
、
思
索
に
先
立
ち
、
と
き
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
の
場
合
の
よ
う
に
思
索
と
一
体
化
す
る
ポ
エ
ジ
ー
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と（
彼
が
ヘ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
た
い
し
て
さ
え
親
近
感
を
表
明
す

る
と
き
、
つ
ね
に
彼
ら
は
彼
ら
な
り
に「
詩
人
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
こ
と
）
を
忘

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
私
に
は
こ
の
ラ
ン
ボ
ー
の
文
句
を
め
ぐ
る
両
者
の
考

察
は
ま
ず
、
同
じ
主
題
と
形
式
を
取
っ
た
だ
け
に
な
お
さ
ら
、
さ
き
に
見
た「
哲
学
者
」

と
「
詩
人
」
の
存
在
論
的
な
違
い
を
際
だ
た
せ
る
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
つ

ま
り
、「
す
で
に
存
在
す
る
作
品
な
り
概
念
か
ら
出
発
し
て
、
み
ず
か
ら
の
思
索
の
国

を
考
え
獲
得
す
る
」
哲
学
者
と
、「
厳
密
に
知
的
な
督
促
に
お
い
て
は
自
分
を
窮
屈
に

感
じ
る
系
統
に
属
」
し
、「
み
ず
か
ら
の
言
葉
を
な
に
か
し
ら
の
波
し
ぶ
き
、
活
気
を

あ
た
え
る
拒
否
か
ら
出
発
し
て
創
建
す
る
」
詩
人
の
違
い
、
あ
る
い
は「
未
知
な
る
も

の
の
地
平
」
を
見
よ
う
と
す
る
者
と
身
を
滅
ぼ
す
危
険
を
冒
し
て
で
も
生
き
よ
う
と

す
る
者
と
の
違
い
が
。
そ
し
て
、
互
い
に
近
い
が
ゆ
え
に
明
ら
か
に
な
る
│
当
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
自
身
も
け
っ
し
て
見
失
わ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
│
距
離
、
そ
の
相
互
の
違
い
、

差
異
こ
そ
逆
に
、
ふ
た
り
の「
親
交
」
を
持
続
さ
せ
、
相
手
の
存
在
を
貴
重
に
し
た
の

で
あ
り
、
ま
た
ふ
た
り
に
共
通
す
る
問
題
意
識
、
こ
こ
で
見
た「
乏
し
い
時
代
」
の
詩

人
の
本
領
と
使
命
、
あ
る
い
は
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
る
こ
と
に
な
る
技
術
と
計
画
化
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の
現
代
文
明
批
判
な
ど
に
か
え
っ
て
現
実
性
と
広
が
り
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
両
者
を
や
た
ら
に
同
一
視
し
、「
同
族
化
」
す
る
こ
と
は
問
題

を
不
必
要
に
矮
小
化
し
、
い
か
が
わ
し
く
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
論
ず
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
だ

が
、
こ
こ
で
一
旦
打
ち
切
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
ー
ル
の
い
く
つ
か

の
詩
を
論
じ
る
さ
い
に
も
、
ま
た
シ
ャ
ー
ル
の
詩
的
な「
瞑
想
」
あ
る
い
は「
思
想
」

と
言
っ
て
い
い
も
の
を
扱
う
さ
い
に
も
、
い
ず
れ
別
の
角
度
か
ら
立
ち
返
る
機
会
が
あ

る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
シ
ャ
ー
ル
の
言
う
も
う
ひ
と
り
の「
偉
大
な
強

制
者
」、つ
ま
り
先
駆
者
と
の
関
係
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の「
偉
大
な

強
制
者
」
と
は
他
で
も
な
い
、
い
ま
話
題
に
し
た
ば
か
り
の
ア
ル
チ
ュ
ー
・
ラ
ン
ボ
ー

で
あ
る
。

２・２　
シ
ャ
ー
ル
と
ラ
ン
ボ
ー

ラ
ン
ボ
ー
の
形
象

　

前
記
し
た
ア
ン
ヌ
ー
マ
リ
・
フ
ォ
ル
テ
ィ
エ
『
ル
ネ
ー
シ
ャ
ー
ル
と
ラ
ン
ボ
ー
と
い
う

隠
喩
』
は
、
シ
ャ
ー
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ボ
ー
の
想
起
、
反
響
、
残
響
を
徹
底
し
て
調
べ

上
げ
て
、
シ
ャ
ー
ル
が
詩
人
に
な
る
ま
え
か
ら
に
ラ
ン
ボ
ー
の
深
い
影
響
を
受
け
、
そ

の
後
も
ラ
ン
ボ
ー
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
シ
ュ
ル
レ
リ
ズ
ム
運
動
か
ら
離
れ
た
あ
と
、
以

後
ひ
た
す
ら
ラ
ン
ボ
ー
的
な
詩
人
た
ろ
う
と
努
め
た
痕
跡
を
詳
細
に
跡
づ
け
よ
う
と

し
た
労
作
で
あ
る
。
こ
の
緻
密
な
研
究
に
は
も
ち
ろ
ん
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
々

あ
っ
て
き
わ
め
て
有
益
だ
が
、
も
と
よ
り
ラ
ン
ボ
ー
と
い
う
暗
喩
の
視
点
か
ら
だ
け
で

は
、
シ
ャ
ー
ル
の
詩
業
を
原
理
的
に
解
釈
し
、
評
価
で
き
な
い
こ
と
も
ま
た
自
明
の

理
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ボ
ー
の
想
起
、
反
響
、
残
響
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
以

前
に
も
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル
か
ら
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ス
タ
イ
ン
メ
ッ
ツ

に
い
た
る
論
者
た
ち
も
部
分
的
に
言
及
し
て
い
た
し
1

、
だ
れ
よ
り
も
ま
ず
シ
ャ
ー
ル

自
身
が
様
々
な
と
こ
ろ
で
公
然
と
認
め
て
い
る
。
シ
ャ
ー
ル
に
と
っ
て
ラ
ン
ボ
ー
は
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ト
ス
と
並
ん
で
も
っ
と
も「
偉
大
な
強
制
者
」
だ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
残
し
て

い
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
シ
ャ
ー
ル
の
個
別
の
作

品
に
お
け
る
ラ
ン
ボ
ー
の
具
体
的
な「
影
響
」
に
つ
い
て
彼
女
が
お
こ
な
っ
て
い
る
論
究

を
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
と
く
に
興
味
深
い
こ
と
と
も
、
不

可
欠
な
こ
と
と
も
思
え
な
い
。
必
要
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ

で
は
シ
ャ
ー
ル
自
身
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
シ
ャ
ー
ル
の
ラ
ン
ボ
ー
へ
の
関
わ
り
、
彼
の
ラ
ン

ボ
ー
像
、
さ
ら
に
は
ラ
ン
ボ
ー
神
話
と
い
う
べ
き
も
の
の
特
徴
を
見
る
だ
け
に
と
ど
め

て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
シ
ャ
ー
ル
が
ラ
ン
ボ
ー
の
名
前
を
出
し
た
最
初
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
九
四
七

年
の
「
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
よ
、
き
み
は
よ
く
ぞ
出
発
し
た
！
」（
275

）
と
題
す

る
散
文
詩
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
ん
な
ふ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
よ
、
き
み
は
よ
く
ぞ
出
発
し
た
！　

パ
リ
の
詩
人

た
ち
の
友
情
、
悪
意
、
愚
行
に
も
、
や
や
狂
っ
た
き
み
の
ア
ル
デ
ン
ヌ
の
家
族
の
、

蜜
蜂
の
よ
う
な
不
毛
な
唸
り
声
に
も
反
逆
し
た
十
八
年
を
、
よ
く
ぞ
沖
合
の
風
に

散
ら
し
、
早
め
の
ギ
ロ
チ
ン
の
刃
の
も
と
に
投
げ
出
し
た
も
の
だ
。
獣
た
ち
の
地
獄
、

狡
賢
い
者
た
ち
の
商
売
、
単
純
な
者
た
ち
の
挨
拶
の
た
め
に
、
き
み
が
怠
け
者
た

ち
の
大
通
り
、
小
便
臭
い
詩
想
の
カ
フ
ェ
を
捨
て
た
の
は
正
し
か
っ
た

　
こ
こ
に
は
同
じ
よ
う
に
田
舎
出
身
で
、
厳
格
な
母
親
に
反
逆
し
、
ほ
と
ん
ど
独
学

で
詩
作
を
開
始
し
、
若
く
し
て
パ
リ
の
文
学
運
動
に
加
わ
る
が
や
が
て
決
別
、
実
業
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の
世
界
に
携
わ
っ
た
詩
人
と
し
て
の
共
感
が
み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
シ
ャ
ー
ル
が
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
運
動
に
加
わ
り
、
パ
リ
に
行
っ
た
の
は
二
二
歳
の
時
で
あ
り
、
こ
の
運
動

か
ら
距
離
を
取
り
は
じ
め
た
の
は
二
五
歳
、
故
郷
の
イ
ル
＝
シ
ュ
ル
＝
ソ
ル
グ
の
漆
喰

製
造
工
場
の
責
任
者
に
な
っ
た
の
は
二
九
歳
の
時
で
、「
出
発
」
に
関
し
て
は
ラ
ン
ボ
ー

に
先
ん
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
た
ぶ
ん
に
感
嘆
の
入
り
交
じ
っ
た
共
感
が
語
ら
れ

て
い
る
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
シ
ャ
ー
ル
は
ま
た
二
一
歳
の
と
き
に
処
女
出
版
し
た

詩
集『
心
の
上
の
鐘
』
が
気
に
入
ら
ず
、
そ
の
大
半
を
廃
棄
処
分
に
す
る
と
い
う
少
な

か
ら
ず
「
ラ
ン
ボ
ー
的
」
振
る
舞
い
さ
え
も
経
験
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ボ
ー

的
行
動
に
た
い
す
る
共
感
の
あ
と
、
今
度
は
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
に
た
い
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ

が
つ
づ
く
。

　

肉
体
と
魂
の
あ
の
不
条
理
な
躍
動
、
的
に
到
達
し
て
破
裂
さ
せ
る
あ
の
大
砲
の

砲
弾
、
そ
う
、
そ
れ
こ
そ
が
ひ
と
り
の
男
の
人
生
な
の
だ
。
幼
年
期
を
脱
す
る
と
、

ひ
と
は
際
限
も
な
く
隣
人
の
首
を
絞
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
火
山
が
ほ
と
ん
ど

場
所
を
変
え
な
く
て
も
、
そ
の
溶
岩
は
世
界
の
大
き
な
空
白
を
駆
け
め
ぐ
り
、
傷

の
な
か
で
歌
う
力
を
も
た
ら
す
。

　
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
よ
、
き
み
は
よ
く
ぞ
出
発
し
た
！　

私
た
ち
は
証

拠
も
な
し
に
、
き
み
と
い
っ
し
ょ
の
、
可
能
な
幸
福
を
信
ず
る
少
数
者
だ

　

こ
こ
で「
不
条
理
な
躍
動
」
は
お
そ
ら
く
ラ
ン
ボ
ー
の「
精
霊
」
の
「
わ
れ
わ
れ
の

諸
能
力
の
躍
動
」、
そ
し
て「
肉
体
と
魂
」
は「
別
れ
」
の
「
そ
し
て
ぼ
く
に
は
、
一

つ
の
魂
と
肉
体
の
う
ち
に
真
実
を
所
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
か
ら
来
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
こ
の
ラ
ン
ボ
ー
の「
客
体
的
な
ポ
エ
ジ
ー
」
を
シ
ャ
ー
ル
は「
砲

弾
」
に
喩
え
て
い
る
。
ま
た「
幼
年
期
を
脱
す
る
と
、
ひ
と
は
際
限
も
な
く
隣
人
の

首
を
絞
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
は
、「
も
っ
と
も
単
純
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
的
行
動
と
は
ピ
ス
ト
ル
を
拳
に
街
路
に
降
り
立
ち
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
群
衆

に
向
け
て
で
き
る
だ
け
発
砲
す
る
こ
と
だ
」（「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
第
二
宣
言
」）と
言
っ

て
い
た
ブ
ル
ト
ン
的
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
離
別
の
決
意
を
再
確
認
し
た
も
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て「
火
山
が
ほ
と
ん
ど
場
所
を
変
え
な
く
て
も
」
と
い
う
の
は
、詩
人（
火
山
）

は
人
目
を
そ
ば
だ
た
せ
る
よ
う
な
派
手
な
振
る
舞
い
を
し
な
く
て
も
、そ
の
溶
岩（
詩
）

は
着
実
に
、
戦
争
そ
の
他
の
暴
力
に
傷
つ
い
た
世
界
の
空
白
を
埋
め
、
歌
う
力
を
も
っ

て
い
る
は
ず
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
彼
自
身
が
詩
の
発
表
を

封
印
し
て
い
た
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
闘
士
か
ら
ふ
た
た
び
詩
人
に
も
ど
っ
て
い
た
時
期
に
書

か
れ
た
詩
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
詩
は
ラ
ン
ボ
ー
の
肖
像
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
る

意
味
で
詩
人
と
し
て
再
出
発
し
て
い
た
シ
ャ
ー
ル
の
願
望
を
込
め
た
自
画
像
の
よ
う
な

と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　　
こ
の
四
年
後
の
一
九
五
一
年
に
、
シ
ャ
ー
ル
は
「
一
八
七
一
年
に
」
と
題
す
る
短
い
ラ
ン

ボ
ー
論
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
ラ
ン
ボ
ー
の
肖
像
で
あ
る
が
、
題
名
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
今
度
は
ラ
ン
ボ
ー
を
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
の
勃
発
し
た
年
で
あ
る
一
八
七
一

年
当
時
の
時
代
状
況
に
位
置
づ
け
、
ま
た
そ
の
四
年
後
の
彼
の
文
学
放
棄
の
意
味
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
シ
ャ
ー
ル
は
ま
ず
、「
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
は
一
八
七
一
年
、
死
に
瀕
し
て
い
る

こ
と
も
知
ら
ず
に
、
み
ず
か
ら
を
騙
し
て
い
た
瀕
死
の
世
界
か
ら
突
然
現
れ
た
。
と
い

う
の
も
、
こ
の
世
界
は
あ
く
ま
で
、
み
ず
か
ら
の
黄
昏
を
黄
金
時
代
の
曙
の
色
合
い
で

飾
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
物
質
的
な
進
歩
が
霧
の
よ
う
に
、
ま
た
四
十
年
後

に
西
欧
文
明
の
高
慢
な
塔
の
破
壊
を
目
論
む
こ
と
に
な
る
怪
物
的
な
雄
牛
の
よ
う
に
、

す
で
に
作
用
し
て
い
た
」（
726

）
と
、
科
学
と
技
術
、
進
歩
を
信
じ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
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の
錯
覚
へ
の
反
逆
者
と
し
て
の
ラ
ン
ボ
ー
像
を
提
示
す
る
。
ま
た
シ
ャ
ー
ル
が
、
こ
の

西
欧
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
自
壊
と
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
も
わ

か
る
。
つ
づ
い
て
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、ネ
ル
ヴ
ァ
ル
な
き
あ
と
、ま
だ
ヘル
ダ
ー
リ
ン
も
ニ
ー

チ
ェ
も
登
場
し
て
い
な
い
、
ロ
マ
ン
主
義
以
後
一
変
し
て
し
ま
っ
た
当
時
の
文
学
、
文
化

状
況
を
簡
潔
に
述
べ
て
か
ら
、
ふ
た
た
び
ラ
ン
ボ
ー
に
も
ど
っ
て
そ
の
肖
像
の
残
り
を

こ
う
描
く
。

　
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ィ
ル
の
子
供
は
徒
歩
で
パ
リ
に
向
か
う
。
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
の
同
時
代
人

で
あ
り
、
ま
た
同
様
な
復
讐
を
秘
め
て
、
彼
は
弾
丸
の
よ
う
に
、
詩
と
感
性
の
地

平
を
貫
い
て
穴
を
あ
け
る
。
四
年
間
の
生
存
の
あ
と
、
彼
は
見
、
語
り
、
そ
し
て

消
え
去
る
、
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
ピ
ュ
テ
ィ
ア
の
腕
に
抱
か
れ
て
。
し

か
し
彼
は
言
葉
の
使
用
を
破
棄
し
、
彼
の
天
才
の
竜
巻
と
失
墜
し
た
神
の
放
浪
と

を
交
換
す
る
こ
と
で
、
た
だ
心
的
な
場
を
変
え
る
こ
と
し
か
し
な
い
だ
ろ
う
。
ラ

ン
ボ
ー
に
は
な
に
も
、
お
そ
ら
く
な
に
も
欠
け
て
は
い
な
か
っ
た
、
最
後
の
一
滴
の

唸
る
血
も
、
壮
麗
の
塩
ま
で
も（
727

）

　　

ラ
ン
ボ
ー
の
出
現
と
詩
業
を「
弾
丸
」、
つ
ま
り
破
壊
的
な
刷
新
と
と
ら
え
て
い
る

こ
と
は
さ
き
の
詩
と
同
じ
だ
が
、
さ
ら
に
シ
ャ
ー
ル
が
一
部
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち

か
ら 

「
無
責
任
」、 「
裏
切
り
」「
敗
北
」
と
非
難
さ
れ
た
ラ
ン
ボ
ー
の
文
学
放
棄
を
む
し

ろ
、
四
年
間
で
必
要
も
し
く
は
可
能
な
す
べ
て
を「
見
、
語
り
、
そ
し
て
消
え
去
る
」

天
才
的
な
迅
速
さ
を
讃
え
る
か
た
ち
で
擁
護
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で

私
た
ち
は
、
ラ
ン
ボ
ー
の「
精
霊
」
の
「
お
お
、
彼
の
息
、
彼
の
頭
、
彼
の
疾
走
。
形

態
と
行
動
が
完
成
さ
れ
る
恐
る
べ
き
迅
速
さ
」（
中
地
訳
）
を
思
い
だ
し
て
も
い
い
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
ラ
ン
ボ
ー
擁
護
論
は
お
そ
ら
く
、
そ
の
二
年
ま
え
の
、「
あ
な
た
は

ラ
ン
ボ
ー
の
ど
の
詩
を
好
む
か
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
に
た
い
す
る
シ
ャ
ー
ル
の
答
え
の

な
か
の
、「
ラ
ン
ボ
ー
の
作
品
が
構
成
す
る
全
体
的
な
統
一
性
と
い
う
あ
の
壮
麗
な
顔

か
ら
し
て
、
特
に
な
に
が
好
き
か
な
ど
は
言
え
な
い
」
の
で
あ
り
、「
彼
が
捨
て
よ
う
と

し
て
い
た
理
想
の
城
砦
は
彼
な
し
に
、
私
た
ち
の
た
め
に
、
長
い
あ
い
だ
明
か
り
が
と

も
さ
れ
て
い
た
の
だ
」（
1392

）
と
い
う
言
明
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
要
す

る
に
彼
は
、
ラ
ン
ボ
ー
の
作
品
は
残
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
す
で
に
充
分
す
ぎ
る
く
ら
い

完
璧
で
壮
麗
な
の
で
あ
り
、
そ
の
完
璧
で
壮
麗
な
顔
の
ど
の
部
分
が
好
き
か
な
ど
と

問
う
の
は
愚
問
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
ラ
ン
ボ
ー
の
人
と
作

品
は
シ
ャ
ー
ル
に
と
っ
て
神
聖
に
し
て
不
可
分
な
、
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
な
価
値
と
見
な

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
一
九
五
六
年
の
「
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ

ン
ボ
ー
」
で
は
、「
も
し
私
に
と
っ
て
ラ
ン
ボ
ー
が
な
ん
で
あ
る
か
知
る
な
ら
、
私
の
ま

え
に
あ
る
ポ
エ
ジ
ー
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
私
が
も
は
や
詩
を
書
く

べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（
732

）
と
ま
で
書
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
文
明
の
最
初
の
詩
人
、
シ
ャ
ー
ル
の
ラ
ン
ボ
ー
神
話

　

さ
て
、
こ
の
五
六
年
の
「
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
」
こ
そ
、
シ
ャ
ー
ル
が
ラ
ン

ボ
ー
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
を
集
中
的
に
網
羅
し
、
い
わ
ば
彼
の
ラ
ン
ボ
ー
論
の
集
大

成
で
あ
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
で
八
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
異
例
の
長
さ
の
こ
の
テ
ク
ス
ト

は
、
彼
が
書
い
た
ど
ん
な
作
家
論
、
詩
人
論
よ
り
も
長
い
ば
か
り
で
な
く
、
お
そ
ら

く
彼
の
散
文
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
テ
ク
ス
ト
だ
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
こ
の

テ
ク
ス
ト
は
も
と
も
と
、
彼
が
校
訂
し
翌
年
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
フ
ラ
ン
ス
書

籍
ク
ラ
ブ
の
「
ラ
ン
ボ
ー
作
品
集
」
の
た
め
の
序
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
そ

れ
ぞ
れ
ア
ス
テ
リ
ス
ク
で
区
切
ら
れ
た
七
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
の
テ
ク
ス

ト
を
、
私
た
ち
は
今
後
の
シ
ャ
ー
ル
論
の
展
開
の
た
め
に
や
や
詳
細
に
検
討
し
て
お
く
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必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
冒
頭
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
シ
ャ
ー
ル
は
「
ラ
ン
ボ
ー
に
近
づ
く
ま
え
に
」
と
言
っ
て
、

ラ
ン
ボ
ー
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な
呼
称（
見
者
ラ
ン
ボ
ー
、
不
良
少
年
ラ
ン

ボ
ー
な
ど
）
を
忘
れ
、
た
だ
詩
人
と
し
て
の
ラ
ン
ボ
ー
し
か
考
慮
す
べ
き
で
な
い
と
断

言
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
ポ
エ
ジ
ー
の
決
定
的
で
永
久
に
未
知
の
善
と
は
そ
の
不
死
身

性
に
あ
り
、
こ
の
不
死
身
性
は
じ
つ
に
完
璧
で
強
い
も
の
だ
か
ら
、
日
常
的
な
人
間

で
あ
る
詩
人
自
身
も
事
後
的
に
し
か
そ
の
特
質
の
受
益
者
に
な
ら
ず
、
結
果
的
に
そ

の
無
責
任
な
担
い
手
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
」（
727

）
か
ら
だ
。
ま
た
、
詩
人
に
つ
い
て
の

詳
細
な
伝
記
的
な
研
究
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
詩
人
を
道
徳
的
に
断
罪
す

る
学
者
た
ち
が
い
る
が
、
そ
う
い
う
連
中
は「
職
業
的
に
ポ
エ
ジ
ー
に
接
近
し
た
こ
と

の
な
い
」
者
た
ち
だ
か
ら
、
ま
と
も
に
信
じ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
私

と
は
他
者
で
あ
り
、
ポ
エ
ジ
ー
が
燃
え
、
身
を
置
き
、
詩
人
が
幾
晩
か
身
を
暖
め
た

と
こ
ろ
で
は
、
正
義
の
行
動
は
消
滅
す
る
」（
728

）
も
の
だ
か
ら
だ
。
こ
こ
で
シ
ャ
ー
ル

は
ラ
ン
ボ
ー
の
有
名
な
文
句「
私
は
他
者
で
あ
る
」
と
み
ず
か
ら
の
若
い
と
き
の
詩
集

の
題
名「
正
義
の
行
動
は
消
滅
す
る
」
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
詩
人
と
し
て
の
詩

人
は
社
会
通
念
と
か
一
般
道
徳
を
超
越
し
た
存
在
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト

の
『
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
逆
ら
っ
て
』
以
来
、
作
家
と
作
品
と
を
峻
別
す
べ
き
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
常
識
に
近
く
、
そ
の
意
味
で
は
当
然
な
主
張
で
あ
る
が
、
ア
ン
ヌ
ー
マ
リ
・

フ
ォ
ル
テ
ィ
エ
は
こ
の
考
え
は
ラ
ン
ボ
ー
の
詩「
悪
い
血
」
の
一
節
、「
司
祭
や
教
授
が
た
、

先
生
た
ち
、
ぼ
く
を
裁
判
に
か
け
る
な
ん
て
あ
な
た
た
ち
は
間
違
っ
て
い
ま
す
よ
。
ぼ

く
は
い
ま
だ
か
つ
て
こ
の
国
民
に
属
し
て
い
た
こ
と
な
ど
な
い
。
い
ち
ど
だ
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
徒
だ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
ぼ
く
は
処
刑
の
苦
し
み
の
最
中
に
歌
を
う
た
っ
て
い

た
種
族
の
出
な
ん
だ
。
法
律
な
ん
か
わ
か
ら
な
い
。
道
徳
観
も
持
ち
あ
わ
せ
な
い
。
ぼ

く
は
野
獣
な
ん
だ
、
あ
ん
た
が
た
は
間
違
っ
て
い
ま
す
よ
」（
湯
浅
訳
）
を
参
照
に
し
た

も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
２
が
、
そ
れ
も
充
分
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

シ
ャ
ー
ル
の
勧
め
は
、「
私
た
ち
は
自
由
に
詩
の
力
に
し
た
が
い
、
力
強
く
詩
を
愛
す
る
。

こ
の
二
重
性
こ
そ
が
私
た
ち
に
不
安
、
誇
り
、
そ
し
て
喜
び
を
も
た
ら
す
の
だ
」（
728

）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
い
わ
ば
前
置
き
の
あ
と
、
シ
ャ
ー
ル
は
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
で
今
度
は

ふ
た
た
び
ラ
ン
ボ
ー
の
出
発
と
文
学
放
棄
を
問
題
に
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

一
九
四
九
年
発
表
の
ブ
イ
ヤ
ー
ヌ
・
ド
・
ラ
コ
ス
ト
の
研
究
、
つ
ま
り
ラ
ン
ボ
ー
が
文

学
と
の
決
別
を
告
げ
た
と
言
わ
れ
る『
地
獄
の
一
季
節
』
の
あ
と
に
『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ

ン
』
が
書
か
れ
た
と
す
る
説
の
あ
と
、
研
究
者
、
論
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
活
発
な
論

争
が
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
シ
ャ
ー
ル
は
む
ろ
ん
そ
の
論
争
を
知
り
つ
つ
も
、
ラ
ン
ボ
ー

に
は
そ
ん
な
大
げ
さ
な
最
終
的
決
別
の
意
図
な
ど
な
か
っ
た
と
言
う
。「
私
た
ち
は
あ

え
て
、
決
別
も
、
激
し
い
闘
い
も
、
最
高
の
危
機
の
経
験
も
な
く
、
た
だ
関
係
の
中
断
、

全
体
の
火
と
火
山
口
の
あ
い
だ
の
糧
の
停
止
、
そ
れ
か
ら
磁
気
を
帯
び
、
飾
ら
れ
た
ポ

エ
ジ
ー
の
地
勢
の
鱗
剥
奪
作
用
、 〈
言
葉
〉の
沈
黙
と
変
動
、幻
視
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
フ
ィ

ナ
ー
レ
、
そ
し
て
客
観
的
な
現
実
の
斜
面
に
お
け
る
別
の
も
の
の
出
現
が
あ
っ
た
だ
け

だ
と
信
ず
る
が
、
そ
の
別
の
も
の
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
を
こ
こ
で
決
め
よ
う
と
す
る
の

は
、
た
し
か
に
空
し
く
危
険
な
こ
と
だ
ろ
う
」（
728

）
と
。
こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ー
ル
は
詩

人
の
直
感
の
か
た
ち
で
、
ラ
ン
ボ
ー
の
出
発
を
意
図
的
な
文
学
放
棄
で
は
な
く
、
ラ
ン

ボ
ー
の
意
志
と
は
無
関
係
な
詩
作
の
意
欲
の
一
時
的
な
停
止
、「
蒸
散
」
と
し
て
と
ら

え
、
そ
の「
蒸
散
」
の
理
由
を
推
測
し
て
み
せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
の

考
察
は
し
な
い
。
そ
れ
は
の
ち
に
取
っ
て
お
か
れ
、
あ
と
は
ラ
ン
ボ
ー
の
よ
う
な
極
端

な
人
間
の
行
動
の
場
合
、
通
常
の
尺
度
で
計
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
つ
つ
、
た
だ

彼
が
み
ず
か
ら
の
詩
作
に
背
を
向
け
、
気
が
変
わ
っ
て
別
の
こ
と
を
し
た
く
な
り
、
以
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後
完
全
に
お
の
れ
の
文
学
的
過
去
を
忘
れ
、
そ
れ
に
す
っ
か
り
無
関
心
に
な
っ
て
、
思

い
出
し
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
だ
け
だ
。
と
い
う
の
も
、
ラ
ン
ボ
ー

の
文
学
放
棄
云
々
は
ラ
ン
ボ
ー
自
身
の
問
題
で
は
な
く
、
ラ
ン
ボ
ー
が
死
ん
だ
あ
と
彼

の
運
命
が
文
学
生
活
と
非
文
学
生
活
に
二
分
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
後
世
の
論
者
た

ち
が
勝
手
に
作
り
上
げ
た
問
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
だ
。つ
ま
り
、シ
ャ
ー

ル
は
最
初
に
ラ
ン
ボ
ー
を
社
会
通
念
や
あ
伝
記
研
究
に
も
と
づ
く
道
徳
的
判
断
の
外

に
置
い
た
の
と
同
様
、
こ
こ
で
も
一
旦
ラ
ン
ボ
ー
を
一
般
に
流
布
し
て
い
る
文
学
的
伝

説
、
神
話
か
ら
解
き
放
と
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

 　

第
三
ブ
ロ
ッ
ク
で
シ
ャ
ー
ル
は
い
よ
い
よ
み
ず
か
ら
の
ラ
ン
ボ
ー
観
を
語
る
こ
と
に

な
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
彼
自
身
の
凝
縮
さ
れ
た
詩
論
と
見
な

し
う
る
。

　
ラ
ン
ボ
ー
を
ひ
た
す
ら
ポ
エ
ジ
ー
の
見
地
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
そ
ん
な
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
彼
の
作
品
と
人

生
が
、
そ
の
独
創
性
に
よ
っ
て
で
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
も
な
し
に
、
比
類

の
な
い
首
尾
一
貫
性
を
も
っ
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
作
品
の
一つ
ひ
と
つ
の

動
き
と
彼
の
人
生
の
一つ
ひ
と
つ
の
動
き
が
、
完
璧
と
も
言
え
る
ほ
ど
に
ア
ポ
ロ
ン

と
プ
ル
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
企
て
に
加
わ
る
の
だ
。
そ
の
企
て
と
は
す
な
わ

ち
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
法
則
と
し
て
は
私
た
ち
か
ら
逃
れ

る
が
、
高
貴
な
現
象
と
い
う
名
の
も
と
に
、
ほ
と
ん
ど
親
し
く
私
た
ち
に
つ
き
ま

と
う
啓
示
で
あ
る
。
爾
来
私
た
ち
は
知
ら
さ
れ
て
い
る
、
ポ
エ
ジ
ー
の
そ
と
で
は
、

私
た
ち
の
足
と
そ
の
足
が
押
し
つ
ぶ
す
石
の
あ
い
だ
、
私
た
ち
の
眼
差
し
と
見
渡

さ
れ
た
領
野
の
あ
い
だ
で
、
世
界
は
無
で
あ
り
、
真
の
生
、
動
か
し
が
た
い
巨
人

は
ポ
エ
ジ
ー
の
脇
腹
で
し
か
形
成
さ
れ
な
い
の
だ
と（
730

）

　
シ
ャ
ー
ル
は
こ
こ
で
光
明
と
知
の
神
ア
ポ
ロ
ン
と
冥
界
と
死
者
の
神
プ
ル
ー
ト
ン
に

導
か
れ
る
企
て
と
定
義
さ
れ
る
ポ
エ
ジ
ー
、
そ
の
そ
と
で
は
世
界
は
無
に
な
り
、
真
の

生
が
形
成
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
啓
示
の
法
則
は
と
ら
え
が
た
い
が
、
そ
の
現
存
は
感
じ

ら
れ
る
ポ
エ
ジ
ー
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
ラ
ン
ボ
ー
の
作
品
と
人
生
は
完
璧
な
首
尾
一

貫
性
を
も
つ
の
だ
と
い
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
首
尾
一
貫
性
な
の
か
。
ま
ず

ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
、
ポ
エ
ジ
ー
と
詩
人
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
シ
ャ
ー
ル
の
つ
ぎ
の
言

明
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
人
間
に
は
オ
ル
ガ
ス
ム
に
も
似
た
短
い
稲
妻
に
あ
い
だ
を
除
い
て
、

そ
の
真
の
生
を
勝
手
に
自
由
に
し
、
そ
こ
で
自
分
を
豊
か
に
す
る
主
権
を
も
っ
て

い
な
い
（
あ
る
い
は
も
は
や
も
っ
て
い
な
か
、
ま
だ
も
っ
て
い
な
い
）。
そ
の
稲
妻
の

あ
と
に
つ
づ
く
暗
闇
の
な
か
で
は
、
稲
妻
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
認
識
の
お
か
げ

で
、 〈
時
間
〉
は
み
ず
か
ら
が
分
泌
す
る
恐
る
べ
き
空
白
と
私
た
ち
に
し
か
従
属
せ

ず
、
予
想
さ
れ
る
次
の
極
度
の
ポ
エ
ジ
ー
と
透
視
力
の
状
態
で
し
か
な
い
希
望
＝

予
感
と
の
あ
い
だ
で
、
分
割
さ
れ
、
過
ぎ
去
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
な
か
ば

果
樹
園
、
な
か
ば
砂
漠
と
し
て
私
た
ち
の
た
め
に
な
る（
730

）

　

真
の
生
で
あ
る
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
は「
稲
妻
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
詩
人
は
た

だ
そ
の
強
烈
な
瞬
間
を
受
動
的
に
経
験
す
る
だ
け
だ
。
そ
こ
に
長
く
と
ど
ま
る
こ
と

も
、
み
ず
か
ら
の
意
志
で
そ
の
瞬
間
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
は
「
ア
ポ
ロ
ン
と
プ
ル
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
企
て
」、
つ
ま
り
そ
の
出
現
と
消

滅
が
人
智
を
越
え
る
神
的
な
も
の
の
経
験
な
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
最
初
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の
ブ
ロ
ッ
ク
で
、「
ポ
エ
ジ
ー
の
不
死
身
性
は
じ
つ
に
完
璧
で
強
い
も
の
だ
か
ら
、
日
常

的
な
人
間
で
あ
る
詩
人
自
身
も
事
後
的
に
し
か
そ
の
特
質
の
受
益
者
に
な
ら
ず
、
結

果
的
に
そ
の
無
責
任
な
担
い
手
で
し
か
な
か
っ
た
」
と
言
い
、
ま
た
こ
の
直
前
に「
ポ
エ

ジ
ー
の
啓
示
は
法
則
と
し
て
は
私
た
ち
か
ら
逃
れ
る
」
と
言
っ
て
い
た
事
態
の
再
確
認

だ
が
、
シ
ャ
ー
ル
の
読
者
に
と
っ
て
こ
の
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
と
い
う
現
象
が「
稲
妻
」
に

喩
え
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
私
た
ち
も
す
で
に
シ
ャ
ー

ル
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
倣
っ
て
、「
私
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一の
主
人
と
は
、
あ
る
と

き
に
は
私
た
ち
を
照
ら
し
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
両
断
す
る
稲
妻
だ
」（
381

）
と
言
っ
て

い
た
の
を
見
た
し
、ま
た
「
マ
ル
チ
ン・ハ
イ
デ
ガ
ー
の
質
問
へ
の
問
い
の
か
た
ち
の
答
え
」

で
も
、「
稲
妻
は
雷
鳴
に
先
立
ち
、
そ
の
劇
場
を
上
か
ら
下
ま
で
照
ら
し
、
そ
れ
に
瞬

時
の
価
値
を
あ
た
え
る
」（
745

）
と
言
わ
れ
て
い
た
。

　
さ
て
、ふ
た
た
び
シ
ャ
ー
ル
の
ラ
ン
ボ
ー
論
に
も
ど
ろ
う
。
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
と
い
う

「
稲
妻
」
に
撃
た
れ
た
人
間
は
、
そ
の
後
も
そ
の
強
烈
な
瞬
間
を
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ

ら
れ
ず
、「
暗
闇
」
の
な
か
で
つ
ぎ
の「
稲
妻
」
ま
で
の「
希
望
＝
予
感
」
を
生
き
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
あ
い
だ
に
過
ぎ
去
る
時
間
は
収
穫
の
時
間（
果
樹
園
）
に
な
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
ま
っ
た
く
不
毛
の
時
間（
砂
漠
）
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
彼
は
言

う
。
そ
し
て
ラ
ン
ボ
ー
も
ま
た
当
然
こ
の
よ
う
な「
稲
妻
」
の
瞬
間
と「
希
望
＝
予
感
」

の
時
間
を
経
験
し
た
は
ず
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
一
時
中
断
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
ラ

ン
ボ
ー
の
出
発
、「
文
学
放
棄
」
を
も
う
一
度
こ
の
「
ひ
た
す
ら
ポ
エ
ジ
ー
の
見
地
」
か

ら
こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
。

　

ラ
ン
ボ
ー
は
み
ず
か
ら
発
見
し
た
も
の
を
恐
れ
る
。
彼
の
劇
場
で
演
じ
ら
れ
る

芝
居
は
彼
を
怯
え
さ
せ
、
ま
た
幻
惑
す
る
。
彼
は
前
代
未
聞
の
も
の
が
現
実
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
彼
の
視
像
に
よ
っ
て
晒
さ
れ
る
危
険
も
ま
た
現
実
で
あ
り
、
彼

の
滅
亡
の
た
め
に
が
っ
し
り
と
結
集
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
詩
人

は
策
略
を
も
ち
い
て
、
そ
の
攻
撃
的
な
現
実
を
想
像
的
な
空
間
に
、
伝
説
的
、
聖

書
的
な
オ
リ
エ
ン
ト
の
特
徴
を
帯
び
、
そ
こ
で
は
彼
の
途
方
も
な
い
死
の
本
能
が

弱
ま
り
、
小
さ
く
な
る
よ
う
な
空
間
に
移
し
変
え
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
や

れ
や
れ
だ
！　

策
略
は
空
し
く
、
恐
怖
が
正
当
化
さ
れ
、
危
険
が
ま
さ
に
現
実
な

の
だ
。
彼
が
追
求
し
、
懸
念
し
て
い
る〈
出
会
い
〉、
い
ま
や
そ
れ
が
出
現
し
す
る
、

ふ
た
つ
の
先
端
で〈
彼
の
魂
と
彼
の
肉
体
〉
を
差
し
貫
く
二
重
の
角
と
し
て（
730

）

　
こ
こ
で
シ
ャ
ー
ル
が
ラ
ン
ボ
ー
の「
発
見
」
と
し
て
描
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
う
え
な

く
強
烈
な
、ほ
と
ん
ど
極
限
的
と
も
言
え
る「
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
」
の
こ
と
だ
が
、フ
ォ

ル
テ
ィ
エ
は
シ
ャ
ー
ル
が
ラ
ン
ボ
ー
の「
恐
れ
」「
怯
え
」「
幻
惑
」「
危
惧
」
と
し
て
語
っ
て

い
る
こ
と
は
、「
見
者
の
手
紙
」
の「
彼
は
未
知
な
る
も
の
に
達
し
、
そ
し
て
彼
が
、
狂

乱
し
、
つ
い
に
自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
像
に
つ
い
て
の
知
的
理
解
を
失
っ
て
し
ま
う
と

き
、
彼
は
そ
れ
ら
の
視
像
を
た
し
か
に
見
た
の
で
す
！　

前
代
未
聞
の
名
づ
け
よ
う
の

な
い
事
象
を
通
じ
た
、
彼
の
そ
ん
な
跳
躍
の
な
か
で
、
も
し
彼
の
身
が
破
裂
し
て
し
ま

う
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
」（
湯
浅
訳
）
を
文
字
通
り
に
信
じ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
身
の
破
裂
の
危
険
を
ま
え
に
一
時
的
に「
詩
人
は
策

略
を
も
ち
い
て
、
そ
の
攻
撃
的
な
現
実
を
想
像
的
な
空
間
に
・
・
・
移
し
変
え
よ
う

と
す
る
」
が
空
し
か
っ
た
と
い
う
箇
所
は
、「
錯
乱
II̶

言
葉
の
錬
金
術
」
の
「
そ
し
て

ぼ
く
の
弱
さ
は
危
険
の
道
を
通
っ
て
ぼ
く
を
導
い
て
い
っ
た
の
だ
、
影
と
旋
風
の
国
キ

ン
メ
リ
ア
の
境
界
、
こ
の
世
の
果
て
へ
と
。
／
ぼ
く
は
旅
を
し
て
、
こ
の
脳
髄
の
う
え

に
集
め
ら
れ
た
呪
縛
を
紛
ら
せ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」（
湯
浅
訳
）
を
ふ
ま
え

た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
3

。

　
お
そ
ら
く
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
シ
ャ
ー
ル
は
た
ん
に
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
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的
体
験
の
解
説
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
み
ず
か
ら
も
身
に
覚
え
が
あ
る

「
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
」、
す
な
わ
ち
あ
の「
稲
妻
」
の
経
験
│
シ
ャ
ー
ル
自
身
の「
稲
妻
」

の
経
験
に
つ
い
て
し
か
る
べ
き
場
所
で
く
わ
し
く
述
べ
る
│
を
ラ
ン
ボ
ー
に
当
て
は
め
て

い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
「
ひ
た
す
ら
ポ
エ
ジ
ー
の
見
地
」

か
ら
、ラ
ン
ボ
ー
の「
稲
妻
」
の
瞬
間
と
そ
の
あ
と
の
、 「
果
樹
園
」
と
も
な
れ
ば「
砂
漠
」

と
も
な
る「
希
望
＝
予
感
」
の
時
間
と
ラ
ン
ボ
ー
の
出
発
、「
文
学
放
棄
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
彼
な
り
に
考
え
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
シ
ャ
ー
ル
は
あ
え
て
明
言

こ
そ
避
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
私
た
ち
は
さ
き
に
彼
が
ラ
ン
ボ
ー
に
お
け
る「
関
係
の
中

断
」「
全
体
の
火
と
火
山
口
の
あ
い
だ
の
糧
の
停
止
」「 〈
言
葉
〉
の
沈
黙
と
変
動
」
に
つ

い
て
語
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
ラ
ン
ボ
ー
の
出
発
と
、「
文
学

放
棄
」
は
ま
さ
に
強
烈
こ
の
う
え
な
い「
稲
妻
」
の
あ
と
の
、
長
引
い
た「
希
望
＝
予

感
」
の
時
間
、「
果
樹
園
」
で
は
な
く「
砂
漠
」
と
し
て
長
引
い
た
時
間
と
し
て
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
シ
ャ
ー
ル
は
ラ
ン
ボ
ー
の
運
命
を
ひ
た
す
ら「
ア

ポ
ロ
ン
と
プ
ル
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
企
て
」、
そ
の
出
現
と
消
滅
が
人
智
を
越
え

る
神
的
な「
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
」
の
間
歇
性
に
よ
っ
て
諒
解
す
べ
き
だ
と
暗
示
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　
ラ
ン
ボ
ー
は「
見
者
の
手
紙
」
の
な
か
で「
前
代
未
聞
の
名
づ
け
よ
う
の
な
い
事
象
を

通
じ
た
、
彼
の
そ
ん
な
跳
躍
の
な
か
で
、
も
し
彼
の
身
が
破
裂
し
て
し
ま
う
な
ら
、
そ

れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
」
の
あ
と
、「他
の
恐
る
べ
き
労
働
者
た
ち
が
、後
に
続
い
て
や
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
他
の
者
た
ち
が
倒
れ
た
地
平
線
か
ら
開
始
す
る
で
し
ょ

う
」
と
書
い
て
い
た
。
第
四
ブ
ロ
ッ
ク
以
後
の
シ
ャ
ー
ル
は
、「
後
に
続
く
恐
る
べ
き
労

働
者
」
の
ひ
と
り
と
し
て
、ラ
ン
ボ
ー
が「 〈
彼
の
魂
と
彼
の
肉
体
〉
を
差
し
貫
か
れ
て
」

倒
れ
た「
地
平
線
」
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
。

　

ま
ず
彼
は
、
ラ
ン
ボ
ー
に
は
フ
ラ
ン
ス
詩
、
と
く
に
一
九
世
紀
後
半
の
詩
に
は
珍
し

く「
自
然
」
が
支
配
的
な
場
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
た
だ「
自
然
」

と
言
っ
て
も
静
的
な
、
た
と
え
ば
自
然
美
と
い
っ
た
か
た
ち
で
通
俗
的
に
評
価
さ
れ
る

よ
う
な「
自
然
」
で
は
な
く
、
ラ
ン
ボ
ー
の
そ
れ
は「
詩
の
流
れ
と
結
び
つ
き
、
物
質
、

輝
か
し
い
基
盤
、
創
造
的
な
力
、
霊
感
を
受
け
た
、
あ
る
い
は
悲
観
的
な
足
取
り
の

支
え
、
恩
寵
と
し
て
詩
に
介
入
す
る
」
自
然
で
あ
り
、「
じ
っ
と
し
て
い
る
の
が
見
か

け
ら
れ
た
か
と
思
う
と
た
ち
ま
ち
地
震
に
揺
す
ぶ
ら
れ
る
」（
731

）
き
わ
め
て
動
的
な
自

然
で
あ
る
と
シ
ャ
ー
ル
は
断
る
。
と
こ
ろ
で
湯
浅
博
雄
は
、
ラ
ン
ボ
ー
的
な「
見
者
」

の
試
み
を
解
釈
す
る
の
に
、
し
ば
し
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
ピ
ュ
シ
ス（
自
然
）」
と
い
う

考
え
方
、
す
な
わ
ち「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
に
お
け
る
〈
ピ
ュ
シ
ス
〉
と
は
、
動
性
そ
の

も
の
で
あ
り
、
力
学
的
運
動
と
か
空
間
的
移
動
だ
け
で
は
な
く〈
生
成
〉
と
し
て
の
動

き
も
含
ん
だ
動
き
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
ピ
ュ
シ
ス
か
ら
発
す
る
も
の
は
す

べ
て
運
動
状
態
で
あ
り
、
だ
か
ら
絶
え
ま
な
い
運
動
と
し
て
同
時
に
休
止
状
態
で
も
あ

る
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ラ
ン
ボ
ー
の
場
合
も
そ
ん
な
〈
ピ
ュ
シ
ス
〉
の
動
性
に
深

く
結
ば
れ
、「
一
切
を
創
造
し
、
強
烈
な
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賦
与
す
る
生
成
の
動
き

そ
れ
自
体
と
あ
た
う
限
り
直
接
的
な
関
係
を
追
求
す
る
」
試
み
と
し
て
理
解
し
て
い

る
4

。

　
シ
ャ
ー
ル
が
ラ
ン
ボ
ー
の 「
自
然
」と
言
う
と
き
、は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー

的
な「
自
然
（
ピ
ュ
シ
ス
）」
の
考
え
方
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
証
し

が
た
い
が
、そ
う
い
う
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
シ
ャ
ー

ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
出
会
い
、
ボ
ー
フ
レ
を
介
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
作
品
に
親
し
ん
で
い

た
。
ま
た
私
た
ち
も
す
で
に
、の
ち
の
シ
ャ
ー
ル
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ

て
、
自
然
（
ピ
ュ
シ
ス
）
と
の
関
係
の
根
本
的
な
特
徴
と
は
つ
ね
に
、
自
然
を
そ
の
壮

麗
さ
の
充
満
の
も
と
に
明
け
開
か
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
」
と
い
う
指
摘
に
直
ち
に
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賛
意
を
表
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
シ
ャ
ー
ル
が
、以
上
の
よ
う
に
ラ
ン
ボ
ー

の
動
的
な
自
然
を
語
っ
た
あ
と
、
中
世
以
来
の
西
洋
の
自
然
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
と
く

に
十
九
世
紀
以
後「
道
具
」
す
な
わ
ち
技
術
の「
野
心
」
に
晒
さ
れ
て
ゆ
き
、「
だ
ん
だ

ん
数
多
く
の
人
間
た
ち
に
包
囲
さ
れ
、
穴
を
開
け
ら
れ
、
禿
げ
あ
が
ら
さ
れ
、
ひ
っ

く
り
返
さ
れ
、
細
分
さ
れ
、
鞭
打
た
れ
、
卑
劣
に
さ
れ
た
自
然
と
そ
の
貴
重
な
森
林

は
、
恥
ず
べ
き
農
奴
の
身
分
に
貶
め
ら
れ
、
み
ず
か
ら
の
財
産
の
恐
る
べ
き
減
少
を
感

じ
て
い
る
。
詩
人
の
声
に
よ
ら
ず
し
て
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
自
然
は
反
逆
し
え
よ
う

か
」（
731

）
と
怒
り
も
露
わ
に
言
い
つ
の
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
ラ
ン
ボ
ー
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
憂
慮
と
近
代
・
技
術
批
判
に
近
い
連
想
だ
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
の
第
五
ブ
ロ
ッ
ク
の
シ
ャ
ー
ル
は
、
詩
人
ラ
ン
ボ
ー
を
今
度
は
西
欧
の
文
明
史
の

な
か
で
考
察
し
て
、
ラ
ン
ボ
ー
以
前
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
・
ラ
・

ト
ゥ
ー
ル
は
私
た
ち
の
住
む
べ
き〈
家
〉
は「
息
吹
と
瞑
想
の
た
め
の
住
処
」
だ
と
教
え

て
く
れ
て
い
た
が
、
ラ
ン
ボ
ー
と
と
も
に「
ポ
エ
ジ
ー
は
一
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と

を
や
め
る
」
と
述
べ
る
。
と
い
う
の
も
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
も
っ

と
も
人
間
的
な
天
才
だ
っ
た
」
が
、「
ラ
ン
ボ
ー
は
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
文
明
の
最

初
の
詩
人
で
あ
る
」
か
ら
だ
。
こ
こ
で
、「
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
文
明
」
と
は
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
と
の
対
比
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
む
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
不
在
を
引
き

受
け
る
文
明
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
ラ
ン
ボ
ー
は
た
だ
の
詩
人
で
は

な
く
、
神
な
き
新
し
い
文
明
の
予
言
者
に
し
て
体
現
者
だ
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
こ

の
「
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
文
明
」
は
当
然
、
行
動
に
先
立
つ
、
あ
る
い
は
行
動
と
一

体
と
な
る
ポ
エ
ジ
ー
を
出
発
点
に
定
め
る
文
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

ポ
エ
ジ
ー
の
そ
と
で
は「
世
界
は
無
」
で
あ
り
、「
真
の
生
」
は「
ポ
エ
ジ
ー
の
脇
腹
で
し

か
形
成
さ
れ
な
い
」
の
だ
か
ら
。
私
た
ち
は
す
で
に
、
シ
ャ
ー
ル
が
こ
こ
で
も
ち
い
て
い

る「
文
明
」
と
い
う
言
葉
が
、
詩
人
は
あ
る
時
代
の
端
緒
か
終
焉
の
と
き
に
姿
を
現
す

の
で
あ
り
、
芸
術
は
自
然
か
ら
文
明
へ
の
、
そ
し
て
文
明
か
ら
自
然
へ
の
変
わ
り
目
に

な
る
と
い
う
ヘル
ダ
ー
リ
ン
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
神
々
が
逃
げ
去
り
、
ま
だ
新
し
い

神
が
到
来
し
て
い
な
い「
乏
し
い
時
代
」
の
典
型
的
な
詩
人
ヘル
ダ
ー
リ
ン
│
の
有
名
な

文
句
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
あ
と
シ
ャ
ー
ル
が
ど

の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
か
も
す
で
に
部
分
的
に
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
こ

う
い
う
こ
と
に
な
る
。「
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
を
も
じ
っ
て
言
え
ば
、
こ
こ
に
あ
る

の
は
現
在
に
お
い
て
贖
わ
れ
、
未
来
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
お
の
れ
以
外
に
ど

ん
な
権
威
も
も
た
な
い
全
体
性
の
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
私
に
と
っ
て
ラ
ン
ボ
ー

が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
る
な
ら
、
私
の
ま
え
に
あ
る
ポ
エ
ジ
ー
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知

る
こ
と
に
な
り
、
私
が
も
は
や
詩
を
書
く
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（
732

）。

す
な
わ
ち
シ
ャ
ー
ル
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
、ラ
ン
ボ
ー
の「
後
に
続
く
恐
る
べ
き
労
働
者
」

の
ひ
と
り
と
し
て
、お
そ
ら
く
は
彼
自
身
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
な 

「
始
ま
り
の
言
葉
」

「
始
源
の
言
語
」
に
つ
い
て
、
か
つ
て
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
「
み
ず
か
ら
に
先
立
ち
、
み
ず
か

ら
の
前
方
に
し
か
お
の
れ
の
意
味
と
正
当
性
が
な
く
、
つ
ま
り
は
本
質
的
に
正
当
化

さ
れ
な
い
未
来
の
言
語
」
と
評
さ
れ
て
い
た
の
を
想
起
し
つ
つ
、 「   〈
彼
の
魂
と
彼
の
肉

体
〉
を
差
し
貫
か
れ
て
」
倒
れ
た
ラ
ン
ボ
ー
の「
地
平
線
」
に
到
達
し
、
そ
の
先
に
進

も
う
と
決
意
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

第
六
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
シ
ャ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
に
や
っ
と
到
達
し
た
ラ
ン
ボ
ー
の「
地

平
線
」
か
ら
見
え
る
も
の
を
語
る
。
こ
れ
は
一
部
「
一
八
七
一
年
に
」
で
す
で
に
語
っ
て

い
た「
死
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
、
み
ず
か
ら
を
騙
し
て
い
た
瀕
死
の
」
西

欧
文
明
に
放
た
れ
た
詩
人
の「
弾
丸
」
の
強
烈
さ
と
射
程
を
述
べ
る
も
の
だ
が
、
し
か
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し
今
度
は
そ
れ
を
「
み
ず
か
ら
の
黄
昏
を
黄
金
時
代
の
曙
の
色
合
い
で
飾
ろ
う
と
し
て

い
た
」
一
九
世
紀
後
半
で
は
な
く
、「
ぎ
っ
し
り
詰
ま
り
、
自
己
満
足
し
、
野
蛮
に
な
っ

た
あ
と
無
力
に
な
り
、
は
て
は
保
存
本
能
と
美
へ
の
欲
望
ま
で
も
喪
失
し
た
」
二
〇

世
紀
後
半
、
あ
る
い
は
彼
に
と
っ
て
の
現
代
の
問
題
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
ン
ボ
ー
が
考
案
し
た
詩
的
な
道
具
が
は
た
し
て
西
欧
の「
喪
失
し

た
諸
力
」
を
回
復
す
る「
最
後
の
機
会
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
が
、
す
ぐ

に
「
そ
の
よ
う
な
回
帰
の
期
待
は
西
欧
文
化
の
最
悪
の
倒
錯
で
あ
り
、
も
っ
と
も
狂
っ

た
逸
脱
で
あ
る
。
源
泉
に
遡
っ
て
再
生
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ひ
と
は
た
だ
麻
痺
状

態
を
深
刻
化
し
、
み
ず
か
ら
の
転
落
を
早
め
、
馬
鹿
馬
鹿
し
く
み
ず
か
ら
の
血
を
罰

す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
ラ
ン
ボ
ー
は
そ
の
よ
う
な
誘
惑
を
感
じ
、
退
け
て
い
た
。

〈
絶
対
に
近
代
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
得
ら
れ
た
地
歩
を
守
る
こ
と
〉」（
732

）
と
過
去

へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
や
回
帰
の
誘
惑
を
断
罪
す
る
。

　
こ
こ
で
シ
ャ
ー
ル
は
ラ
ン
ボ
ー
の「
別
れ
」
に
あ
る
有
名
な
文
句「
絶
対
に
近
代
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
頌
歌
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
。
得
ら
れ
た
地
歩
を
守
る
こ
と
」（
湯

浅
訳
）
の「
頌
歌
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
」
を
あ
え
て
省
略
し
て
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
不
在
を
積
極
的
に
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
み
な

ら
ず
、ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
な 「
始
ま
り
の
言
葉
」 「
始
源
の
言
葉
」へ
の
回
帰
を
も
ま
た

「
最
悪
の
倒
錯
」「
狂
っ
た
逸
脱
」
だ
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
そ
う
だ
。
と

い
う
の
も
、
こ
こ
で
私
は
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
が
何
度
も
「
シ
ャ
ー
ル
に
と
っ
て
永
遠

の
回
帰
と
は
す
な
わ
ち
永
遠
の
出
発
の
こ
と
だ
」
と
強
調
し
て
い
る
の
を
思
い
出
す
か

ら
で
、
お
そ
ら
く
シ
ャ
ー
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
も
と
よ
り
、
一
般
に「
回
帰
」
へ
の

誘
惑
そ
の
も
の
を
断
罪
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
に
と
っ
て
は
、「
証
拠
の

崩
壊
の
た
び
に
、
詩
人
は
未
来
の
祝
砲
で
応
え
る
」（
167

）
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

つ
づ
い
て
彼
が
述
べ
る
の
は
源
泉
へ
の「
回
帰
」
で
は
な
く
、「
得
ら
れ
た
地
歩
」、
す
な

わ
ち
現
代
か
ら
の「
出
発
」
へ
の「
期
待
」
な
の
で
あ
る
。

　

近
代
詩
に
は
、
た
だ
囲
み
だ
け
が
暗
い
に
す
ぎ
な
い
奥
の
国
が
あ
る
。
気
ま
ぐ

れ
に
私
た
ち
に
身
を
任
せ
、
そ
し
て
自
分
を
取
り
戻
す
あ
の
浮
氷
の
う
え
で
は
、

ど
ん
な
旗
も
長
く
漂
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
浮
氷
は
稲
妻
と
そ
の
未
使
用

の
資
源
を
私
た
ち
の
眼
に
指
し
示
す
の
だ
。
あ
る
者
た
ち
は
〈
そ
れ
で
は
少
な
す

ぎ
る
！　
そ
も
そ
も
そ
の
下
で
な
に
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
、
ど
う
し
て
見
分
け
る

の
か
〉
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
や
か
ま
し
い
詮
索
を
す
る
者
た
ち
は
、
は

た
し
て
二
万
年
ま
え
に
火
打
ち
石
を
切
っ
て
作
る
こ
と
な
ど
思
っ
て
も
見
た
だ
ろ

う
か
？（
733

）

　
こ
こ
で
気
ま
ぐ
れ
な「
浮
氷
」
と
は
ポ
エ
ジ
ー
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
シ
ャ
ー

ル
は
ラ
ン
ボ
ー
の「
後
に
続
く
恐
る
べ
き
労
働
者
」
の
ひ
と
り
と
し
て
、
た
と
え
ど
ん

な
に
寄
る
辺
な
く
さ
さ
や
か
な
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
ポ
エ
ジ
ー
を
始
源
の

火
と
す
る
新
し
い
文
明
の
到
来
を
あ
え
て
信
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

か
つ
て
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
も
言
っ
た
よ
う
に
、「
期
待
し
な
け
れ
ば
、
期
待
し
が
た
い
も

の
も
の
も
ま
た
見
い
だ
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
」（
断
片
一
九
）
か
ら
。
ま
た
、
彼
自
身
レ
ジ

ス
タ
ン
ス
の
経
験
か
ら
学
ん
だ
よ
う
に
、「
私
た
ち
の
遺
産
は
ど
ん
な
遺
言
に
も
先
立
た

れ
て
い
な
い
」（
190

）
の
で
あ
り
、「
現
実
は
と
き
に
期
待
を
癒
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
ら

ゆ
る
予
期
に
反
し
て
、
期
待
が
存
続
す
る
の
だ
」（
382

） 

だ
か
ら
。

　

最
後
の
第
七
ブ
ロ
ッ
ク
で
シ
ャ
ー
ル
は
、
ふ
た
た
び
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
の
特
質
に
触
れ

て
、
彼
の
「
天
才
的
な
迅
速
さ
」
の
意
味
合
い
を
再
考
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン

ボ
ー
は
黄
金
時
代
を
過
去
に
置
い
た
り
未
来
に
置
い
た
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
か
た
ち
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で
語
っ
た
り
欲
望
の
か
た
ち
で
語
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
そ
の
別
の
時
代
を

た
だ
ち
に
打
ち
倒
し
、「
あ
ら
ゆ
る
出
発
の
自
然
な
港
」
で
あ
る
現
在
に
も
ど
る
た
め

で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の「
超
高
速
な
弁
証
法
の
動
き
」
は
完
璧
で
正
確
に
調

節
さ
れ
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
思
わ
ず
そ
れ
に
同
意
し
つ
つ
、
引
き
ず
ら
れ
、
従
わ

ざ
る
を
え
な
い
と
言
っ
た
あ
と
、「
ラ
ン
ボ
ー
に
あ
っ
て
は
、
発
語(diction)

が
反
論

(contradiction)

に
先
立
つ
さ
い
に
一つ
の
別
れ
が
あ
る
。
彼
の
発
見
、
彼
の
火
災
を

お
こ
す
よ
う
な
画
期
性
と
は
、
彼
の
迅
速
さ
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
の
性
急
さ
、
そ
の

広
が
り
は
彼
以
前
に
お
よ
そ
人
間
の
言
葉
が
達
し
た
こ
と
も
占
め
た
こ
と
も
な
い
表

面
と
重
な
り
、
覆
う
」（
733

）
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
ン
ボ
ー
の
多
く
の
読
者
も
実

感
す
る
特
質
だ
ろ
う（
私
は
シ
ャ
ー
ル
に
も
同
じ
こ
と
を
感
じ
る
が
）。
ま
た
、
す
で
に

シ
ャ
ー
ル
は
「
一
八
七
一
年
に
」
で
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
た
。
問
題
は
そ
の
あ
と
に

つ
づ
く
こ
の
文
章
で
あ
る
。

　

ポ
エ
ジ
ー
に
お
い
て
は
、
ひ
と
は
立
ち
去
る
場
所
に
し
か
住
ま
わ
ず
、
そ
こ
か
ら

離
脱
す
る
作
品
し
か
創
ら
ず
、
時
間
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
持
続
を
獲

得
し
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
が
決
別
、
離
脱
、
そ
し
て
否
定
に
よ
っ
て
な
に
か
を

獲
得
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
他
人
の
た
め
に
獲
得
す
る
の
だ
。
牢
獄
は
た
ち

ま
ち
逃
亡
者
を
閉
じ
こ
め
る
。
自
由
の
提
供
者
は
他
者
た
ち
の
な
か
で
し
か
自
由

で
な
い
。
詩
人
は
他
者
た
ち
の
自
由
し
か
享
受
し
な
い
の
だ（
733

）

　
ア
ン
ヌ
ー
マ
リ
・
フ
ォ
ル
テ
ィ
エ
は「
牢
獄
は
た
ち
ま
ち
逃
亡
者
を
閉
じ
こ
め
る
」
と

い
う
言
い
回
し
は
、
ラ
ン
ボ
ー
の
詩「
悪
い
血
」
の
「
ま
だ
、
ほ
ん
の
子
供
だ
っ
た
頃
、

ぼ
く
は
賛
嘆
の
眼
で
見
つ
め
た
も
の
だ
、
い
つ
も
徒
刑
場
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
囚

人
を
」
と
い
う
詩
句
の
借
用
で
あ
り
、
シ
ャ
ー
ル
は
こ
こ
で
そ
の
負
債
を
源
泉
に
返
し

て
や
る
こ
と
で
、
ラ
ン
ボ
ー
の
遺
産
を
み
ず
か
ら
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て

い
る
5

。
だ
が
、
詩
人
＝
囚
人
の
暗
喩
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
の
絵「
囚

人
」
の
う
ち
に
シ
ャ
ー
ル
が
読
み
と
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
シ
ャ
ー
ル
の
多
く
の

読
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
考
え
だ
し
、
ま
た「
自
由
の
提
供
者
」
と
い
う
言
い
回
し
は

シ
ャ
ー
ル
の
詩「
水
晶
の
穂
が
草
む
ら
で
透
明
な
収
穫
物
を
つ
ま
ぐ
る
」（
141

）
で
二
度
つ

か
わ
れ
、「
軽
や
か
に
な
り
、
す
こ
し
ず
つ
旅
の
大
き
な
空
間
を
広
げ
る
部
屋
の
中
で
、

自
由
の
提
供
者
は
消
え
去
り
、
も
う
一
度
別
の
誕
生
と
一
体
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
」

と
あ
る
の
と
同
じ
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
ラ
ン
ボ
ー
に
も
同
じ
よ
う
な
考

え
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
作
っ
た
ら
す
ぐ
に

作
品
か
ら
立
ち
去
り
，
他
者
た
ち
の
自
由
し
か
享
受
し
な
い
詩
人
と
い
う
考
え
は
す
ぐ

れ
て
シ
ャ
ー
ル
的
な
詩
人
観
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ー
ル
は
、
ラ
ン
ボ
ー
の

詩
の
特
質
に
ふ
れ
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
詩
論
を
展
開
し
た
あ
と
、
ラ
ン
ボ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ

や
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
と
同
じ
く
、
私
た
ち
に
す
べ
て
を
要
求
し
て
か
ら
最
後
の
本
質
的

な
要
求
と
し
て
、
み
ず
か
ら
を「
送
り
返
す
」、
す
な
わ
ち
今
度
は
彼
の
読
者
が「
自
由

を
享
受
す
る
」
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が「
出
発
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
言
い
、「
な

に
に
も
満
足
し
な
か
っ
た
彼
、
そ
ん
な
彼
に
ど
う
し
て
私
た
ち
は
満
足
で
き
よ
う
か
」

と
述
べ
て
、
み
ず
か
ら
も
ラ
ン
ボ
ー
と
一
旦
別
れ
る
準
備
を
し
つ
つ
論
を
終
え
て
い
る
。

　
以
上
か
な
り
詳
細
に
シ
ャ
ー
ル
自
身
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
シ
ャ
ー
ル
の
ラ
ン
ボ
ー
へ
の
関

わ
り
、
彼
の
ラ
ン
ボ
ー
像
を
見
て
き
て
、
最
後
に
は
「
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
文
明
の

最
初
の
詩
人
」
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
シ
ャ
ー
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ボ
ー
神
話
と
も
言
う
べ

き
も
の
に
さ
え
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
、
な
ぜ
シ
ャ
ー

ル
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
話
で
ラ
ン
ボ
ー
が
あ
れ
ほ
ど
特
権
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
出
会
い
と
友
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情
の
時
期
が
た
ま
た
ま
シ
ャ
ー
ル
が
集
中
的
に
ラ
ン
ボ
ー
と
対
話
し
て
い
た
時
期
と
重

な
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
シ
ャ
ー
ル
の
詩
人
と
し
て
の
自
己
意

識
の
中
核
に
、
ポ
エ
ジ
ー
を
始
源
の
火
と
す
る
「
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
文
明
の
最
初

の
詩
人
」
と
し
て
の
ラ
ン
ボ
ー
が
い
た
か
ら
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
一
九
六
〇̶

七

〇
年
代
彼
は
、
ひ
た
す
ら
そ
の
「
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
文
明
」
の
祈
願
の
た
め
に
詩

作
を
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
本
論
は
筆
者
が『
激
情
と
神
秘
│
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
詩
作
と
思
索
』
と
題
す
る
こ
と
に
な
る

著
書
の
た
め
に
現
在
書
き
進
め
て
い
る
原
稿
の
一
部
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
訳
は
す

べ
て
拙
訳
で
あ
る
。
ま
た
文
中
で
の
シ
ャ
ー
ル
の
引
用
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
シ
ャ
ー
ル
全
集（
増

補
版
、
二
〇
〇
一
年
、
ガ
リ
マ
ー
ル
社
）
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
該
当
箇
所
の
頁
は
ポ
イ
ン
ト

を
さ
げ
て
明
示
し
た
）。
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■　
一
本
の
映
画
か
ら

　
み
ず
か
ら
タ
ブ
ー
を
語
る
。
い
や
、
正
確
に
言
え
ば
、
時
機
を
見
逃
さ
ず
に
タ
ブ
ー

と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
て
公
に
開
く
こ
と
で
、
台
湾
映
画
は
世
界
に
迎
え

入
れ
ら
れ
た
と
言
え
る
。
本
国
台
湾
で
完
全
な
形
で
公
開
さ
れ
る
か
ど
う
か
さ
え
も

危
惧
さ
れ
、
フ
ィ
ル
ム
の
完
成
は
海
外
の
地
で
そ
の
作
業
を
終
え
る
と
い
う 

「
悲
情
城

市
」
の
誕
生
は
、
絶
え
ず「
宙
吊
に
さ
れ
た
郷
愁
」
と「
侵
略
者
」
と
い
う
ふ
た
つ
の

顔
を
併
せ
持
つ
日
本
の
協
力
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
た
。
海
外
で
の
評
価
が
功
を
奏
し
て

「
悲
情
城
市
」
が
凱
旋
帰
郷
で
き
よ
う
と
は
、
誰
も
予
測
で
き
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ

の
一
本
の
映
画
が
、
台
湾
の
民
衆
に「
悲
情
」
の
旋
風
を
起
こ
し
、
台
湾
へ
の
回
顧
を

促
し
た
。
同
時
に
、
図
ら
ず
も
そ
れ
ま
で
は
娯
楽
で
あ
る
は
ず
の
映
画
が
瞬
時
、
政

治
色
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長
年
、
台
湾
で
対
立
し
て
き
た
二
つ
の
大
き
な
エ
ス

ニ
ッ
ク・グ
ル
ー
プ̶

「
外
省
人
」「
本
省
人
」̶

の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
、 「
悲
情
城
市
」

は
み
る
み
る
歴
史
を
記
述
す
る
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る
か
に
見
紛
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し

て
遂
に
は
、
誤
っ
た
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
す
る
声
や
、

歴
史
事
実
に
反
す
る
と
い
う
批
判
の
声
ま
で
あ
が
っ
た
。

　
　
「
悲
情
城
市
」
は
果
た
し
て
、
台
湾
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た

の
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
本
来
娯
楽
を
目
的
と
す
る
映
画
が
、
歴
史

を
記
述
す
る
役
目
を
背
負
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
い
か
に
賞
を
も
ら
っ
た
作
品
で

あ
ろ
う
と
、
例
え
ば
「
シ
ン
ド
ラ
ー
の
リ
ス
ト
」
1  
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
そ
の
ま
ま

を
史
実
だ
と
思
う
ほ
ど
、
台
湾
の
人
々
は
判
断
力
が
欠
如
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
毒
さ
れ
、
娯
楽
作
一
辺
倒
の
台
湾
映
画
市
場
に
飛
び
込
ん

だ
こ
の
邦
画
が
、
物
議
を
か
も
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
台
湾
社
会
の
土
壌
の
持
つ
性

質
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
フ
ィ
ル
ム
で
は
な
い 

「
悲
情
城

市
」
に
史
実
を
求
め
て
し
ま
う
理
性
の
な
さ
。
い
っ
た
い
、
な
に
が
台
湾
の
人
々
の
判

断
力
を
狂
わ
し
た
の
か
。

　
　
■　

H
istory Lost

＝
失
楽
園

　

台
湾
は
か
つ
て
「
フ
ォ
ル
モ
サ
」、
麗
し
き
島
だ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
い
ま
と
な
れ
ば
、

そ
れ
は
も
は
や
は
が
ゆ
い
名
称
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
。
誰
も
が
自
由
に
行
き
来
し
、

生
活
を
営
む
楽
園
＝
理
想
郷
と
し
て
夢
想
さ
れ
た
か
つ
て
の
台
湾
は
、
麗
し
き
島
と

い
う
幻
想
境
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
の「
伝
説
」
を
、
台
湾
の
人
々
は
ど
こ
か
誇
負

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
同
時
に
、も
う
一つ
の 「
伝
説
」̶

「
龍
の
伝
人
」 （
龍
の
後
裔
）̶

を
、彼
ら
は
自
ら
に
課
し
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、こ
の
二
つ
の「
伝
説
」
は
台
湾
の
人
々

に
と
っ
て
、
自
認
し
つ
つ
も
か
つ
て
所
有
し
た
こ
と
の
な
い
幻
で
あ
る
。「
フ
ォ
ル
モ
サ
」

も
、「
龍
の
伝
人
」
も
、
外
部
の〈
眼
〉
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
原
住
民
2

は
絶
え
ず
侵
略
を
受
け
、
搾
取
さ
れ
、
移
民
た
ち
も
ま
た
外
部
か
ら
の
統
治
者
に
抑

圧
さ
れ
る
。「
フ
ォ
ル
モ
サ
」
と
い
う
響
き
に
込
め
ら
れ
た
の
は
、
楽
園
を
望
ん
で
や

〈
知
〉
を
隠
蔽
さ
れ
し
者
の
ま
な
ざ
し　

̶
̶

台
湾
映
画
の
担
い
手
、
呉
念
真
が
投
げ
か
け
た
問
題

蕭
幸
君
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ま
な
い
台
湾
の
住
人
の
希
求
で
あ
り
、「
龍
の
伝
人
」
は
所
属
の
正
当
性
を
失
っ
た
移

民
た
ち
の
仮
の
帰
属
で
あ
る
。

　

喪
失
と
い
う
土
壌
に
立
つ
台
湾
。
歴
史
に
穿
た
れ
た「
喪
失
」
と
い
う
空
白
の
風

穴
を
埋
め
る
。
恣
意
に
抹
殺
さ
れ
た
歴
史
の
空
白
を
埋
め
る
。
そ
れ
が「
悲
情
城
市
」

に
な
に
か「
確
か
な
」
も
の
を
求
め
る
よ
う
台
湾
の
人
々
を
駆
り
立
て
た
理
由
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
虚
空
と
な
っ
た
歴
史
は
造
り
な
お
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
、

そ
れ
を
生
き
な
お
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
不
可
能
を
、
あ
た
か
も
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
な
ぞ
る
こ
と
で
、
可
能
な
事
柄
に
転
化
で
き
る
と
い
う
錯

覚
に
陥
い
っ
た
台
湾
の
人
々
は
、
虚
し
き
挙
動
に
飽
き
も
せ
ず
、
な
お
も
失
っ
た
空
白

の
日
々
を
生
き
な
お
そ
う
と
す
る
。「
悲
情
城
市
」
は
、
穿
た
れ
た
風
穴
を
埋
め
る
べ

き
も
の
と
し
て
、
人
々
に
選
ば
れ
た
の
か
。
否
、
穿
た
れ
た
風
穴
の
存
在
を
、
麻
痺

状
態
に
あ
る
忘
却
か
ら
呼
び
起
し
た
の
が
、「
悲
情
城
市
」
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
観

客
に
訴
え
か
け
る
映
画
と
し
て
、
み
ず
か
ら
ひ
と
と
き
の
楽
園
と
な
る
使
命
を
棄
て
、

苦
痛
の
深
淵
に
あ
る
こ
と
を
人
々
に
想
起
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
娯
楽
性
を
棄
て
た「
悲
情
城
市
」
が
世
界
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
台

湾
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
苦
痛
の
記
憶
を
呼
び
起
す
と
い
う
使
命
を
否
応

な
く
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
自
然
光
で
捉
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
に
満
ち
た

映
像
が
、
人
工
的
に
造
り
出
さ
れ
た
映
像
美
に
慣
れ
た
観
衆
を
、
よ
り
身
近
な
感
動

に
導
い
た
か
ら
で
あ
る
。
娯
楽
性
の
棄
却
が
か
え
っ
て
別
の
娯
楽
性
を
呼
び
、
虚
構
の

所
為
が
史
実
に
成
り
代
わ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
裏
返
せ
ば
、
別
種
の
娯
楽
性
を

提
供
す
る
可
能
性
が
、
こ
の
映
画
の
醍
醐
味
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

予
想
外
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
■　
「
悲
情
城
市
」
が
表
出
し
た
も
の

   

「
悲
情
城
市
」
が
史
実
を
語
る
。
そ
う
し
た
期
待
が
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
動
乱
の
時
代
に
、
統
治
者
の
入
れ
替
わ
り
に
翻
弄
さ
れ
続
け
た
台
湾
住
人
の
姿
、

そ
し
て
忘
却
を
強
い
ら
れ
た
人
々
が
口
を
噤
ん
で
き
た
台
湾
の
「
２・
２
８
事
件
」
3

を
扱
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
２・２
８
事
件
」
は
、
た
だ「
本
省
人
」
と「
外
省
人
」
の
衝
突
で
始
ま
り
、
蒋
介

石
が
送
り
込
ん
だ
軍
隊
に
よ
る
台
湾
人
の
大
量
虐
殺
と
い
う
惨
劇
で
終
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
後
の
、
台
湾
人
の
生
き
方
を
根
本
的
に
変
え
た
終
焉
な
き
事
件
な
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
軍
の
虐
殺
す
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
日
本
教
育
を
受
け
た
人
々

に
限
ら
ず
、
反
抗
を
企
て
、
影
響
力
を
持
つ
と
思
わ
れ
る「
知
識
人
」
層
全
員
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
商
売
を
営
む
程
度
の
読
み
書
き
の
で
き
る
者
も
虐
殺
の

手
を
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
、
ま
っ
た
く
の
無
差
別
や
誤
認
に
よ
る
虐
殺

な
ど
、
一
般
の
民
衆
に
も
魔
の
手
が
伸
び
て
い
た
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
台
湾
の「
本

省
人
」
は「
語
る
」
こ
と
を
止
め
、〈
知
〉
に
背
く
こ
と
が
生
き
な
が
ら
え
る
唯
一の
道

と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
ま
だ
人
々
が 

「
自
由
」
に
不
信
だ
っ
た
と
き
に
公
開
さ
れ

た 

「
悲
情
城
市
」
は
、
図
ら
ず
も
多
く
の
役
割
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
、

「
２・２
８
事
件
」と
い
う
タ
ブ
ー
を
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ひ
と
つ
は
、「
２・２
８
事
件
」

に
限
ら
ず
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
台
湾
の
人
々
の
代
弁
者
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、〈
台
湾
〉
不
在
の
状
況
を
大
衆
に
知
ら
し
め
た
こ
と

で
あ
る
。「
本
省
人
」
に
せ
よ
、「
外
省
人
」
に
せ
よ
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
胸
の
奥
底

に
深
い
傷
を
負
っ
て
い
る
人
々
が
存
命
し
て
い
な
が
ら
、
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
。
そ
の
人
々
の
代
弁
者
と
な
っ
た
の
は「
悲
情
城
市
」で
あ
っ
た
。
沈
黙
し
、〈知
〉

を
拒
否
す
る
こ
と
で
命
を
守
っ
て
き
た
人
々
は
、
忘
却
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
抑
圧
は
長
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期
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
不
満
を
吐
き
出
す
き
っ
か
け
を
、
こ
の
映
画
は
与
え
た
。
こ

れ
ら
が「
悲
情
城
市
」
に
対
し
て
、
人
々
が「
史
実
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因

と
考
え
ら
れ
る
。

   

「
悲
情
城
市
」
の
脚
本
は
、
呉
念
真
4

と
朱
天
文
二
人
に
よ
っ
て
共
同
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
監
督
侯
孝
賢
の
視
点
も
含
め
れ
ば
、
少
な
く
と
も
台
湾
住
人
の
大
半

を
占
め
る
本
省
人
と
外
省
人
、
客
家
人
の
立
場
を
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視
点
に
よ
っ

て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
一
言
を
付
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
は
呉
念

真
、
朱
天
文
、
侯
孝
賢
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
籍
の
視
点
を
代
表
さ
せ
よ
う
と
意
図
す

る
の
で
は
な
い
。
互
い
の「
空
白
」
を
補
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
台
湾
の
生
活

者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
馴
染
み
親
し
ん
で
き
た
本
省
人
、
外
省
人
と
客
家
人
文
化

の
入
り
混
じ
っ
た
見
方
が
同
時
に
、「
悲
情
城
市
」
に
は
顕
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

違
い
が
映
画
創
り
の
姿
勢
に
も
つ
な
が
り
、
台
湾
で
の
反
響
と
、
海
外
に
お
け
る「
悲

情
城
市
」
に
つ
い
て
の
評
価
を
異
に
す
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

田
村
志
津
枝『
台
湾
発
見　

映
画
が
描
く「
未
知
」
の
島
』
に
、こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

呉
念
真
は 

『
恋
恋
風
塵
』
に
つ
い
て
、
自
分
は
、
少
年
の
一
生
懸
命
さ
を
も
っ
と

だ
し
た
か
っ
た
の
に
、
侯
孝
賢
監
督
は
、
あ
の
木
を
ど
う
撮
ろ
う
か
、
あ
の
山
を

ど
う
撮
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
熱
中
し
て
い
た
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
人
情
に

重
さ
を
お
き
が
ち
な
呉
念
真
と
、
そ
れ
さ
え
自
然
も
ふ
く
め
た
周
囲
の
事
象
と
相

対
化
さ
せ
て
し
ま
う
侯
孝
賢
監
督
と
の
資
質
の
ち
が
い
が
か
い
ま
見
え
て
お
も
し
ろ

い
。
5 

　
こ
の
呉
念
真
と
侯
孝
賢
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
田
村
は「
資
質
の
ち
が
い
」
と
い
う

見
方
を
示
し
て
い
る
が
、
実
際
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
恋
恋
風
塵
』
を
め
ぐ
る
侯
孝
賢

と
呉
念
真
と
の
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
違
い
は「
悲
情
城
市
」
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響

を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

   「
悲
情
城
市
」
に
海
外
で
の
評
価
を
獲
得
さ
せ
た
の
は
、「
あ
の
木
を
ど
う
撮
ろ
う
か
、

あ
の
山
を
ど
う
撮
ろ
う
か
」
と
考
え
、
映
画
の
撮
り
方
に
こ
だ
わ
る
侯
孝
賢
の
姿
勢

に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
た
新
し
い
映
画
の
あ
り
方
で
あ
る
。
だ
が
、
台
湾
の
人
々
に
共

鳴
の
嵐
を
呼
び
起
し
た
の
は
、「
少
年
の
一
生
懸
命
さ
を
だ
し
た
」
い
と
考
え
、
表
現
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
よ
り
も
、
な
に
か
心
に
押
し
こ
め
ら
れ
た
感
情
や
情
緒
そ
の
も
の
を
表
出

し
た
い
と
い
う
希
求
に
、
一
歩
で
も
近
づ
き
た
い
と
思
う
呉
念
真
の
姿
勢
で
あ
る
。

　
い
か
に
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
を
創
り
だ
す
か
に
没
頭
す
る
侯
孝
賢
と
、
い
か
に
心
を

伝
え
る
か
に
腐
心
す
る
呉
念
真
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、「
悲
情
城
市
」
は
観
る
者
の
要

請
に
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
側
面
を
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
朱
天
文
と
い
う
小
説
家

の
視
点
の
参
入
で
、「
悲
情
城
市
」
に
お
い
て
描
か
れ
た
台
湾
の
歴
史
に
つ
い
て
の
場
面

場
面
が
、
過
分
な
偏
り
な
く
、
よ
り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に
仕
上
が
っ
た
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、「
悲
情
城
市
」
公
開
後
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
抑
圧

さ
れ
て
き
た
感
情
の
捌
け
口
の
な
さ
に
苛
立
つ
本
省
人
、
そ
し
て
外
省
人
の
両
方
か
ら

不
満
が
漏
ら
さ
れ
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
対
立
す
る
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

自
分
の
側
に
立
っ
て
、物
言
い
を
し
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
よ
う
な
、「本

省
人
」「
外
省
人
」
の
対
立
す
る
姿
勢
を
映
画
に
お
い
て
描
き
な
が
ら
、
成
敗
す
る
こ

と
な
く
淡
々
と
事
象
を
語
っ
て
い
く
こ
と
に
終
始
す
る「
悲
情
城
市
」
の
姿
勢
が
、
逆

に
両
方
か
ら
批
判
を
浴
び
る
度
に
、
無
言
の
反
駁
を
呈
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
多
種

多
様
の
民
族
が
と
も
に
生
を
営
む
場
で
あ
る
台
湾
に
、
一つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ

に
偏
っ
た
選
択
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
そ
れ
が
無
理
や
り
に
台
湾
に
連
れ
込

ま
れ
、
帰
郷
の
願
を
果
た
せ
ず
に
台
湾
で
生
を
終
え
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
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た
者
だ
と
し
て
も
、
と
も
に
台
湾
の
生
活
者
で
あ
る
事
実
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
い
つ

ま
で
も
出
自
に
こ
だ
わ
っ
て
い
が
み
合
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
産

み
出
し
得
る
の
か
。
対
立
は
、
悲
し
く
歴
史
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
。
そ

の
よ
う
な
、
出
自
に
関
係
な
く
し
て
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
く
人
々
の
姿
は
、
そ
の
後

の
侯
孝
賢
の
映
画
に
限
ら
ず
、
他
の
呉
念
真
の
脚
本
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
■　
〈
台
湾
〉
探
し̶

̶

呉
念
真
が
投
げ
か
け
た
問
い

　

台
湾
映
画
と
い
え
ば
、
侯
孝
賢
や
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヤ
ン
な
ど
の
名
が
か
な
ら
ず
挙
げ

ら
れ
る
の
に
比
し
て
、
呉
念
真
と
い
う
名
前
は
ど
れ
だ
け
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
あ
の
有
名
な「
悲
情
城
市
」
は
お
ろ
か
、「
無
言
の
丘
」「
坊
や
の
人
形
」「
戯
夢

人
生
」
な
ど
七
〇
作
品
以
上
に
も
及
び
、
数
知
れ
ず
多
く
の
映
画
の
脚
本
を
担
当
し

た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
こ
の
舞
台
裏
の
担
い
手
で
あ
る
呉
念
真
で
あ
る
。

　

呉
念
真
は
一
九
五
二
年
に
台
湾
で
生
ま
れ
た
。
一
九
五
二
年
と
は
、
台
湾
で
の
日
本

の
植
民
地
統
治
時
代
が
終
焉
し
、
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
蒋
介
石
政
権
が
始
ま
っ
て

三
年
経
っ
た
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
父
親
の
世
代
と
違
い
、
呉
念
真
が
受
け
た
教
育

は
、中
国
文
化
に
関
わ
る
中
国
語
教
育
、中
国
文
化
全
般
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
と
く
に
、
こ
の
よ
う
な
中
国
文
化
を
中
心
と
し
た
教
育
に
お
い
て
、
日
本
は
侵

略
戦
争
を
起
こ
し
、
虐
殺
を
行
っ
た
野
蛮
な
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
た
国
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

そ
れ
ま
で
日
本
語
教
育
を
受
け
て
き
た
世
代
を
親
と
し
て
持
つ
者
に
と
っ
て
、
自
己
の

親
に
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
理
由
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
〈
は

が
ゆ
い
世
代
〉
と
し
て
呉
念
真
が
生
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
儒
教
を
中
心
と
し
た

中
国
文
化
の
教
育
に
、
親
を
敬
う
よ
う
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
敵
国
だ
っ
た
日
本

教
育
に
た
っ
ぷ
り
と
浸
っ
た
親
に
、
絶
え
ず
批
判
と
敵
意
を
向
け
ざ
る
を
え
ず
、
子

の
ま
な
ざ
し
は
日
本
と
中
国
に
引
き
裂
か
れ
、
矛
盾
と
衝
突
に
満
ち
て
い
る
。
彼
の

周
り
で
渦
巻
く
矛
盾
は
、〈
台
湾
〉
の
欠
落
に
あ
る
。
台
湾
に
い
な
が
ら
、〈
台
湾
〉
を

語
る
こ
と
の
で
き
な
い
は
が
ゆ
さ
、
そ
し
て
日
本
と
中
国
の
文
化
の
裂
け
目
に
滑
り
落

ち
、そ
の〈
台
湾
〉
の
不
在
に
彼
は
気
づ
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、小
説
家
、

そ
し
て
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
呉
念
真
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

呉
念
真
の
野
心
は
明
白
で
あ
る
。
小
説
で
消
え
去
ろ
う
と
し
た
も
の
を
語
り
、
映

画
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
映
し
出
す
こ
と
で
あ
る
。
民
衆
に
最
も
身
近
な
伝
播
手

段
で
あ
る
小
説
と
映
画
を
用
い
て
、
彼
は
凍
結
し
た
記
憶
を
融
解
し
は
じ
め
た
。
そ

れ
は
ま
る
で〈
台
湾
〉
の
不
在
に
気
づ
い
た
者
が
果
た
す
べ
き
責
務
を
果
た
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
七
八
年
に
依
頼
さ
れ
て
書
い
た「
香
火
」
の
脚
本
か
ら
九
七
年
の

自
作
映
画「
太
平
・
天
国
」
ま
で
の
二
十
年
間
近
く
、
彼
は
七
〇
以
上
の
脚
本
を
書

き
、た
だ
ひ
た
す
ら
不
在
だ
っ
た〈
台
湾
〉
を
探
し
続
け
て
い
た
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、

彼
は
い
っ
た
い
、な
に
を
見
、そ
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
を
投
げ
か
け
よ
う
と
し
た
の
か
。

　
　
■　
「
多
桑
／
父
さ
ん
」̶

̶

〈
子
〉
の
ま
な
ざ
し
か
ら「
国
民
国
家
」
へ
の
問
い

   

「
多
桑
／
父
さ
ん
」
は
呉
念
真
の
自
伝
的
な
作
品
で
あ
る
。
鉱
夫
だ
っ
た
呉
念
真

の
父
親
は
、
日
本
教
育
を
受
け
た
年
代
の
者
で
あ
る
。
す
べ
て
の
台
湾
人
の
よ
う
に
、

蒋
介
石
政
権
の
参
入
に
よ
っ
て
、
彼
は
日
本
人
か
ら
中
国
人
に
な
っ
た
こ
と
で
、
親
と

子
の
決
定
的
な
世
代
の
断
絶
が
生
じ
た
。「
多
桑
／
父
さ
ん
」
に
、
こ
の
こ
と
を
非
常

に
象
徴
的
に
描
い
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

　

小
学
校
に
通
い
、
国
民
党
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
教
育
を
受
け
て
い
る
子
供
た
ち
が

国
旗
を
描
く
シ
ー
ン
だ
が
、
子
供
た
ち
は
中
華
民
国
の
国
旗
6

を
画
用
紙
一
面
に
描
く

が
、
そ
れ
を
見
た
父
親
は
、
国
旗
を
描
く
な
ら
真
中
に
大
き
な
赤
丸
を
描
く
べ
き
も
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の
だ
、
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
当
然
の
よ
う
に
子
供
た
ち
は
反
発
す
る
が
、
双
方

と
も
態
度
を
改
め
な
い
ま
ま
、
両
者
は
常
に
平
行
線
を
た
ど
る
。
当
時
の
台
湾
の
家

庭
の
な
か
で
は
、
似
た
よ
う
な
対
立
が
絶
え
な
か
っ
た
。
一
見
し
て
た
だ
の
親
子
喧
嘩

に
見
え
る
こ
の
場
面
は
、
実
に
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
台
湾
人
の
父
と
子
の

対
立
＝
日
本
と
中
国
の
対
立
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
と
も
と
れ
る
か
ら
だ
。

　
一
家
族
の
親
子
の
対
立
が
、
こ
の
よ
う
に
国
家
同
士
の
対
立
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は

皮
肉
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
そ
れ
が
台
湾
の
家
族
の
な
か
で
は
、
い
か
に
も
自

然
な
出
来
事
の
よ
う
に
み
え
る
。
小
学
生
に
国
旗
を
描
か
せ
る
と
い
う
程
度
の
こ
と

は
、
支
配
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
国
の
教
育
政
策
の
一
環
と
し
て
は
、
ご
く
日
常
的
に

行
な
わ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
の
場
面
が
孕
ん
で
い
る
問
題
の
本
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

第
一
に
、
日
本
と
中
国
と
の
対
立
に
も
っ
と
も
多
く
の
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
の
は
い

う
ま
で
も
な
く
台
湾
で
あ
る
が
、
な
ぜ
台
湾
人
家
族
の
親
子
ま
で
が
対
立
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
、
と
い
う
矛
盾
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
台
湾
家
族

の
親
子
の
対
立
は
、
そ
の
ま
ま「
国
民
国
家
」
へ
の
問
い
に
も
つ
な
が
る
。
戦
争
に
よ
っ

て
勝
手
に
譲
り
渡
さ
れ
た
台
湾
は
、
日
本
に
対
す
る
中
国
敗
戦
の
戦
利
品
と
な
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
今
度
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
れ
た
日
本
が
、
台
湾
を
中
国
に「
返

す
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
台
湾
を
ふ
た
た
び
戦
争
の
代
償
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

さ
ら
に
、
今
度
は
中
国
の
内
戦
で
、
毛
沢
東
と
蒋
介
石
と
の
政
権
争
い
に
巻
き
込
ま

れ
、
台
湾
は
蒋
介
石
政
権
が
消
滅
し
た
い
ま
で
も
、
な
お
中
国
と「
対
立
」
す
る
と
こ

ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
父
と
子
の
対
立
は
、
支
配
す
る〈
父
〉
と
支
配
さ
れ
る〈
子
〉

の
対
立
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。
第
三
に
、
他
者
の
争
い
を
自
己
の
争
い
に
転

化
さ
れ
た
台
湾
そ
れ
自
体
の
存
在
は
消
尽
し
、
欲
望
の
媒
介
者
と
し
て
の「
台
湾
」
は
、

着
地
す
る
と
こ
ろ
な
く
宙
に
吊
ら
れ
る
。
中
国
の
国
旗
か
、
日
本
の
国
旗
か
、
あ
る

い
は
毛
沢
東
か
蒋
介
石
か
、
そ
の
い
ず
れ
の
選
択
に
も
、〈
台
湾
〉
の
不
在
は
明
ら
か
で

あ
る
。
複
雑
な
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
を
巧
に
表
象
し
た
こ
の
場
面
は
、
残

念
な
が
ら
、
日
本
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
際
、
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

　

台
湾
の
生
活
者
で
あ
り
な
が
ら
、〈
台
湾
〉
の
不
在
を
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ

と
と
は
な
に
か
。
呉
念
真
は「
多
桑
／
父
さ
ん
」
で
自
分
の
父
親
と
い
う
一
個
人
の
歴

史
を
描
く
こ
と
で
、
こ
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
国
家
と
は
抑
圧

を
与
え
る
主
体
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。

   〈
子
〉
の
ま
な
ざ
し
が
指
向
す
る
方
向
が
、
現
実
の
父
親
の
背
中
か
ら
、
支
配
す
る

〈
父
〉
へ
と
変
わ
っ
た
と
き
、〈
子
〉
は
、
過
去
に
お
け
る〈
台
湾
〉
の
不
在
か
ら
は
じ
め

て
、
現
在
の〈
台
湾
〉
を
志
向
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
呉
念

真
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
か
。

   「
多
桑
／
父
さ
ん
」の
主
人
公
は
、富
士
山
と
皇
居
を
見
る
こ
と
が
生
涯
の
望
み
だ
っ

た
が
、
病
で
倒
れ
、
つ
い
に
そ
の
望
み
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日

本
に
対
す
る
感
傷
的
で
あ
る
ほ
ど
の
懐
か
し
さ
が
全
篇
に
底
流
し
て
い
る
こ
と
に
起
因

し
て
、
日
本
礼
賛
の
映
画
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
し
か
し
、

果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
仔
細
に
見
る
と
、「
多
桑
／
父
さ
ん
」
は
日
本
を
、
中
国

と
対
立
す
る
国
家
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
日
中
対
立
し
た
結
果
に
よ
っ

て
台
湾
に
入
植
し
た
宗
主
国
と
し
て
、捉
え
る
の
で
も
な
い
。
呉
念
真
の 

「
多
桑
／
父

さ
ん
」
に
お
い
て
表
象
さ
れ
た
日
本
へ
の
憧
れ
に
擬
似
し
た
感
情
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、

ま
さ
に
生
身
の
父
親
の
ま
な
ざ
し
に
沿
っ
た
、
子
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
つ

て
父
を
否
定
し
た
子
の
前
言
撤
廃
に
よ
っ
て
、 〈
父
〉
に
対
す
る 

〈
子
〉
の
ま
な
ざ
し
を

い
っ
た
ん
、
父
に
対
す
る
子
の
ま
な
ざ
し
に
戻
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
欲
望
の
媒
介
者

に
な
っ
た〈
台
湾
〉
を
、
二
重
三
重
に
絡
み
合
っ
た
他
者
の
呪
縛
か
ら
解
放
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

   

「
多
桑
／
父
さ
ん
」
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
へ
の
全
面
肯
定
で
も
全
面
否
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定
で
も
な
い
。
地
道
に
生
身
の
父
親
の 

「
感
情
」
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
不
在
だ
っ

た 
〈
台
湾
〉
の
息
遣
い
を
探
り
、そ
の
蘇
生
か
ら
現
在
の〈
台
湾
〉
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

彼
が
読
み
解
い
た
も
の
は
、
決
し
て
情
緒
的
な
も
の
で
は
な
い
。
侯
孝
賢
が
指
向
す
る

映
像
美
の
よ
う
に
、
台
湾
の
人
々
の
遭
遇
し
た
問
題
を
早
急
に
知
的
に
相
対
す
る
こ

と
は
な
く
、
一
個
人
の
境
遇
を
描
く
こ
と
に
徹
し
た
映
像
作
業
は
、
み
な
一
度「
感
情
」

に
沈
殿
し
た
も
の
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
、
問

題
の
糸
口
は
見
つ
か
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
、
呉
念
真
は
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
そ
の
よ
う
な
、
一
個
人
の
境
遇
を
描
く
こ
と
で
、
あ
る
ひ
と
つ
の
全
体
像
を
あ
ぶ
り

出
す
呉
念
真
の
作
業
は
、「
無
言
の
丘
」
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
　
■　
「
無
言
の
丘
」
が
語
っ
た
こ
と

   

「
無
言
の
丘
」
に
主
役
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
は
、
台
湾
本
省
人
の
兄
弟
だ
が
、

女
主
人
公
に
は
、
夫
を
亡
く
し
た
台
湾
本
省
人
の
女
性
阿
柔
（
ア
ジ
ュ
ウ
）
と
、
身

を
売
ら
れ
た
沖
縄
の
少
女
、
富
美
子
（
ふ
み
こ
）
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
脇

役
で
は
あ
る
が
、
売
春
宿
で
育
っ
た
日
本
人
と
台
湾
人
の
混
血
少
年
、
紅
目
仔
（
ア

ン
バ
ッ
ア
）
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
非
常
に
印
象
深
い
。

　

日
本
で
は
、
映
画
祭
を
の
ぞ
い
て
、
め
っ
た
に
上
映
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
映
画

に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
く
。「
無
言
の
丘
」
は
、
一
九
九
二
年
、
呉
念
真
脚
本
、
王

童
監
督
の
作
品
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
台
湾
の
金
鉱
で
働
く
人
た
ち
を
描
く
こ
の

作
品
に
は
、
一
攫
千
金
を
夢
見
て
、
地
主
と
結
ん
だ
小
作
人
の
契
約
を
破
っ
て
金
山

に
や
っ
て
き
た
台
湾
本
省
人
兄
弟
を
軸
に
、
台
湾
や
そ
の
周
辺
の
国
々
か
ら
流
れ
て
き

た
労
働
者
、
出
稼
ぎ
の
者
、
夫
を
亡
く
し
、
重
労
働
だ
け
で
は
大
勢
の
子
供
を
養
っ

て
い
け
ず
、
食
品
や
金
銭
と
引
き
換
え
に
肉
体
を
売
る
女
性
、
ま
た
、
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
売
春
宿
に
身
売
り
さ
れ
て
き
た
沖
縄
の
女
性
、
捨
て
子
だ
っ
た
日
本
人
と

台
湾
人
の
混
血
少
年
、
そ
し
て
潔
癖
症
の
日
本
人
鉱
山
長
、
日
本
語
を
流
暢
に
操
る

台
湾
人
と
沖
縄
人
の
従
業
員
な
ど
、
実
に
多
種
多
様
の
人
間
模
様
が
つ
め
こ
ま
れ
て

い
る
。

　
こ
こ
に
集
ま
っ
て
き
た
男
た
ち
は
、
金
を
掘
る
重
労
働
が
お
も
な
仕
事
で
あ
る
が
、

女
た
ち
の
多
く
は
、
男
の
家
族
と
し
て
家
事
に
従
事
す
る
か
、
売
春
宿
で
身
売
り
を

す
る
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
た
ち
の
黄
金
夢
は
こ
と
ご
と
く
朽
ち
破
れ
、
死
ぬ

も
の
は
死
ん
で
ゆ
き
、
精
神
に
病
む
者
は
抜
け
殻
と
な
り
、
一
攫
千
金
は
夢
の
ま
ま
雲

散
霧
消
す
る
。
残
っ
た
者
は
、
逞
し
く
生
き
て
い
く
女
性
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
抑

圧
や
差
別
を
超
越
し
て
、
た
だ
強
靭
に
生
き
て
い
く
。
怒
り
を
感
じ
る
と
き
は
、
彼

女
た
ち
は
罵
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
怒
り
が
悲
し
み
に
転
じ
た
と
き
、
そ
の
悲

し
み
を
ぐ
っ
と
こ
ら
え
て
、
生
き
る
た
め
の
肥
や
し
に
す
る
の
で
あ
る
。
沈
黙
は
黙
認

で
は
な
く
、
さ
ら
に
長
い
道
程
に
備
え
る
た
め
の
糧
な
の
で
あ
る
。
命
あ
っ
て
の
自
由
。

呉
念
真
筆
下
の
女
性
た
ち
は
、
な
ぜ
か
み
な
そ
の
よ
う
な
生
命
力
に
漲
っ
て
い
る
。
例

え
ば
、「
多
桑
／
父
さ
ん
」
に
出
て
き
た
彼
の
母
親
、
恋
人
に
駆
け
落
ち
の
約
束
を
破

ら
れ
た
女
性
、「
悲
情
城
市
」
の
林
家
一
族
の
女
性
た
ち
、
と
り
わ
け
、
男
た
ち
の
ほ

と
ん
ど
が
死
に
絶
え
た
後
の
状
況
に
お
い
て
、
淡
々
と
し
た
口
ぶ
り
で
過
去
を
語
る
語

り
手
の
女
性
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た「
恋
恋
風
塵
」
の
女
主
人
公
も
、
弱
々
し
く
見

え
て
も
、
頼
も
し
く
自
分
の
幸
せ
探
し
を
す
る
。
水
の
よ
う
に
、
器
の
形
に
よ
っ
て
そ

の
姿
を
変
え
、
た
だ
ひ
た
す
ら
存
続
し
て
い
く
そ
の
女
性
た
ち
は
、
あ
た
か
も〈
台
湾
〉

そ
の
も
の
に
見
え
る
。

　
だ
が
、「
無
言
の
丘
」
の
富
美
子
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
像
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
に
い
る
。

沖
縄
か
ら
や
っ
て
き
た
こ
の
少
女
は
、
台
湾
人
の
男
た
ち
に
は
日
本
人
の
娘
さ
ん
と

し
て
憧
れ
の
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
人
に
は
日
本
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
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高
嶺
の
花
と
し
て
憧
れ
の
的
に
な
っ
て
い
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る

身
近
な
存
在
で
あ
る
。
沖
縄
と
台
湾
、
そ
し
て
日
本
と
の
微
妙
な
距
離
感
を
寸
毫
た

が
わ
ず
、
呉
念
真
は
う
ま
く
捉
え
た
。
日
本
人
女
性
は
肌
の
き
め
が
細
か
く
、
甘
え

上
手
だ
と
い
う
理
由
で
、
男
た
ち
は
早
く
か
ら
彼
女
の
水
揚
げ
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。

彼
女
の
命
を
消
尽
す
る
そ
の
男
た
ち
の
熱
望
ぶ
り
は
、
異
郷
の
女
性
に
対
す
る
興
味

以
上
の
も
の
が
あ
る
。
日
本
と
い
う
近
く
て
遠
い
存
在
が
、
彼
女
の
身
体
を
媒
介
に
、

よ
り
実
体
化
で
き
る
か
ら
だ
。

   

「
無
言
の
丘
」
に
頻
繁
に
出
て
く
る
売
春
宿
は
、
日
本
の
遊
廓
と
い
う
表
象
の
し
か

た
で
出
て
く
る
。
な
か
の
女
性
た
ち
は
、
着
物
を
身
に
つ
け
、
似
合
っ
て
も
い
な
い
お

し
ろ
い
を
顔
一
面
に
載
せ
、
贋
物
の
日
本
人
女
性
に
扮
し
て
、
格
子
越
し
に
客
を
引

く
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
れ
は
日
本
文
化
の
優
位
性
を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、

あ
る
い
は
日
本
の
負
の
文
化
を
見
せ
て
い
る
の
か
、
き
わ
ど
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本

女
性
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
富
美
子
に
異
様
な
執
念
を
燃
や
す
男
た
ち
は
、
明
ら
か

に
日
本
へ
の
憧
れ
を
欲
望
に
絡
み
合
わ
せ
て
い
る
。
日
本
を
象
徴
す
る
も
の
の
特
権
化
、

と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
優
位
性
と
無
関
係
で

は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
弱
み
に
付
け
込
ん
で
日
本
風
に
し
た
売
春
宿
が
表
出
し
た
も
の

は
、
も
は
や
単
純
に
日
本
文
化
の
優
位
性
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

こ
に
は
も
っ
と
複
雑
な
、
人
間
の
欲
望
を
幾
重
も
絡
み
合
わ
せ
た
な
に
か
が
ひ
そ
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
癒
し
が
た
い
傷
の
渦
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
正
の
文
化
も

負
の
文
化
も
絶
え
ず
消
費
し
、
呑
み
こ
ん
で
は
吐
き
棄
て
る
場
な
の
か
。
台
湾
、
沖
縄
、

韓
国
か
ら
や
っ
て
き
た
女
性
た
ち
が
同
じ
と
こ
ろ
に
集
ま
り
、
あ
た
か
も
国
の
境
も
民

族
の
壁
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
や
っ
て
く
る
客
も
ま
た
国
籍
に
関
係
な
く
、
女
た

ち
を
買
っ
て
い
く
。
異
な
る
文
化
の
裏
に
は
、
共
通
す
る
人
間
の
生
の
営
み
が
あ
る
。

国
家
間
や
民
族
間
の
軋
轢
は
、
泣
き
笑
い
す
る
買
売
春
行
為
の
な
か
で
だ
け
、
ど
こ

か
別
世
界
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
は
一
種
の
錯
覚
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
歴
然
と
し
た
上
下
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
い
う
構

図
が
依
然
と
し
て
残
る
。

　

慎
ま
し
く
初
々
し
く
、
そ
し
て
蜉
蝣
の
よ
う
に
命
儚
い
沖
縄
の
少
女
と
、
図
太
く

生
き
抜
い
て
い
く
台
湾
人
女
性
阿
柔
は
、
雲
泥
の
差
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
対
照
的
な

存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
薄
命
と
強
靭
な
生
命
力
と
の
対
比
は
、
い
っ
た
い
な
に

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
異
郷
の
女
性
を
台
湾
人
女
性
と
同
様
に
主
軸
に
据
え
る

こ
と
で
、
な
に
か
意
図
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
少
女
の
出
身
地
を
沖
縄

に
設
定
す
る
こ
と
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
の
か
。
友

情
と
も
つ
か
ぬ
恋
と
も
つ
か
ぬ
関
係
の
ま
ま
で
、
台
湾
人
男
性
と
つ
か
の
間
の
ぬ
く
も

り
を
共
有
し
て
の
ち
、
こ
の
世
を
去
っ
て
い
く
少
女
は
、
そ
の
一
瞬
の
交
歓
を
通
し
て
、

い
っ
た
い
な
に
を
見
る
の
か
。
お
互
い
の
こ
と
ば
を
知
ら
ず
、
意
志
の
疎
通
が
で
き
な

い
は
ず
の
二
人
に
、
な
に
か
運
命
共
同
体
の
よ
う
な
関
係
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
だ
け
は

確
か
で
あ
る
。
束
の
間
の
幸
せ
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
こ
れ
ま
で
の
不
幸
を
帳
消
し
に
し

た
か
の
よ
う
に
、
微
笑
を
浮
か
べ
て
死
ん
で
い
く
沖
縄
の
少
女
は
、
故
郷
と
似
た
匂
い

の
身
近
に
あ
る
の
を
見
つ
け
た
に
違
い
な
い
。
彼
女
が
儚
い
の
は
、
き
っ
と
故
郷
の
土

か
ら
あ
ま
り
に
も
長
く
離
れ
す
ぎ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。台
湾
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、「無

言
の
丘
」
の
監
督
王
童
と
脚
本
を
担
当
し
た
呉
念
真
の
、
沖
縄
へ
の
視
線
が
じ
り
じ

り
と
差
し
込
む
の
が
、
沖
縄
少
女
の
存
在
を
通
し
て
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

　

台
湾
、
沖
縄
、
そ
し
て
韓
国
、
中
国
と
日
本
。「
無
言
の
丘
」
の
問
題
提
起
は
、
明

ら
か
に
台
湾
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
悲
情
城
市
」
の
公
開
か
ら
三
年
後
に
封
切

ら
れ
た
こ
の
作
品
は
、
台
湾
の
内
部
か
ら
周
囲
へ
と
視
野
を
広
げ
て
い
っ
た
。〈
台
湾
〉

を
語
る
こ
と
と
は
、
沖
縄
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
韓
国
を
、
中
国
を
、
そ
し
て
も
ち

ろ
ん
日
本
を
語
る
こ
と
で
も
あ
る
。
い
く
ら〈
台
湾
〉
の
こ
と
を
語
っ
て
も
、
こ
れ
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ら
の
国
々
こ
と
を
語
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
空
白
が
埋
ま
る
日
は
決
し
て
や
っ
て
こ
な
い
。

同
じ
空
間
に
並
置
し
た
形
で
な
け
れ
ば
、
見
え
て
こ
な
い
問
題
点
が
あ
る
の
だ
。
ま
た
、

台
湾
の
問
題
を
、
台
湾
の
な
か
だ
け
で
は
決
し
て
解
決
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
台

湾
の
問
題
だ
け
を
解
決
し
て
も
、
本
当
の
解
決
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
提
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
問
題
点
に
注
目
す
る
よ
う
、「
無
言
の
丘
」
は
福
州
か
ら
台

湾
に
や
っ
て
き
た
男
を
入
念
に
描
き
、
沖
縄
の
少
女
を
主
役
に
据
え
た
の
だ
っ
た
。
呉

念
真
ら
の
視
線
は
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
遠
く
見
つ
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
■　
〈
知
〉
を
隠
蔽
さ
れ
し
者
の
ま
な
ざ
し

　

何
義
麟
『
二・二
八
事
件「
台
湾
人
」
形
成
の
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
7

の
後
書
き

に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
一
九
八
七
年
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
台
湾
社
会
に
お
い
て
、
二・二
八

事
件
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
史
が「
国
史
」
と
さ
れ
て
い
た
学
校

教
育
に
お
い
て
も
台
湾
の
歴
史
を
ま
と
も
に
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
台
湾
史
に

無
知
で
あ
っ
た
私
は
、
大
学
で
専
攻
し
た
日
本
語
を
と
お
し
て
、
日
本
の
植
民
地

時
代
の
こ
と
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
そ
れ
と
と
も
に
植
民
地
時
代
に
日
本
の
教
育

を
受
け
た
世
代
の
台
湾
人
と
の
付
き
合
い
も
密
接
に
な
っ
た
。
彼
ら
年
配
の
台
湾

人
は
、
台
湾
社
会
の
民
主
化
に
伴
い
、
以
前
よ
り
も
積
極
的
に
身
を
も
っ
て
体
験

し
た
歴
史
を
語
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
時
、
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
戦
後

台
湾
の
政
治
変
動
を
「
日
本
が
中
国
に
代
わ
っ
た
（
日
本
換
中
国
）」
と
す
る
表

現
で
あ
っ
た
。
私
は
学
校
教
育
で
、
戦
後
台
湾
の
中
国
復
帰
を「
光
復
」
で
あ
り
、

こ
れ
は
失
地
回
復
の
栄
光
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
中
国
を
日
本
と
同

様
に
外
国
の
よ
う
に
見
な
す
「
日
本
が
中
国
に
代
わ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
な
か

な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
台
湾
史
に
関
す
る
知
識
が
増
す
に
つ
れ

て
、
こ
の
言
葉
の
奥
底
に
あ
る
経
験
・
感
情
が
わ
か
っ
て
き
た
。
台
湾
の
学
校
教

育
で
は
今
で
も 

「
光
復
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、「光
復
」
と
は
国
に
よ

り
押
し
付
け
ら
れ
た
公
式
の
歴
史
解
釈
で
あ
り
、「
日
本
が
中
国
に
代
わ
っ
た
」
と

い
う
言
葉
こ
そ
が
年
配
の
台
湾
人
の
歴
史
意
識
で
あ
る
と
思
う
。
8 

　

呉
念
真
よ
り
も
十
年
後
れ
た
世
代
の
何
義
麟
が
、
台
湾
の
歴
史
の「
空
白
」
に
気

づ
い
た
の
は
、
台
湾
か
ら
海
外
の
日
本
へ
出
て
、
外
か
ら
台
湾
を
振
り
返
る
視
点
を

獲
得
し
た
か
ら
だ
。
台
湾
で
は
、
誰
も
が
似
通
っ
た
内
容
の
教
科
書
で
中
国
の
歴

史
、
地
理
、
文
学
、
思
想
、
哲
学
な
ど
を
学
ん
で
い
る
た
め
、
大
半
の
者
は
、
台
湾

に
つ
い
て
語
ら
れ
な
い
そ
の「
異
様
さ
」
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
で
い
る
。
そ
し
て
、「
わ
れ

わ
れ
中
国
人
は
」
と
、
よ
く
口
に
出
し
て
一
家
言
を
披
露
す
る
。
何
義
麟
の
よ
う
に
、

海
外
に
出
て
気
づ
く
者
も
少
な
く
な
い
が
、
呉
念
真
の
よ
う
に
、
身
近
に
あ
る「
声
」

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
気
づ
く
者
も
い
る
。
形
こ
そ
異
な
れ
、〈
台
湾
〉
の
不
在
を
知
っ

た
者
た
ち
は
、
な
ぜ
か
何
も
の
か
に
突
き
動
か
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
台
湾
の
歴
史
に

つ
い
て
追
究
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
様
相
は
、
台
湾
の

人
々
に
限
ら
ず
、
韓
国
、
沖
縄
、
日
本
の
一
部
の
人
々
に
も
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

日
本
の
研
究
者
溝
口
雄
三
に
も
、
何
義
麟
の
後
書
き
に
あ
る
よ
う
な
内
容
と
似
た
記

述
が
見
ら
れ
る
。

〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
は
、
中
学
生
の
時
に
戦
争
に
敗
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
教
科
書
は

間
違
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
間
違
っ
た
と
こ
ろ
に
墨
を
塗
ら
さ
れ

た
世
代
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
中
学
校
一
年
生
の
時
に
世
界
は
一
回
ひ
っ
く
り
か
え
っ
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た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
正
し
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
全
部
嘘
で
あ
っ
た
と
い
う
。

〔
…
…
〕
私
た
ち
は
、
幼
少
時
代
、
少
年
時
代
に
は
漫
画
や
映
画
や
雑
誌
な
ど
を

通
し
て
、
ア
ジ
ア
へ
の
優
越
感
を
植
え
付
け
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
と
並
存
す
る
か
た

ち
で
ア
ジ
ア
の
植
民
地
を
白
人
の
手
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
使
命
感
も
植
え
つ
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
私
た
ち
の
中
の
ね
じ
れ
が
、
大
学
に
入
っ
て
中
国
革

命
の
実
態
や
中
国
の
抗
日
戦
争
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
諸
国
の
日
本
軍
に
対
す
る
抵
抗

な
ど
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幼
少
時
代
、
少
年
時
代
の
無
邪
気
で
無
自
覚
な

偏
見
や
差
別
意
識
が
自
分
の
中
で
い
わ
ば
原
罪
の
よ
う
に
あ
る
と
自
覚
さ
れ
た
。 

9

　
む
ろ
ん
、
こ
の
溝
口
の
発
言
は
、
日
本
人
側
か
ら
ア
ジ
ア
へ
向
け
て
の
も
の
で
あ
る

た
め
、「
間
違
っ
た
と
こ
ろ
に
墨
を
塗
ら
れ
た
世
代
」「
そ
れ
ま
で
正
し
い
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
全
部
嘘
で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
共
通

し
て
い
る
の
は
、
国
に
よ
る
歴
史
の
押
し
付
け
で
あ
り
、
自
国
の
歴
史
の「
空
白
」
に

気
づ
い
た
者
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
。
溝
口
の
場
合
は
、
日
本
を
め
ぐ
る
ア
ジ
ア
諸
国

の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
だ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
、
文
化
の
諸
相
を
追
い
か
け
て

い
る
丸
川
哲
史
も
『
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
10
の
後
書
き
に
、
違
っ
た
文
脈
で
は
あ
る

が
、
歴
史
の
あ
る「
空
白
」
に
つ
い
て
発
言
し
て
い
る
。
気
づ
く
者
た
ち
は
、
皆
あ
る

義
務
を
自
ら
に
課
し
て
、そ
れ
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
動
す
る
。〈
知
〉
っ
た
者
は
、 〈
知
〉

ら
な
か
っ
た
者
へ
襷
を
渡
し
て
ゆ
く
こ
と
、
知
ら
し
め
て
ゆ
く
こ
と
。
研
究
で
あ
れ
、

記
述
で
あ
れ
、
気
づ
い
た
こ
と
を
あ
る
形
に
し
て
残
す
こ
と
で
あ
る
。

　

呉
念
真
の
場
合
は
、
映
画
を
そ
の
手
段
に
選
ん
だ
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
も
人
々

の
感
情
に
寄
り
添
っ
た
か
た
ち
で
、問
題
を
発
掘
し
て
い
く
。「
本
省
人
」
と「
外
省
人
」

の
軋
轢
、
民
族
の
壁
、
世
代
の
断
絶
、
民
主
化
の
問
題
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
映
像
は

あ
く
ま
で
も
擬
似
客
観
の
状
況
し
か
造
り
出
せ
な
い
が
、
大
衆
に
判
断
の
権
利
を
渡

す
こ
と
で
、
よ
り
広
い
客
観
性
を
獲
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
過
去
の
当
事
者
で
は
な
い

以
上
、
必
ず
、
何
ら
か
の
欠
落
や
視
点
の
分
裂
を
免
れ
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
か

た
ち
を
通
し
て
、
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
に
見
え
て
く
る
地
平
も
あ

る
。
そ
の
前
に
、
ま
ず〈
知
〉
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。

日
本
映
画
か
ら
日
本
の
こ
と
を
知
っ
た
。

台
湾
映
画
を
観
て
、
台
湾
の
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

呉
念
真

　
　
注

１  

「Schindler's List

」 一
九
九
三
年
六
六
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
作
品
賞
受
賞
、
ス
テ
ィ
ー
ブ

ン
・
ス
ピ
ル
バ
ー
グ
監
督
。

２　

日
本
植
民
地
時
代
で
は
、 「
高
砂
族
」と
呼
ば
れ
て
い
た
台
湾
の
先
住
民
族
だ
が
、 「
先
」

と
い
う
表
現
を
避
け
、
み
ず
か
ら「
原
住
民
」
と
称
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
従
う
。

３　

何
義
麟
『
二・二
八
事
件「
台
湾
人
」
形
成
の
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
に
詳
し
い
。
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
。

４　
七
七
年
に
輔
仁
大
学
夜
間
部
入
学
中
、
小
説「
看
戯
去
囉
」
が
聯
合
報
小
説
奨
第
三

位
に
入
選
。
七
八
年
、
徐
進
良
監
督
の
依
頼
で
、「
香
火
」
の
脚
本
を
執
筆
す
る
の
を

皮
切
り
に
、
呉
祥
輝
の
小
説「
拒
絶
聯
考
的
小
子
」
を
脚
本
化
、
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー

と
し
て
活
躍
。
八
〇
年
、大
学
在
籍
中
の
ま
ま
、中
央
電
影
公
司
に
入
社
。
八
一
年
、「
同

班
同
學
」
で
第
一
八
回
金
馬
奨
最
優
秀
脚
本
賞
受
賞
。
主
要
作
品
に
、「
老
師
・
斯
卡

也
答
」（
八
二
）、「
苦
恋
」（
八
二
）、「
海
灘
的
一
天（
海
辺
の
一
日
）」（
八
三
）、「
児
子
的

大
玩
偶（
坊
や
の
人
形
）」（
八
三
）、「
天
下
第
一
」（
八
三
）、 「
老
莫
的
第
二
個
春
天（
老
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兵
の
春
）」（
八
四
）、 「
殺
夫（
夫
殺
し
）」（
八
四
）、 「
父
子
関
係
」（
八
六
）、 「
恋
恋
風
塵

（
恋
恋
風
塵
）」（
八
六
）、「桂
花
巷（
桂
花
小
路
）」（
八
七
）、「海
峡
両
岸
」（
八
八
）、 「
落

山
風
」（
八
八
）、 「
魯
冰
花（
魯
冰
花
）」（
八
九
）、「
悲
情
城
市（
悲
情
城
市
）」（
八
九
、

「
客
途
秋
恨（
客
途
秋
恨
）」（
八
九
）、 「
兄
弟
珍
重
」（
九
〇
）、 「
上
海
暇
期（
上
海
の
休

日
）」（
九
一
）、 「
極
道
追
踪
」（
九
一
）、 「
阿
呆
」（
九
二
）、 「
無
言
的
山
丘(

無
言
の
丘)

」

（
九
二
）、「
戯
夢
人
生（
戯
夢
人
生
）」（
九
三
）、「
異
域
Ⅱ
之
孤
軍
」（
九
三
）
な
ど
が

あ
る
。
ま
た 「
多
桑
／
父
さ
ん
」（
九
四
）、 「
太
平
・天
國
」（
九
七
）を
監
督
。
エ
ド
ワ
ー

ド・ヤ
ン
の 「
麻
将（
カ
ッ
プ
ル
ズ
）」（
九
六
）、「
一一（
ヤ
ン
ヤ
ン　

夏
の
想
い
出
）」（
〇
〇
）

に
俳
優
と
し
て
出
演
し
て
い
る
。

５　

第
三
章「
戦
後
世
代
が
描
く
台
湾
」、
一
〇
七
頁
。

６　

赤
を
地
に
、
青
天
を
表
わ
す
藍
に
白
日
の
象
徴
を
表
わ
す
十
二
の
光
を
あ
し
ら
っ
た

も
の
だ
が
、一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、孫
文
が
創
立
し
た
国
民
党
の
旗
で
あ
る「
青

天
白
日
」
旗
に
、
革
命
を
重
ね
ら
れ
、
自
由
を
手
に
す
る
た
め
に
革
命
同
士
が
流
し

た
血
を
象
徴
す
る
赤
を
地
に
し
た
と
い
う
。

７　

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
。

８　

何
義
麟
『
二・二
八
事
件「
台
湾
人
」
形
成
の
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』、
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
、
三
八
一
〜
三
八
二
頁
。

９　

孫
歌
『
ア
ジ
ア
を
語
る
こ
と
の
ジ
レ
ン
マ　

知
の
共
同
空
間
を
求
め
て
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
六
月
二
五
日
、
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁
。〈
対
談
＝
溝
口
雄
三
・
孫
歌「
歴
史

に
入
る
」
方
法̶

̶

知
の
共
同
空
間
を
求
め
て
〉
に
お
け
る
溝
口
の
発
言
。

10   

『
思
考
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア　

リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月

一
七
日
。
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は
じ
め
に

　
お
よ
そ
詩
人
と
呼
ば
れ
る
世
界
中
の
芸
術
家
は
、
自
分
の
内
面
に
湧
き
起
こ
る
激

し
い
感
情
の
ほ
と
ば
し
り
を
言
葉
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
長
け
た

人
々
で
あ
る
。

　
一
四
世
紀
に
イ
ラ
ン
南
部
フ
ァ
ー
ル
ス
州
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
生
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ 

Sham
sod-Dīn M

o ḥam
m

ad b. M
o ḥam

m
ad

（
一
三
二
六
？-

九
〇
頃
）
と
い
う
詩
人

の
場
合
に
は
、
そ
の
強
い
感
情
の
源
泉
の
一つ
を
当
時
の
社
会
に
蔓
延
し
て
い
た
偽
善

や
欺
瞞
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

1
。
そ
し
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
自
分
の
生
み
出
す

詩
的
世
界
の
中
に
、
実
在
・
非
実
在
に
か
か
わ
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
描
き
出
し
、

彼
ら
が
作
り
出
す
世
界
に
存
在
す
る
空
間
や
生
活
要
素
等
を
時
に
具
体
的
に
、
時
に

象
徴
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
怒
り
と
も
憤
り
と
も
い
え
る
想
い
を
表
現
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
ベ
イ
ト
は
詩
人
の
想
い
が
端
的
に
表
現
さ
れ
た
典
型
的
な
例

と
い
え
る
。

　

酒
を
く
れ
、
シ
ェ
イ
フ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
、
法
官
、
警
吏

　
よ
く
見
れ
ば
皆
偽
善
を
行
っ
て
い
る
（
ガ
ザ
ル一
九
五
）

2

他
に
も
、
モ
ス
ク
の
説
教
壇
に
立
ち
敬
虔
と
禁
欲
に
つ
い
て
人
々
に
説
く
役
割
を
担
っ

て
い
た
、
説
教
師
と
い
う
、
当
時
の
社
会
に
実
在
し
た
階
層
に
つ
い
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ

は
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

　
メ
ヘ
ラ
ー
ブ
や
ミ
ン
バル
で
威
厳
を
示
す
説
教
師
た
ち
は

　

私
室
に
帰
る
と
ほ
か
の
こ
と
を
す
る
（
ガ
ザ
ル一
九
四
）

ま
た
次
の
例
で
は
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー Shāh Shojāʻ

（
在
位
一
三
五
八-

一
三
八
四
）
が
禁
酒
令
を
解
い
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層
・

役
職
へ
注
が
れ
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
批
判
の
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

罪
を
赦
し
過
失
を
見
逃
す
王
の
治
世
に

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
酒
壺
を
引
き
寄
せ
、
法
官
は
盃
を
あ
お
る

　
ス
ー
フ
ィ
ー
は
酒
壺
を
肩
に
し
た
警
吏
を
見
る
や
否
や

　

庵
の
隅
か
ら
出
か
け
、
酒
樽
の
足
元
に
座
し
た

　

私
が
明
け
方
、
酒
売
り
の
老
人
に

　

長
老
と
裁
判
官
の
様
子
や
彼
ら
の
ユ
ダ
ヤ
式
の
飲
み
方
を
尋
ね
る
と

　

老
人
は
答
え
て
「
そ
な
た
が
い
く
ら
親
友
と
は
い
え
、
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い

　
口
を
つ
ぐ
み
、
秘
密
を
守
り
、
酒
を
飲
む
が
よ
い
」（
ガ
ザ
ル
二
八
〇
）

こ
の
よ
う
に
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
批
判
の
眼
差
し
が
注
が
れ
る
者
た
ち
は
、
支
配
者
、
法
官
、

「
弊
衣
」
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ　
〜
そ
の
社
会
批
判
の
精
神
を
探
究
す
る
〜

佐
々
木　
あ
や
乃
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裁
判
官
、
警
察
、
説
教
師
、
学
者
、
法
学
者
、
巡
礼
者
た
ち
の
長
、
イ
マ
ー
ム
、
シ
ェ

イ
フ
、
神
秘
主
義
者
（
ス
ー
フ
ィ
ー
）
等
多
様
で
あ
り
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
彼
ら
に
見
ら

れ
る
二
面
性
や
不
正
に
対
し
て
激
し
い
憤
り
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
作
品
か
ら

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
非
難
の
対
象
と
な
る
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の

詩
的
世
界
に
お
い
て
鍵
と
な
る
「
二
極
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
人
間 ensān-e 

barzakhi

」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
際
に
、
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。
光
と
闇
、

善
と
悪
と
い
っ
た
二
極
各
々
を
象
徴
す
る
身
近
な
人
々
を
詩
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
人
間
は
ど
ち
ら
か
に
常
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
揺
れ
動
く
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩

の
中
で
そ
の
実
像
を
把
握
し
づ
ら
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
い
う「
私
」

m
an-e Ḥ

āfeż

」
と
い
う
姿
と
重
な
る
の
で
あ
る

3
。

　
こ
う
し
た
詩
作
の
源
で
あ
る
感
情
を
表
現
す
る
た
め
、
ま
た
「
二
極
の
境
界
線
上

に
位
置
す
る
人
間
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
際
に
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
利
用
し
た
の
が
、
当

時
の
現
実
の
社
会
に
存
在
し
、
社
会
を
構
成
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
、
す
な
わ

ち
空
間
、
衣
服
、
食
物
、
道
具
、
慣
習
や
迷
信
等
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
我
々
に
よ

り
身
近
な
衣
食
住
の「
衣
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
最
も
激
し
い
憎
悪
・
嫌
悪
の
対
象
で
あ
っ
た
「
ス
ー
フ
ィ
ー
」

が
主
に
着
用
し
た「
弊
衣
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
言
葉
が
用
い
ら
れ
、「
弊
衣
」

を
用
い
た
表
現
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
興
味
深
い
。そ
こ
で
こ
の
論
考
で
は
、ハ
ー
フ
ェ

ズ
の「
弊
衣
」
に
注
目
し
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な「
弊
衣
」

の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
登
場
す
る「
弊
衣
」
を
見
て
い
く
前
に
、

予
め
最
初
に「
弊
衣
」
の
も
つ
歴
史
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
神
秘
主
義
文
献
等
を
参
考
と
し
な
が
ら
、「
弊
衣
」

の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
作
り
か
ら
始
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一　
弊
衣
に
つ
い
て

１・１　
弊
衣
の
定
義
と
そ
の
特
徴

　

は
じ
め
に
、「
弊
衣
」
の
定
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
弊
衣
」
と
は「
破
れ
た
服
、

神
秘
主
義
者
の
着
る
服
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、一
般
的
に
は
ヘル
ゲ kherqe

、モ
ラ
ッ

ガ m
oraqqa‘

、
ダ
ル
グ dalq

、
モ
ラ
ン
マ m

olam
m

a‘

、
ダ
ル
ゲ
・
モ
ラ
ン
マ dalq-e 

m
olam

m
a‘

、
ス
ー
フ ṣuf

等
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ヘル
ゲ
と
呼
ば
れ
る
衣
服
の
質
は
一
定
で
は
な
く
、
十
一
世
紀
中
葉
の
ホ
ジ
ュ
ヴ
ィ
ー

リ
ー‘Ali b. ʻO

sm
ān H

ojviri

著『
隠
さ
れ
し
も
の
の
発
見 Kashfol-M

a ḥjub

』
に
よ

れ
ば
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
同
義
に「
弊
衣
」
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
モ
ラ
ッ
ガ（
字
義
通
り
に
は
「
つ
ぎ
は
ぎ
の
服
」）、
ジ
ャ
ー
メ
イ
ェ
・
パ
シ
ュ
ミ
ー
ン 

jām
e-ye pashm

in

（
字
義
通
り
に
は「
羊
毛
の
服
」）、
ピ
ー
ラ
ー
ハ
ネ
・
セ
フ
ィ
ー
ド 

pirāhan-e sefid 

（
字
義
通
り
に
は「
白
い
シ
ャ
ツ
」）
に
は
差
異
が
あ
り
、
特
に
、
羊
泥

棒
と
疑
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
り
、
革
新
者
や
異
端
者
の
纏
う
物
と
い
う
意
識
が
強

か
っ
た
た
め
、
羊
毛
を
用
い
る
こ
と
は
十
一
世
紀
に
は
ま
だ
自
制
さ
れ
て
い
た
と
あ
る

4
。
ま
た
、
初
期
の
神
秘
主
義
者
は
、
必
要
に
駆
ら
れ
あ
ま
り
に
古
布
を
つ
ぎ
は
ぎ

に
し
た
が
た
め
、
重
ね
た
つ
ぎ
の
間
に
蠍
等
の
生
き
物
が
巣
く
う
こ
と
も
あ
っ
た
り

5
、
中
に
は「
17
マ
ン
の
弊
衣 hefdah m

an dalqi

」
6

「
40
ラ
ト
ル chehel ra ṭl

」
7

と
言

わ
れ
る
ほ
ど
の
た
い
へ
ん
な
重
さ
の
服
を
纏
う
修
行
者
も
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
服
装
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
合
法
で
あ
る
基
準
と
し
て
徐
々
に
社
会
に
広
ま
り
、

一
般
に
は
主
と
し
て
ヘ
ル
ゲ
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
民
衆
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の
間
で
は
、
初
期
神
秘
主
義
者
の
奇
跡
譚
等
も
手
伝
っ
て
、
こ
の
ヘ
ル
ゲ
と
い
う
語

に
、
時
の
流
れ
と
と
も
に
神
聖
さ
、
神
秘
性
が
付
加
し
て
い
く

8
。
す
る
と
、
今
度
は
、

敬
虔
か
つ
熱
心
な
神
秘
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
が
た
め
、
故
意
に
つ
ぎ
は
ぎ
の

服
を
纏
っ
て
自
ら
を
誇
示
す
る
、
い
わ
ゆ
る
似
非
神
秘
主
義
者
た
ち
が
多
く
見
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る

9
。

　

弊
衣
の
特
徴
は
、
前
開
き
で
は
な
く
、
頭
か
ら
被
る
服
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る

10
。

弊
衣
は
、
襟
の
上
方
（
ガ
ッ
ブ
） qabb

、
両
袖
（
ド
・
ア
ー
ス
テ
ィ
ー
ン
） do āstin

、

装
飾
目
的
の
広
め
の
縁
（
ド
・
テ
ィ
ー
リ
ー
ズ
） do tiriz

、
帯
（
キ
ャ
マ
ル
） kam

ar

、

襟
（
ギ
ャ
リ
ー
バ
ー
ン
） garibān
、
そ
し
て
袖
口
や
ポ
ケ
ッ
ト
の
縁
（
フ
ァ
ラ
ー
ヴ
ィ
ー

ズ
） farāviz

と
い
う
六
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り

11
、
各
パ
ー
ツ
が
神
秘
主
義
の
各

段
階
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
襟
の
上
方
は「
忍
耐
」
を
、
両
袖
は「
未
来
へ
の

不
安
と
希
望
」
を
、
装
飾
目
的
の
広
め
の
襟
は「
将
来
へ
の
不
安
と
希
望
」
を
、
帯
は

「
欲
に
反
す
る
こ
と
」
を
、襟
は「
確
信
の
正
し
さ
」、袖
口
や
ポ
ケ
ッ
ト
の
縁
は「
誠
実
」

を
、
各
々
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
。
よ
り
明
確
に
は
、
襟
の
上
方
は「
神
に
対
す
る
親

し
み
の
中
に
自
ら
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
、
両
袖
は「
神
を
常
に
想
い
貞
節
で
あ
る
こ
と
」、

装
飾
目
的
の
広
め
の
襟
は「
神
を
求
め
続
け
神
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
」、
帯
は「
神
と
相

見
え
る
場
所
に
留
ま
る
こ
と
」、
襟
は「
神
の
御
前
で
安
心
感
に
包
ま
れ
る
こ
と
」、
袖

口
や
ポ
ケ
ッ
ト
の
縁
は「
神
と
結
ば
れ
る
場
所
に
留
ま
る
こ
と
」
の
象
徴
で
あ
る
と
い

う
12
。

　
こ
う
し
た「
弊
衣
」
の
パ
ー
ツ
の
も
つ
象
徴
は
、
後
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
間
で
は
、

色
使
い
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
中
世
の
批
評
家
か
ら
「
カ
ラ
フ
ル
な
弊
衣
は
名
声
や
欲

情
の
源
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
中
に
は
弊
衣
を
下
着
の
よ
う
に
纏
い
、

袖
を
つ
か
ん
で
袖
口
か
ら
故
意
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
者
も
い
れ
ば
、
逆
に
メ
イ
ン
の

服
の
上
に
弊
衣
を
纏
っ
て
誇
示
す
る
者
も
い
た
。
前
者
を
昼
の
泥
棒
と
呼
び
、
後
者

を
夜
の
泥
棒
と
呼
ぶ
」

13
と
ま
で
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
弊
衣
の
色
は
紺
青
色
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
、
旅
を
す
る
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
に
と
っ
て
白
い
服
は
最
初

と
同
じ
状
態
を
保
つ
の
は
難
し
く
、
洗
濯
に
も
苦
労
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
、
二
番

目
の
理
由
と
し
て
、
紺
青
の
弊
衣
を
纏
う
こ
と
は
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
苦
難
の
旗
印
で

あ
り
、
こ
の
世
の
何
物
に
も
心
を
結
ば
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば「
服
喪
」
の
状
態
を
表

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

14
。
こ
う
し
た
説
明
が
一
二
世
紀
に
は
神
秘
主

義
者
以
外
に
も
広
ま
り
、「
紺
青
の
弊
衣
」
は
最
初
の
人
類
ア
ダ
ム
に
そ
の
起
源
を
遡

る
と
い
う
説

15
も
登
場
し
、
神
秘
主
義
者
た
ち
は
弊
衣
の
色
の
も
つ
象
徴
性
を
文
章

に
記
録
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
神
秘
主
義
道
の
精
神
修
養
の
階
梯
、
す
な
わ

ち
忘
我
の
境
地
に
辿
り
つ
く
ま
で
の
各
段
階
に
よ
っ
て
、
弊
衣
の
色
が
決
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
黒
は
す
べ
て
の
色
を
埋
没
さ
せ
る
と
い
う
意
味
か

ら
弊
衣
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
色
で
あ
り
、
白
と
黒
の
中
間
で
あ
る
紺
青
は
、
暗
黒（
闇
）

か
ら
改
悛
と
精
神
修
養
を
経
て
、
足
を
踏
み
出
し
た
も
の
の
、
ま
だ
心
の
光
や
唯
一

性
に
た
ど
り
着
い
て
は
い
な
い
人
々
の
色
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

16
。

１・２　
弊
衣
下
賜
の
儀
式

　

次
に
、
弊
衣
の
下
賜
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
神
秘
主
義
道

に
お
い
て
、
導
師
が
求
道
者
に
弊
衣
を
着
せ
る
行
為
を
意
味
す
る
。
弊
衣
下
賜
が
始

め
ら
れ
た
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
現
代
の
ペ
ル
シ
ア
文
学
研
究
第
一
人
者
で
あ
る

シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一一
世
紀
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
神

秘
主
義
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
導
師
が
、
求
道
者
に
弊
衣
を
着
せ
る
と
い

う
行
為
は
、
導
師
と
求
道
者
の
間
の
精
神
的
な
結
合
の
象
徴
で
あ
り
、
求
道
者
は
導

師
に
対
し
て
完
全
な
服
従
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、逆
に「
弊
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衣
を
脱
が
す
こ
と
」
と
い
う
行
為
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
ス
ー
フ
ィ
ー
の
輪
か
ら
追
い
出

す
こ
と
を
意
味
し
た

17
。

　

弊
衣
下
賜
の
儀
式
の
際
、
求
道
者
は
弊
衣
着
用
の
た
め
の
特
別
の
礼
拝
を
２
ラ
ク

ア
18
お
こ
な
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
ほ
か
、
托
鉢
僧
の
身
で
あ
る
も
の
が
弊
衣
を

着
せ
て
も
ら
う
ま
で
に
は
、
一
年
分
け
隔
て
な
く
全
て
の
人
々
に
仕
え
、
一
年
神
に
お

仕
え
し
、
一
年
は
自
ら
の
心
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
条
件
で
あ
る
と
の
記
述
も
み
ら

れ
る

19
。
ま
た
、
着
せ
る
側
の
導
師
も
今
目
の
前
に
い
る
求
道
者
の
精
神
的
レ
ベ
ル
や
、

精
神
修
養
の
厳
し
さ
を
味
わ
っ
て
き
た
求
道
者
の
状
態
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た

20
。
ま
た
、
弊
衣
下
賜
の
儀
式
は
、
聖
者
の
墓
所
等
の
神
聖
な
場
所
で
厳

正
に
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

21
。

　

こ
う
し
て
求
道
者
に
与
え
ら
れ
た
弊
衣
は「
意
図
す
る
弊
衣 kherqe-ye erādat

」

と
呼
ば
れ
、
こ
の
弊
衣
が
神
秘
主
義
に
お
け
る
弊
衣
の
基
礎
と
な
る

22
。
弊
衣
の
精

神
的
意
味
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
、他
に「
祝
福
の
弊
衣 kherqe-ye tabarrok

」
と「
代

理
の
弊
衣 kherqe-ye velādat

」
と
呼
ば
れ
る
弊
衣
も
存
在
し
た
。「
祝
福
の
弊
衣
」

と
は
前
述
の「
意
図
す
る
弊
衣
」
を
否
定
し
た
り
、
そ
れ
と
か
け
離
れ
た
る
す
る
も
の

で
は
な
く
、
導
師
た
ち
か
ら
祝
福
を
得
る
た
め
の
弊
衣
で
あ
る
。「
意
図
す
る
弊
衣
」

は
限
ら
れ
、
選
ば
れ
た
者
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
特
別
の
弊
衣
で
あ
る
が
、
こ
の「
祝

福
の
弊
衣
」は
ど
の
修
行
者
に
対
し
て
も
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

23
。「
代
理
の
弊
衣
」

と
い
う
の
は
、
シ
ェ
イ
フ
が
自
分
の
代
わ
り
と
し
て
、
あ
る
い
は
代
表
と
し
て
自
分
以

外
の
人
物
を
集
会
に
送
る
際
、
求
道
者
で
あ
る
弟
子
に
着
せ
た
弊
衣
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
弊
衣
は
一
三
世
紀
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
一
四
世
紀
ま
で
に
急
速
に
ス
ー

フ
ィ
ー
の
間
に
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

24
。
さ
ら
に
時
代
を
経
て
一
四
世
紀
後

半
に
な
る
と「
改
悛
の
弊
衣 kherqe-ye tow

be

」
や「
自
分
専
用
の
弊
衣 kherqe-ye 

ta ṣarrof

」
25
も
加
わ
り
、
弊
衣
の
種
類
が
増
す

26
。

　

弊
衣
を
与
え
ら
れ
る
の
は
男
性
に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
認

め
ら
れ
た
女
性
に
対
し
て
も
弊
衣
は
下
賜
さ
れ
て
い
た
。
シ
ェ
イ
フ
が
自
ら
の
手
で
弊

衣
を
着
せ
た
女
性
た
ち
を
自
分
の
娘
と
み
な
す
と
い
う
記
述
も
残
っ
て
い
る

27
。
ま
た
、

シ
ェ
イ
フ
が
妻
に
弊
衣
下
賜
を
委
ね
た
ケ
ー
ス
も
あ
り

28
、
一
四
世
紀
に
な
る
と
今
度

は
求
道
者
た
ち
に
弊
衣
を
着
せ
る
女
性
た
ち
が
登
場
し
て
く
る

29
。

　
１・３　
サ
マ
ーsam

āʻ

に
お
け
る
弊
衣

　
サ
マ
ー
と
い
う
語
の
原
義
は「
聞
く
こ
と
」
で
あ
り
、
神
秘
主
義
の
用
語
で
は
、
音

楽
や
舞
踊
を
と
も
な
う
ス
ー
フ
ィ
ー
の
修
行
法
を
さ
す

30
。
こ
の
サ
マ
ー
に
お
い
て
、

ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
が
弊
衣
を
裂
く
こ
と
が
、
神
秘
主
義
文
学
の
中
で
数
多
く
言
及
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
サ
マ
ー
の
場
で
忘
我
の
境
地
に
至
っ
た
時
に
ス
ー
フ
ィ
ー
が
行

う
行
為
で
あ
り
、
さ
ら
に
細
か
く
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

最
初
に
弊
衣
を
引
き
裂
き
、
そ
れ
を
頭
か
ら
脱
ぐ
。
次
に
、
そ
の
サ
マ
ー
で
詩
や

歌
を
朗
詠
す
る
人
、
ガ
ッ
ヴ
ァ
ー
ル qavvāl

（
サ
マ
ー
で
の
詩
や
歌
の
朗
詠
者
）
ま
た

は
も
し
く
は
群
衆
に
向
か
っ
て
脱
い
だ
弊
衣
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
サ
マ
ー
の
終
わ

り
に
は
、
こ
の
弊
衣
を
よ
り
細
か
く
ば
ら
ば
ら
に
裂
い
て
、
一
人
一
人
に
分
け
与
え
る

の
で
あ
る

31
。

　
ス
ー
フ
ィ
ー
の
中
に
は
、
服
を
纏
う
や
否
や
引
き
裂
く
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
が

32
、

元
来「
弊
衣
を
引
き
裂
く
」
と
い
う
行
為
は
忘
我
の
境
地
に
達
し
た
状
態
で
自
然
に
お

こ
な
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

33
。
ま
た
、
神
秘
主
義
に
批
判
的

な
人
々
の
中
に
は
、
弊
衣
を
裂
く
と
い
う
行
為
は
古
い
服
を
新
品
の
服
と
取
り
替
え

る
た
め
の
口
実
と
み
な
し
て
い
た
者
も
い
た
。

　
「
弊
衣
を
裂
く
」
と
い
う
行
為
は
、自
ら
の
位
置
が
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
に
移
っ
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た
時
、
身
に
つ
け
て
い
た
服
を
脱
ぎ
捨
て
て
別
の
地
点
に
移
っ
た
喜
び
と
感
謝
の
表
れ

と
い
え
る
。
弊
衣
と
い
う
衣
服
は
、
神
秘
主
義
の
階
梯
の
全
て
の
段
階
を
包
括
す
る

服
で
あ
り
、
弊
衣
以
外
の
服
は
一
地
点
の
み
に
限
っ
た
服
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
弊
衣
を
引
き
裂
く
者
は
皆
、
修
行
の
全
段
階
か
ら
抜
け
出
せ
た

も
の
で
あ
り
、
真
に
清
ら
な
存
在
の
象
徴
と
言
え
る
の
で
あ
る

34
。
但
し
、
弊
衣
で
あ

れ
ば
全
て
が
引
き
裂
く
対
象
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
白
い
弊
衣
を
裂
く
の
は
法
に

か
な
わ
ぬ
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

35
。
ま
た
、
自
ら
の
い
か
な
る
精
神
状
態
の
も

と
で
弊
衣
を
引
き
裂
け
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
も
、
導
師
の
命
に
よ
る
場
合
、
求
道
者

自
身
が
罪
の
赦
し
を
乞
い
な
が
ら
引
き
裂
く
場
合
、
求
道
者
が
陶
酔
の
境
地
で
悦
に

入
っ
て
お
こ
な
う
場
合
等
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

36
。
さ
ら
に
、
こ
の
象
徴
的
行
為
は
、

公
衆
の
面
前
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た

37
。

　
一
方
、
弊
衣
を
投
げ
ら
れ
た
側
の
、
そ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
フ
た
ち
の
間

で
意
見
が
分
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
可
能
な
限
り
大
勢
の
人
々
に
分
配
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
説
も
見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
切
れ
切
れ
に
な
っ
た
弊
衣
が
投
げ
ら
れ

た
の
で
あ
れ
ば
大
勢
で
分
け
る
べ
き
だ
が
、
完
全
な
形
の
ま
ま
投
げ
ら
れ
た
の
で
あ
れ

ば
詩
の
朗
詠
者
の
手
に
渡
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る

38
。
ま
た
、
通
常
は
、

一
旦
投
げ
与
え
ら
れ
た
弊
衣
が
元
の
所
有
者
の
手
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

与
え
ら
れ
た
弊
衣
は
た
い
へ
ん
尊
ば
れ
、
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
た
弊
衣
ま
で
も
が
「
ヘ
ル

ゲ
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
タ
ー
バ
ン
と
し
て
頭
に
巻
い
た
り
、
服
や
礼
拝
用
の

敷
物
に
は
ぎ
合
わ
せ
る
等
、丁
重
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る

39
。「
あ

る
托
鉢
僧
が
弊
衣
を
く
れ
よ
う
と
し
た
ら
、
頂
き
ま
せ
ん
と
は
言
わ
ず
に
、
受
け
取
っ

て
か
ら
そ
れ
に
何
か
添
え
て
お
返
し
す
べ
き
」

40
で
あ
る
こ
と
が
慣
習
で
あ
り
、「
弊
衣

を
受
け
た
ら
恭
し
く
そ
れ
に
口
づ
け
し
て
頭
に
お
し
い
た
だ
き
、
地
面
に
落
と
し
て
は

な
ら
ず
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
そ
れ
を
用
い
て
は
な
ら
ぬ
」

41
と
あ
る
よ
う
に
、
弊
衣
の

切
れ
端
を
敬
い
大
切
に
扱
う
こ
と
は
、
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
た
い
へ
ん
重
要
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
、
弊
衣
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
立
ち
返
り
、
そ
の
歴
史
の
糸
を
弊
衣
下
賜
や

サ
マ
ー
と
い
っ
た
儀
式
・
慣
習
を
通
し
て
た
ぐ
り
寄
せ
な
が
ら
、
弊
衣
の
も
つ
象
徴

性
を
探
っ
て
み
た
。
神
秘
主
義
者
で
あ
れ
ば
誰
も
が
纏
う
た
だ
の
ぼ
ろ
服
で
は
な
く
、

色
合
い
や
素
材
に
よ
っ
て
、
意
図
す
る
意
味
合
い
が
異
な
り
、
ま
た
着
方
に
よ
っ
て
も

身
に
つ
け
る
本
人
の
精
神
修
養
の
度
合
い
が
そ
の
ま
ま
体
現
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、

さ
ら
に
は
神
秘
主
義
道
の
節
目
ご
と
の
儀
式
や
し
き
た
り
に
お
い
て
、
弊
衣
が
欠
か
せ

な
い
ど
こ
ろ
か
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
章
で
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
に
登
場
す
る「
弊
衣
」
に

注
目
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
描
く
弊
衣

　
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
も
浸
透
し
き
っ
て
い
た
一
四
世
紀
の
詩
人
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品

に
は
、
弊
衣
を
表
す
さ
ま
ざ
ま
な
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、ハ
ー
フ
ェ

ズ
詩
に
登
場
す
る
弊
衣
を
、
ま
ず
そ
の
修
飾
語
句
に
よ
り
、
次
に
そ
の
扱
わ
れ
方
に

よ
り
分
類
し
、
各
々
の
弊
衣
に
含
ま
れ
る
象
徴
性
を
よ
り
深
く
解
明
す
る
こ
と
を
試

み
る
。

２・１　
形
容
に
よ
る
分
類

　

修
飾
す
る
形
容
詩
句
と
の
結
び
つ
き
に
よ
る
弊
衣
は
、「
羊
毛
の
」
弊
衣
、「
青
い
」

弊
衣
、「
つ
ぎ
は
ぎ
で
色
と
り
ど
り
の
」
弊
衣
、「
禁
欲
の
」
弊
衣
、「
酒
に
ま
み
れ
た
」

弊
衣
、
そ
し
て「
欠
点
を
隠
す
」
弊
衣
の
六
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
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順
を
追
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

２・１・１　
「
羊
毛
の
」
弊
衣 kherqe-ye pashm

in, kherqe-ye pashm
ine

　

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、一一
世
紀
に
は
ま
だ
自
制
さ
れ
て
い
た
羊
毛
の
弊
衣
は
、ハ
ー

フ
ェ
ズ
が
生
を
享
け
た
一
四
世
紀
に
は
、
革
新
者
や
異
端
者
ま
た
は
羊
泥
棒
と
疑
わ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
る
一
種
の
証
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
最
初
の
ベ
イ
ト
を
見
て
み
よ
う
。

私
は
羊
毛
の
弊
衣
で
、
巻
き
毛
の
甲
冑
ま
と
う
、
か
の
愛
し
い
人
を
ど
う
し
て
輪

な
わ
に
か
け
ら
れ
よ
う
か

睫
毛
の
矢
で
剣
士
ら
の
心
を
射
た
あ
の
人
を
（
ガ
ザ
ル一
四
九
）

こ
の
ベ
イ
ト
は
、「
敬
虔
な
神
秘
主
義
修
行
者
た
る
私
、
そ
の
証
し
と
し
て
羊
毛
の
弊

衣
を
纏
っ
て
い
る
私
に
は
、
心
を
寄
せ
る
人
に
こ
ち
ら
を
振
り
向
か
せ
る
こ
と
は
何
と

困
難
で
あ
る
か
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
「
こ
の
羊
毛
の
弊
衣
は
神
秘

主
義
修
行
者
の
し
る
し
と
世
間
に
は
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
偽
善
を
は
た
ら
く

手
段
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
に
外
見
だ
け
取
り
繕
っ
て
も
神
に
到
達
す
る
こ
と
な
ど

到
底
あ
り
え
な
い
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
ハ
ー
フ
ェ

ズ
が「
羊
毛
の
弊
衣
」
を
神
秘
主
義
修
行
者
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
で
は「
羊
毛
の
弊
衣
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

我
は
貧
し
く
、
酒
と
楽
師
が
欲
し
く
て
た
ま
ら
ぬ

　
あ
あ
、
羊
毛
の
弊
衣
は
抵
当
に
取
っ
て
は
も
ら
え
な
い
（
ガ
ザ
ル一
八
八
）

こ
こ
で
の
羊
毛
の
弊
衣
は
、
金
銭
的
に
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
の
第
一
章
で
創
り
上
げ
ら
れ
た
弊
衣
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
で
、
粗

末
な
ウ
ー
ル
で
ご
わ
ご
わ
と
し
た
、
み
ず
ぼ
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
外
見
ば
か
り
で
な
く
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
に
と
っ
て
、自
由
や
愛
の
象
徴
で
あ
る「
酒
」
や「
楽

師
」
と
、
欺
瞞
の
代
表
格
で
あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
纏
う「
弊
衣
」
と
で
は
、
全
く

釣
り
合
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
、取
引
を
す
る
理
由
す
ら
全
く
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。「弊

衣
を
酒
代
に
充
て
る
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
詳
し
く
と
り
あ
げ
る
こ
と

に
し
た
い
。

　

次
に
挙
げ
た
ベ
イ
ト
に
は
、
羊
毛
の
弊
衣
と
火
と
の
関
係
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て

い
る
。

　
（
シ
ェ
イ
フ
に
向
か
っ
て
）
お
前
は
私
の
火
の
よ
う
な
溜
息
を
怖
れ
な
い
の
か

　
お
前
に
は
羊
毛
の
弊
衣
が
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
？
（
ガ
ザ
ル
四
三
八
）

シ
ェ
イ
フ
と
い
う
当
時
の
偽
善
者
の
代
表
格
に
対
し
、
羊
毛
の
燃
え
や
す
い
と
い
う
特

徴
を
ふ
ま
え
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
自
ら
の
怒
り
と
や
り
き
れ
な
さ
を
火
に
譬
え
、
め
ら
め

ら
と
焼
き
尽
く
し
て
く
れ
よ
う
か
と
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
の
怖
れ
る
火

を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
効
果
的
に
用
い
て
い
る
と
い
え
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
は
、
火
が
羊
毛
の
弊
衣
を
焼
く
と
い
う
同
一
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
い

る
も
の
の
、
こ
こ
で
弊
衣
を
纏
っ
て
い
る
の
は
シ
ェ
イ
フ
で
は
な
く
ハ
ー
フ
ェ
ズ
自
身
で

あ
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
捨
て
よ
、
も
し
も
我
ら
が
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火
の
溜
息
を
つ
き
な
が
ら
隊
商
の
あ
と
を
つ
い
て
き
た
な
ら
ば
（
ガ
ザ
ル
三
五
九
）

羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
自
分
ま
で
も
が
燃
え
て
し
ま

わ
な
い
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
サ
マ
ー
の
際
の「
弊
衣
を
投
げ
捨
て
る
」
か
ら
類
推
し
て
、

今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
、
よ
り
良
い
自
分
を
目
指
す
よ
う
に
と
い
う
忠
告
と
も

受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
に
お
い
て
も
、
羊
毛
の
弊
衣
を
纏
っ
て
い
る
の
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
の「
火
」
は
上
記
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
の
火
と
は
異
な
り
、「
怒
り
」
の
火
で
は
な
く
、

「
偽
善
」
の
火
な
の
で
あ
る
。

　

禁
欲
と
い
う
偽
善
の
火
は
信
仰
と
い
う
収
穫
の
山
を
焼
く

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
こ
の
羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
て
去
れ
（
ガ
ザ
ル
三
九
九
）

こ
こ
で
の「
羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
る
」
と
い
う
行
為
に
は
、
信
仰
と
い
う
、
人
間
に

と
っ
て
大
切
な
も
の
を
守
り
育
て
る
べ
き
修
行
者
や
導
師
に
信
頼
を
よ
せ
て
は
な
ら
ぬ
、

彼
ら
か
ら
遠
ざ
か
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
想
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。

　

同
じ
よ
う
な
主
張
、
す
な
わ
ち
シ
ェ
イ
フ
や
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
か
ら
距
離
を
置
こ
う
、

別
種
の
人
間
と
み
な
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
主
張
は
、
次
の
ベ
イ
ト
に
も
う
か
が
わ
れ

る
。

　

羊
毛
の
弊
衣
を
脱
い
で
、
澄
ん
だ
酒
を
飲
め

　

銀
で
白
銀
の
よ
う
な
胸
の
美
女
を
か
き
抱
く
が
よ
い
（
ガ
ザ
ル
五
二
）

　
こ
の
ベ
イ
ト
の 「
羊
毛
の
弊
衣
」を
表
す
語
は
、ス
ー
フṣuf

と
い
う
語
で
あ
る
。
ハ
ー

フ
ェ
ズ
は
五
百
近
い
ガ
ザ
ル
の
中
で
、
た
だ
一
度
だ
け
こ
の
ベ
イ
ト
で
ス
ー
フ
と
い
う
語

を
用
い
て
い
る
。「
ス
ー
フ
を
纏
う
者
」
と
い
う
意
味
の
「
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
い
う
語

内
部
に
偽
善
・
欺
瞞
の
香
り
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
こ
の
語
の

多
用
を
避
け
、
聞
き
手
に
ス
ー
フ
ィ
ー
を
想
起
さ
せ
た
り
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
い
う
階
層

を
名
指
し
で
直
接
攻
撃
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
自
分
は
偽
善
・
欺
瞞
の
徒
で
は
な
い
、
ま
た
は
そ
う
は
あ
り
た
く
な
い
、

と
強
く
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の「
羊
毛
の
弊
衣
を
脱
ぐ
」
と
い
う
行
為
を

サ
マ
ー
の
儀
式
に
は
め
こ
ん
で
み
る
と
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
が「
ス
ー
フ
ィ
ー
然
と
し
て
い
る
姿
」

よ
り
も
「
お
酒
を
飲
ん
で
楽
し
く
過
ご
す
姿
」
を
人
間
的
に
よ
り
上
級
と
捉
え
て
い

る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。

２・１・１　
「
青
い
」
弊
衣 dalq-e azraq-fām

　

青
い
弊
衣
は
、
偽
善
の
衣
、
腹
黒
い
者
の
ま
と
う
服
と
し
て
登
場
す
る
。
ハ
ー
フ
ェ

ズ
の
次
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
で
の
青
い
弊
衣
は
、
本
稿
の
１
・１
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
弊

衣
自
体
の
歴
史
や
変
遷
を
踏
ま
え
た
上
で
の
偽
善
・
欺
瞞
の
象
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

私
に
二
心
な
く
、
私
は
澱
を
飲
む
者
た
ち
の
志
高
き
下
僕

　

青
い
衣
を
纏
う
腹
黒
き
者
た
ち
に
は
属
さ
ぬ
（
ガ
ザ
ル一
九
六
）

　

私
の
師
ゴ
ル
ラ
ン
グ
は
、
青
い
弊
衣
を
纏
う
者
た
ち
に
つ
い
て

彼
ら
の
不
実
を
暴
く
の
を
許
さ
な
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
語
る
べ
き
こ
と
は
多
い
と
い

う
の
に
（
ガ
ザ
ル一
九
九
）
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ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
黒
や
白
の
弊
衣
が
登
場
し
て
こ
な
い
の
は
、「
青
」
と
限
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
修
行
途
中
で
未
熟
で
あ
り
、
迷
い
を
払
拭
し
き

れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
様
子
と
合
わ
せ
て
、
人
間
的
に
未
熟
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
偽

善
者
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
当

時
、
一
般
の
大
衆
に
も
広
ま
っ
て
い
た
「
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
苦
難
の
旗
印
」
と
し
て

の
青
い
弊
衣
を
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
上
手
に
利
用
し
た
成
果
と
と
し
て
、
以
下
の
二
ベ
イ
ト

を
挙
げ
て
お
く
。

　

酒
杯
を
こ
の
掌
に
置
け
、
私
の
躯
か
ら

　
こ
の
青
色
の
弊
衣
を
脱
ぎ
捨
て
よ
う
（
ガ
ザ
ル
八
）

私
は
悪
口
を
言
わ
ぬ
し
、
不
正
を
働
こ
う
と
も
思
わ
な
い

他
人
の
衣
服
を
黒
く
も
し
な
い
し
、
自
分
の
弊
衣
を
青
く
も
し
な
い

（
ガ
ザ
ル
三
七
一
）

他
人
を
不
幸
に
陥
れ
よ
う
と
か
、
偽
善
・
欺
瞞
の
徒
と
群
れ
を
同
じ
く
し
よ
う
と
は

毛
頭
考
え
て
い
な
い
と
い
う
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
一
人
の
人
間
と
し
て
の
潔
い
決
心
が
う
か

が
わ
れ
る
詩
句
と
い
え
よ
う
。

２・１・３　
「
つ
ぎ
は
ぎ
の
」
弊
衣 dalq-e m

olam
m
a‘

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
こ
の
表
現
に
込
め
た
意
味
合
い
と
は
、
弊
衣
と
い
う
衣
服
に
時
代
と

と
も
に
神
聖
さ
が
付
加
し
た
こ
と
を
悪
用
し
、
敬
虔
か
つ
熱
心
な
神
秘
主
義
者
で
あ

る
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
故
意
に
つ
ぎ
は
ぎ
の
服
を
纏
っ
て
自
ら
を
誇
示
す
る
、
い
わ
ゆ

る
似
非
神
秘
主
義
者
の
「
つ
ぎ
は
ぎ
し
て
斑
に
な
っ
た
服
」
で
あ
る
。

私
は
バ
ラ
の
よ
う
な
色
合
い
の
こ
の
弊
衣
を
燃
や
す
だ
ろ
う

酒
を
売
る
老
師
が
わ
ず
か
の
酒
代
と
し
て
と
っ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば

（
ガ
ザ
ル
二
二
四
）

　
こ
こ
で
は
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
は
あ
ま
り
に
み
す
ぼ
ら
し
く
一
口
の
酒
代
に
も
な
ら

な
い
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
う
た
っ
て
い
る
。
全
く
同
じ
主
旨
で
次
の
ベ
イ
ト
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

私
は
い
つ
か
こ
の
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
お
う

　

老
い
た
酒
売
り
も
酒
代
と
し
て
取
っ
て
く
れ
な
い
の
だ
か
ら
（
ガ
ザ
ル一
四
五
）

　

次
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
も
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
が
似
非
神
秘
主
義
者
の
代
名
詞
的
存
在

で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
と
は
偽
善
の
象
徴
な

の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
を
纏
う
者
に
紅
の
酒
は
罪
と
は
い
え

　

責
め
る
な
、
私
は
酒
で
偽
善
を
洗
い
流
す
の
だ
か
ら
（
ガ
ザ
ル
三
七
三
）

　
（
神
秘
主
義
者
た
ち
は
）
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
の
下
に
投
げ
縄
を
持
っ
て
い
る

　

袖
短
き
者
た
ち
の
厚
顔
ぶ
り
を
見
よ
（
ガ
ザ
ル
三
九
五
）
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２・１・４　
「
禁
欲
の
」
弊
衣 

　
　
　
　

kherqe-ye zohd, kherqe-ye taqvā, kherqe-ye parhiz

　

禁
欲
の
弊
衣
は
、当
時
の
神
秘
主
義
修
行
者
た
ち
の
姿
の
象
徴
で
あ
る
。
語
を
補
っ

て
説
明
す
る
な
ら
ば「
禁
欲
と
み
せ
か
け
て
い
る
弊
衣
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言

す
れ
ば「
欺
瞞
の
弊
衣
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
そ
な
た
の
禁
欲
の
弊
衣
を
燃
や
せ

　

私
が
火
に
な
っ
て
も
そ
れ
に
燃
え
移
る
こ
と
は
な
い
（
ガ
ザ
ル
三
二
三
）

禁
欲
の
弊
衣
は
偽
り
の
敬
虔
さ
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
由
を
束
縛
す
る
だ
け

で
無
意
味
な
戒
律
や
役
に
立
た
な
い
理
性
の
象
徴
で
も
あ
る
。
愛
と
理
性
の
間
で
迷

い
、
揺
れ
動
き
、
彷
徨
う
人
間
の
様
子
を
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
各
々
を
象
徴
す
る
代
表
と

い
え
る「
酒
杯
」
と「
禁
欲
の
弊
衣
」
の
二
つ
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、次
の
よ
う
に
う
た
っ

て
い
る
。

禁
欲
の
弊
衣
と
酒
杯
と
は
相
容
れ
ぬ
と
も

私
は
愛
し
い
そ
な
た
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
も
考
え
て
い
る

（
ガ
ザ
ル
四
〇
三
）

そ
し
て
こ
の
葛
藤
の
中
で
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
軍
配
を
上
げ
る
の
は
当
然
、
愛
で
あ
る
。

　

私
の
禁
欲
の
弊
衣
は
酒
場
の
水
で
流
さ
れ

　

私
の
理
性
の
館
は
酒
場
の
火
で
焼
か
れ
た
（
ガ
ザ
ル一
八
）

し
た
が
っ
て
、
想
い
を
よ
せ
る
人
の
身
に
つ
け
て
い
る
衣
服
は
、
ど
ん
な
に 

「
禁
欲
の

弊
衣
」
を
積
ん
で
も
見
合
わ
な
い
ほ
ど
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
次
の
ベ
イ
ト
の
「
一
千
着
」
は「
非
常
に
多
く
の
」
と
い
う
意
味
を
表
す
の
で
あ
り
、

正
確
に
数
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

美
女
た
ち
の
綻
び
た
シ
ャ
ツ
に

敬
虔
の
衣
服
と
禁
欲
の
弊
衣
が
一
千
着
も
捧
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
！

（
ガ
ザ
ル
二
六
〇
）

２・１・５　
「
酒
で
汚
れ
た
」
弊
衣 kherqe-ye m

ey-ālud, kherqe-ye ālude

　

本
来
で
あ
れ
ば
ス
ー
フ
ィ
ー
の
弊
衣
は
外
見
が
み
す
ぼ
ら
し
く
と
も
神
聖
で
あ
る
は

ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
酒
に
ま
み
れ
て
し
み
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ス
ー

フ
ィ
ー
が
酒
を
飲
ん
で
い
る
、
も
し
く
は
酒
場
に
出
入
り
し
て
い
る
と
い
う
揺
る
ぎ
な

い
証
拠
と
な
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
る
偽
善
・
背
信
行
為
で
あ
る
。

　

次
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
は
、
い
わ
ば「
世
間
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
」
に
対
す
る
羞
恥

の
念
を
強
く
感
じ
て
い
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
気
持
ち
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。

酒
で
汚
れ
た
自
分
の
弊
衣
が
私
は
恥
ず
か
し
い

そ
れ
に
多
く
の
奸
計
を
用
い
て
偽
善
の
つ
ぎ
を
あ
て
て
い
る
の
だ
か
ら

（
ガ
ザ
ル
三
〇
五
）

　

酒
に
汚
れ
た
弊
衣
を
纏
っ
て
あ
ま
り
に
善
良
ぶ
っ
た
た
め
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私
は
酌
人
の
頬
と
紅
の
酒
に
恥
じ
て
い
る
（
ガ
ザ
ル
三
四
七
）

し
か
し
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
が「
私
」「
自
分
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
の
行
為
は
、必
ず
し
も
ハ
ー

フ
ェ
ズ
に
限
ら
れ
た
行
為
で
は
な
い
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
の
ベ
イ
ト
で
も「
酒
で
汚
れ
た
弊
衣
」
を
纏
っ
て
い
る
の
は
、表
現
上
は
確
か
に
ハ
ー

フ
ェ
ズ
な
の
だ
が
、
神
秘
主
義
者
た
ち
に
対
す
る
皮
肉
や
あ
て
つ
け
・
あ
て
こ
す
り
と

解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
酒
杯
の
徒
と
弊
衣
の
徒
が
属
す
る
矛
盾
し
た
二
つ
の

社
会
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
風
刺
的
な
表
現
こ
そ
が
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
詩
の
醍
醐
味
と
い

え
る
の
で
あ
る

42
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
酒
に
汚
れ
た
こ
の
弊
衣
を
自
ら
着
た
の
で
は
な
い

　
お
お
清
ら
な
シ
ェ
イ
フ
よ
、
私
を
赦
し
給
え
（
ガ
ザ
ル
五
）

次
の
例
で
は
、 「
酒
に
汚
れ
た
弊
衣
」
は
欺
瞞
の
象
徴
と
い
う
よ
り
は
、 「
求
道
者
の
迷

い
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
酒
」
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
に
と
っ
て
自
由
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
。
自
由
に
生
き
よ
う
と
す
る
と
厳
し
い
戒
律
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
、か
と
い
っ

て
自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
は
た
ま
ら
な
い
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
修
行

僧
、
ひ
い
て
は「
人
間
」
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
が
重
な
っ
て
み
え
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ

う
か
。

　

昨
夜
私
は
寝
ぼ
け
眼
で
酒
場
の
戸
口
へ
行
っ
た

　

弊
衣
は
汚
れ
て
お
り
、
礼
拝
の
敷
物
は
酒
で
染
ま
っ
て
い
た

　

酒
を
売
る
美
少
年
が
が
っ
か
り
し
た
様
子
で
や
っ
て
来
て

　
こ
う
言
っ
た「
目
を
覚
ま
せ
、
さ
あ
寝
ぼ
け
眼
の
求
道
者
よ
」

　

身
を
清
め
よ
、
な
ぜ
な
ら
美
女
の
館
が

　
そ
な
た
に
よ
っ
て
こ
の
汚
れ
た
庵
に
な
ら
な
い
よ
う
（
ガ
ザ
ル
四
一
四
）

こ
こ
で
の「
酒
を
売
る
美
少
年
」
こ
そ
が
、
本
来
あ
る
べ
き
導
師
の
姿
で
あ
り
、
汚
れ

て
い
る
の
は
美
女
た
ち
の
居
る
酒
場
で
は
な
く
、
僧
庵
の
方
な
の
で
あ
る
と
ハ
ー
フ
ェ

ズ
は
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
は
、
酒
場
が
厳
し
い
制
約
を
う
け
、
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
を
嘆
い
た
ガ
ザ

ル
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

涙
で
弊
衣
の
酒
を
洗
い
流
そ
う

　

今
は
節
制
の
季
節
、
禁
欲
の
日
々
（
ガ
ザ
ル
四
二
）

詩
人
は
、
酒
を
弊
衣
か
ら
洗
い
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
を
不
本
意
に
感
じ
、
悲
哀
す

ら
感
じ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
偽
善
の
象
徴
で
あ
る「
弊
衣
」
に
し
み
の
よ
う

に
つ
い
た「
酒
」
は
偽
善
を
悪
と
み
な
す
精
神
を
、
さ
ら
に
は
酒
が
暗
示
す
る「
自
由
」

を
謳
歌
し
な
が
ら
外
面
と
内
面
を
一
致
さ
せ
、
裏
表
の
な
い
人
間
に
な
ろ
う
と
い
う
気

概
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
酒
に
汚
れ
た
弊
衣
」
は
、
自
由
と
制
約

と
い
う
二
極
の
狭
間
で
苦
し
み
悩
み
も
が
く
人
間
の
姿
を
も
象
徴
し
て
い
る
と
結
論
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
詩
人
の
精
神
の
奥
深
く
か
ら
の
、

心
の
奥
底
か
ら
の
叫
び
な
の
で
あ
る
。

２・１・６　
「
欠
点
を
隠
す
」
弊
衣 kherqe-ye ʻeyb-e nehān

　

女
性
の
纏
う
チ
ャ
ー
ド
ル
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
ぼ
ろ
隠
し
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
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あ
る
い
は
身
を
隠
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
弊
衣
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
弊
衣
は
通
常
は
一
番
上
に
纏
う
衣
服
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
と
と
も
に
似
非
神
秘
主
義
者
た
ち
が
ひ
け
ら
か
し
て

一
番
上
に
故
意
に
人
目
に
つ
く
よ
う
に
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
揶
揄
す
る
意
味
合
い

も
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
人
間
誰
し
も
、
つ
い
誘
惑
に
負
け
て
し

ま
う
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
弱
点
や
欠
点
が

あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
弊
衣
を
着
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
世
間
は
敬
虔
な

修
行
者
、
自
ら
の
弱
点
を
克
服
し
た
敬
虔
な
人
物
と
判
断
し
て
く
れ
る
た
め
、
自
ら

の
欲
求
を
完
全
に
隠
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
挙
げ
る
三
つ
の
ベ
イ
ト
に
登
場
す
る「
欠
点
を
隠
す
弊
衣
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　

私
の
欠
点
を
隠
せ
、
酒
に
染
ま
っ
た
弊
衣
よ

　

気
を
つ
け
て
お
く
れ
、
貞
淑
で
清
ら
な
人
が
こ
こ
に
会
い
に
来
た
（
ガ
ザ
ル一
六
七
）

多
く
の
欠
点
を
隠
す
弊
衣
を
私
は
持
っ
て
い
た
が

弊
衣
は
酒
と
楽
師
の
抵
当
に
な
り
、
異
教
徒
の
し
る
し
の
帯（
私
の
悪
評
）
が
残
っ

た
（
ガ
ザ
ル一
五
七
）

　

私
が
弊
衣
を
纏
う
の
は
、
信
心
の
た
め
で
は
な
く

　

数
多
の
欠
点
を
覆
い
隠
す
た
め
（
ガ
ザ
ル
三
三
二
）

こ
こ
に
挙
げ
た
三
つ
の
ベ
イ
ト
が
と
も
に「
私
の
弊
衣
」
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
い
う
詩
人
の
表
現
行
為
の
中
で
起
き
た
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
。

自
分
に
欠
点
が
あ
る
、
人
間
と
は
弱
い
も
の
と
気
づ
い
て
い
る
の
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
だ
け
で

あ
る
か
ら
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ス
ー
フ
ィ
ー
を
は
じ
め
と
す
る

偽
善
の
徒
は
、
自
分
の
未
熟
さ
に
気
づ
か
ず
、
た
と
え
気
づ
い
て
も
そ
れ
を
認
め
な
い
、

認
め
た
く
は
な
い
と
い
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
達
す
る
た
め
の
、
控
え
め
だ

が
芯
の
あ
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
的
を
得
た
主
張
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
か
ろ
う

か
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の「
弊
衣
」
は
、
外
見
で
明
白
に
そ
れ
と
わ
か
る
特

徴
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
偽
善
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ

の
感
情
が
端
的
に
表
現
さ
れ
、
大
き
な
怒
り
と
し
て
集
約
さ
れ
て
い
る
の
が
、こ
の「
偽

善
の
弊
衣
」
で
あ
り
、
有
名
な
次
の
ベ
イ
ト
に
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
こ
う
し
た
想
い
が
一

段
と
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

私
の
心
は
僧
庵
と
偽
善
の
弊
衣
に
厭
き
た

　

異
教
徒
の
寺
院
は
い
ず
こ
、
美
酒
は
い
ず
こ
（
ガ
ザ
ル
二
）

２・２　
弊
衣
の
扱
い
に
よ
る
分
類

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
に
お
け
る「
弊
衣
」
の
扱
い
は
、「
弊
衣
を
下
賜
す
る
」
こ
と
、「
弊

衣
を
裂
く
」 「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」
あ
る
い
は 

「
弊
衣
を
脱
ぐ
」
こ
と
、 「
弊
衣
を
燃

や
す
」
こ
と
、「
弊
衣
を
酒
代
に
あ
て
る
」
こ
と
、「
弊
衣
を
酒
で
洗
う
」
こ
と
の
五
種

類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
順
に
追
い
な
が
ら
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ

の
意
図
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

２・２・１　
「
弊
衣
を
下
賜
す
る
」
こ
と

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
パ
ト
ロ
ン
の
一
人
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
を
讃
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え
た
ガ
ザ
ル
の
中
の
一
ベ
イ
ト
で
あ
り
、
１・２
で
見
て
き
た「
弊
衣
着
用
」
の
慣
習
を

踏
ま
え
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
秘
主
義
道
の
慣
習
が
、
広
く
一
般
に
も
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
し
と
い
え
よ
う
。

　
あ
な
た
の
若
き
運
が
ぼ
ろ
を
纏
う
老
い
た
大
空
か
ら

　

蒼
い
弊
衣
を
受
け
る
ほ
ど
に
生
き
長
ら
え
給
え
（
ガ
ザ
ル
二
八
〇
）

た
だ
し
、
こ
こ
の「
蒼
い
弊
衣
」
は
天
空
の
色
合
い
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
偽
善
の
象

徴
の「
青
い
弊
衣
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

２・２・２　
「
弊
衣
を
裂
く
」「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」
あ
る
い
は「
弊
衣
を
脱
ぐ
」
こ
と

　

弊
衣
の
こ
う
し
た
扱
い
は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
サ
マ
ー
と
い
う
神
秘
主
義
の

修
行
の
中
で
、
忘
我
の
境
地
に
至
っ
た
際
に
自
然
と
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
求
道

者
が
神
に
一
瞬
で
も
相
ま
み
え
た
と
感
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
至
福
の
一
瞬
で
あ
り
、

魂
を
突
き
上
げ
る
よ
う
な
激
し
い
喜
び
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
弊
衣
を
裂
く
」
と
い
う
、
サ
マ
ー
で
忘
我
の
境
地
に
達
し
て
最
初
に
行
わ
れ

る
行
為
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
次
の
例
は「
弊
衣
」
で
は
な
く「
服
」
と
し
か

表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
サ
マ
ー
で
ス
ー
フ
ィ
ー
が
弊
衣
を
裂
く
と
い
う
行
為
か
ら
連

想
し
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
す
ら
り
と
し
た
糸
杉
の
よ
う
な
あ
の
愛
し
い
人
が
サ
マ
ー
に
現
れ
れ
ば

　

生
命
の
衣
を
引
き
裂
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
（
ガ
ザ
ル一
三
三
）

　
二
番
目
の
例
は
、
歓
喜
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
激
し
い
怒
り
に
よ
っ
て
弊
衣
を
引
き

裂
く
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
文
学
で
は
、
伝
統
的
に
、
激
し
い
喜
び
の
あ
ま

り
衣
服
を
裂
く
と
い
う
表
現
も
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
激
し
い
悲
し
み
、
嘆
き
に
よ
っ
て

衣
服
を
裂
く
と
い
う
表
現
も
存
在
す
る

43
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
怒
り
の
対
象
が
偽
善
や
欺

瞞
、
不
正
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

私
は
こ
の
偽
善
の
弊
衣
を
引
き
裂
こ
う
、
他
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か

汚
ら
わ
し
い
者
ど
も
と
交
わ
る
な
ど
、
魂
に
は
痛
ま
し
い
ほ
ど
の
拷
問
だ
（
ガ
ザ

ル
三
六
〇
）

弊
衣
を
裂
い
た
後
に
、「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て「
頭
か

ら
弊
衣
を
脱
ぐ
」
と
い
う
行
為
が
続
く
。
次
の
ベ
イ
ト
で
は「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
弊
衣
を
う
ち
捨
て
よ
、
さ
れ
ば
救
わ
れ
る
や
も
し
れ
ぬ

火
は（
修
行
者
の
）
奇
跡
と
い
う
偽
善
か
ら
燃
え
さ
か
っ
た
の
だ
か
ら

（
ガ
ザ
ル
二
八
）

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
サ
マ
ー
と
の
関
連
よ
り
も
、
単
に
自
分
の
身
か
ら
引
き
離
し
て

そ
れ
と
の
関
係
を
断
つ
と
い
う
意
図
の
方
が
前
面
に
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
初
期
の
神
秘
主
義
修
行
者
た
ち
の
神
聖
さ
を
悪
用
し
て
偽
善
を
は
た

ら
く
求
道
者
た
ち
が
増
え
て
き
た
時
代
に
生
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
、
彼
ら
の
象
徴
で
あ

る「
弊
衣
」
か
ら
身
を
遠
ざ
け
な
い
と
、
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
と
警
告
す
る
か
の

よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
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し
か
し
、
次
の
ベ
イ
ト
は
サ
マ
ー
の
儀
式
自
体
を
意
識
し
て
い
る
ベ
イ
ト
で
あ
る
こ

と
が
明
白
で
あ
る
。

　
サ
マ
ー
の
集
い
に
来
て
、
弊
衣
を
脱
い
で
踊
れ

　
さ
も
な
く
ば
、
片
隅
に
行
っ
て
私
の
弊
衣
を
被
れ
（
ガ
ザ
ル
二
五
二
）

こ
こ
で
は
相
手
に
対
し
て
、
サ
マ
ー
で
忘
我
の
境
地
に
達
し
て
今
身
に
つ
け
て
い
る
弊

衣
を
脱
ぎ
去
っ
て
喜
び
に
舞
い
踊
る
か
、
も
し
く
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
弊
衣
を
着
て
部
屋

の
隅
に
引
っ
込
む
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
偽
善
の
衣
だ
け
は
纏
っ
て
く
れ
る
な
と
語
り

か
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
具
体
例
を
見
て
く
る
と
、
弊
衣
を「
裂
く
」
と
い
う
行
為
も「
捨
て
る
」

と
い
う
行
為
も
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
の
中
で
は
、
サ
マ
ー
に
お
け
る
段
階
的
な
側
面
よ

り
も
、
精
神
的
に
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
に
移
り
、
も
う
元
の
状
態
へ
は
戻
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
包
括
的
に
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
破
く
、
捨
て
る
と
い
う

行
為
は
、「
今
の
私
は
過
去
の
状
態
へ
は
決
し
て
戻
れ
は
し
な
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す

行
為
な
の
で
あ
る
。

２・２・３　
「
弊
衣
を
燃
や
す
」
こ
と

　
こ
の
慣
習
は
、
初
期
の
神
秘
主
義
作
品
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
た
め
、
古
く
か
ら

の
慣
習
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
初
め
て
神
秘
主
義
を
取
り
入

れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
サ
ナ
ー
イ
ー Abol-M

ajd M
ajdud b. Ādam

 Sanāʼi Ghaznavi

（
一
〇
七
四-

一
一
三
四
）
以
降
、
ア
ッ
タ
ー
ル Faridod-D

in M
o ḥam

m
ad ʻAṭṭār 

N
ishāburi

（
一一
四
五
？-

一
二
二
一
）、
サ
ア
デ
ィ
ー Abu M

o ḥam
m

ad M
osharrefod-

D
in b. M

o ṣle ḥ b. ʻAbdollāh

（
一
二
一
〇
頃-

九
二
頃
）、
ル
ー
ミ
ー Jalālod-D

in 

M
o ḥam

m
ad Balkhi Rum

i

（
一
二
〇
七-

七
三
）
と
い
っ
た
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
史
上
に

残
る
偉
大
な
詩
人
た
ち
の
作
品
の
中
で
も
、
こ
の「
弊
衣
を
燃
や
す
こ
と
」
に
つ
い

て
の
記
述
が
目
に
留
ま
る
よ
う
に
な
る

44
。
例
え
ば
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の『
鳥
の
言
葉 

M
an ṭeqo ṭ- Ṭeyr

』の
中
の
シ
ェ
イ
フ・サ
ン
ア
ー
ン Sheykh Ṣan‘ān

の
逸
話
に
次
の
フ
レ
ー

ズ
が
見
ら
れ
る
。

　
シ
ェ
イ
フ
（
サ
ン
ア
ー
ン
）
が
異
教
徒
の
し
る
し
の
帯
の
輪
の
中
に
入
っ
た
時

　

彼
は
弊
衣
に
火
を
つ
け
、
事
を
始
め
た

45

高
名
な
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
導
師
で
あ
っ
た
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
は
、
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
の
娘
に
恋
を
し
、
社
会
的
名
声
も
地
位
も
抛
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
彼
女

の
命
じ
る
ま
ま
に
次
々
と
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
禁
忌
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。聖
典
コ
ー

ラ
ン
に
火
を
放
ち
、
酒
を
飲
み
、
偶
像
に
向
か
っ
て
跪
拝
を
し
、
非
ム
ス
リ
ム
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
こ
こ
で
用
い
た「
弊
衣
に
火
を
つ
け
た
」

と
は
、「
敬
虔
で
模
範
的
な
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
以
前
の
状
態
に
は
戻
ら
な
い
」
と
い
う

意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

サ
マ
ー
に
お
い
て「
弊
衣
を
燃
や
す
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
り
約
一
世

紀
前
に
、同
じ
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
詩
人
と
し
て
名
を
馳
せ
た
サ
ア
デ
ィ
ー
の
教
訓
詩
集『
果

樹
園 Bustān

』
に
も
、

　

時
に
安
ら
ぎ
片
隅
に
て
弊
衣
を
縫
い

　

時
に
集
ま
り
に
て
熱
狂
し
弊
衣
を
焼
く
が
よ
い

46
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と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
ま
た
ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
詩
最
高
峰
に
君
臨
す
る

一
三
世
紀
の
ル
ー
ミ
ー
も
、

　

私
は
十
万
も
の
弊
衣
を
情
熱
に
よ
っ
て
縫
い
上
げ
た

　
だ
が
君
に
恥
じ
て
そ
れ
は
全
て
一
気
に
燃
え
て
し
ま
っ
た

47

と
う
た
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
一
四
世
紀
の
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
ど
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
初

の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

弊
衣
に
火
を
つ
け
よ
、
酌
人
の
眉
の
ご
と
き
弧
は

　
イ
マ
ー
ム
の
メ
ヘ
ラ
ー
ブ
の
一
隅
を
打
ち
砕
く
（
ガ
ザ
ル
九
〇
）

メ
ヘ
ラ
ー
ブ
と
は
、
集
団
礼
拝
の
際
導
師
（
イ
マ
ー
ム
）
が
立
つ
場
所
の
頭
上
に
あ
る

ア
ー
チ
状
の
覆
い
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
麗
人
の
眉
が
こ
の
メ

ヘ
ラ
ー
ブ
に
譬
え
ら
れ
て
き
た
。
敬
虔
さ
に
享
楽
が
打
ち
勝
っ
た
と
解
釈
で
き
る
ベ
イ

ト
で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
真
意
は
、
見
か
け
倒
し
の
敬
虔
さ
よ
り
正

直
な
想
い
が
勝
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
弊
衣
を
燃
や
せ
と
命
じ
て
い

る
の
は
、
正
直
で
あ
れ
と
い
う「
人
間
」
の
心
の
声
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
の
二
つ
の
例
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
代
表
さ
れ
る
偽
善
の
輩
を「
贋
金
」
に
譬
え
て
い

る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
想
い
を
寄
せ
る
対
象
を
神
と
考
え
れ
ば
、
偽
善
者
の
見
分
け
が
つ

く
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
人
間
だ
と
す
れ
ば
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
そ
の
利
発
さ
に

多
少
驚
愕
の
念
を
抱
き
な
が
ら
も
、
称
賛
の
眼
差
し
で
熱
く
見
つ
め
て
い
た
に
違
い
な

い
。　

（
愛
し
き
人
は
）
艶
っ
ぽ
く
こ
う
言
っ
た
「
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
さ
あ
弊
衣
を
燃
や
し

な
さ
い
」　
お
お
神
よ
、
彼
女
は
こ
の
贋
金
の
見
分
け
方
を
誰
か
ら
学
ん
で
い
た
の

か
（
ガ
ザ
ル
二
〇
五
）

　
ス
ー
フ
ィ
ー
の
現
金
が
み
な
純
粋
で
清
ら
か
と
は
限
ら
な
い

　

何
と
多
く
の
弊
衣
が
燃
や
す
に
値
す
る
こ
と
か
（
ガ
ザ
ル一
五
五
）

世
の
中
に
は
何
と
偽
善
が
横
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
と
嘆
く
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
様

子
が
目
に
浮
か
ぶ
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
挙
げ
る
ベ
イ
ト
は
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
の
議
論
の
的
と
な
っ
て
き
た
有
名
な

ベ
イ
ト
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
詩
句
で
あ
る
。

　

m
ājarā kam

 kon o bāz ā ke m
arā m

ardom
-e chashm

　

kherqe az sar be dar āvard o be shokrāne besukht

　

語
り
合
っ
て
和
解
し
、
来
る
が
よ
い
、
我
が
瞳
は

　

弊
衣
を
脱
ぎ
、
感
謝
し
て
そ
れ
を
燃
や
し
た
（
ガ
ザ
ル一
八
）

　
ベ
イ
ト
の
始
ま
り
の
語
「
マ
ー
ジ
ャ
ラ
ー
」
と
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
慣
習
の
一つ
で
あ

る
。口
論
の
結
果
、互
い
に
不
愉
快
な
思
い
を
し
て
い
る
二
人
の
修
行
者
も
し
く
は
ス
ー

フ
ィ
ー
が
、
親
し
い
者
同
志
と
し
て
の
率
直
な
口
論
に
よ
っ
て
和
解
・
仲
直
り
を
す
る

と
い
う
意
味
合
い
を
含
む
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
ベ
イ
ト
は「
文
句
を
率
直
に
ぶ
つ
け
あ
っ

て
不
平
を
減
ら
し
機
嫌
を
な
お
し
な
さ
い
。
私
の
以
前
の
状
態
・
地
位
の
象
徴
で
あ
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る
わ
が
瞳
は
、
お
前
に
対
し
て
不
満
を
も
っ
て
い
た
弊
衣
を
脱
ぎ
捨
て
、
喜
ん
で
感
謝

さ
え
し
て
弊
衣
を
燃
や
し
た
。
だ
か
ら
私
は
も
う
二
度
と
不
平
を
こ
ぼ
し
は
し
な
い
」

と
解
釈
で
き
る
ベ
イ
ト
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
瞳
は
見
る
、
見
つ
め
る
と
い
う
行
為
を

担
う
部
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
常
は「
再
び
や
っ
て
く
る
、
戻
っ
て
く
る
」
と
い
う

期
待
を
象
徴
す
る

48
の
だ
が
、
そ
の
瞳
が
も
う
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
は
な
い
と
表
現

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
言
葉
遣
い
の
巧
み
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

最
後
の
例
に
は
、
レ
ン
ド
が
登
場
す
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
言
う
レ
ン
ド
と
は
、
本
能

に
し
た
が
っ
て
、
時
に
図
々
し
い
ほ
ど
に
皮
肉
っ
ぽ
く
、
時
に
つ
つ
ま
し
く
、
目
先
の

こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
に
精
神
的
に
豊
か
に
楽
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
生
身
の
人
間
を

さ
す
と
考
え
ら
れ
る

49
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
お
い
て
は
、
一
種
の
理
想
的
人
間
像
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
お
お
、
求
道
の
修
行
者
よ
、
弊
衣
を
燃
や
し
た
の
だ
か
ら

　

努
め
て
世
の
レ
ン
ド
た
ち
の
長
と
な
る
が
よ
い
（
ガ
ザ
ル
二
六
七
）

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
神
秘
主
義
の
修
行
者
を
や
め
る
の
な
ら
、
い
っ
そ
理
想
的
な
人
間
で

あ
る
レ
ン
ド
を
率
い
束
ね
る
者
と
な
れ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
志
高
く
あ
れ
」
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
例
か
ら
判
断
す
る
と
、「
弊
衣
を
焼
く
こ
と
」
と
は「
弊
衣
を
断
ち
二
度

と
身
に
つ
け
な
い
」
す
な
わ
ち
「
以
前
の
地
点
、状
態
に
は
戻
ら
な
い
」
と
解
釈
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
実
際
に
火
の
中
に
投
げ
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

50
。
つ
ま
り
、

「
弊
衣
を
燃
や
す
」
と
い
う
表
現
は
、
前
項
の「
弊
衣
を
裂
く
」「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」

と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
単
な
る
表
現
上
の
差
異
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

２・２・４　
「
弊
衣
を
酒
代
に
あ
て
る
」
こ
と

　

弊
衣
を
ま
と
う
者
た
ち
が
自
分
の
弊
衣
を
酒
場
に
質し

ち

と
し
て
入
れ
、
酒
を
得
る

と
い
う
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
神
秘
主
義
者
で
あ
る
証
と
し
て
の
弊
衣
は
、
彼
ら
を

精
神
的
に
束
縛
す
る
枷
・
拘
束
で
あ
り
、
そ
れ
を
身
か
ら
離
し
、
質
と
し
て
預
け
る

と
い
う
行
為
は
、
外
見
を
取
り
繕
う
こ
と
を
や
め
る
勇
気
を
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
、

自
由
の
象
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
、
弊
衣
は
ス
ー
フ
ィ
ー
に
と
っ
て
、
そ
の
ス
テ
ー
タ
ス
を

表
す
た
め
の
道
具
と
し
て
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
言
及

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
仮
に
と
は
い

え
手
放
す
い
う
こ
と
は
、
欺
瞞
・
偽
善
と
の
別
れ
を
意
味
し
、
真
実
と
の
出
会
い
や

人
間
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
に
気
づ
い
た
と
い
う
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

最
初
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

恋
路
を
歩
む
な
ら
悪
評
を
思
う
な

　
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
は
弊
衣
を
酒
場
の
抵
当
に
入
れ
た
（
ガ
ザ
ル
七
九
）

恋
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
に
つ
い
て
は
前
項
で
も
触
れ
た
。

敬
虔
な
ム
ス
リ
ム
が
非
ム
ス
リ
ム
へ
の
道
を
突
き
進
む
一
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ハ
ー
フ
ェ

ズ
は「
弊
衣
を
酒
場
の
抵
当
に
入
れ
る
」と
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
シ
ェ

イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
に
対
す
る
眼
差
し
に
は
温
か
み
を
感
じ
る
の
は
、
筆
者
だ
け
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
の
姿
勢
に
は
、
欺
瞞
・
偽
善
の

陰
影
が
感
じ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
潔
さ
の
よ
う
な
も
の
が
に
じ
み
出
て
い
る
か
ら
で
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あ
る
。

　

当
時
横
行
し
て
い
た
欺
瞞
や
不
正
に
対
す
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
怒
り
は
、
次
の
ベ
イ
ト

に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

　
さ
あ
、
私
の
弊
衣
は
酒
場
の
抵
当
で
あ
ろ
う
と
も

　
ワ
ク
フ
の
金
に
は
一
デ
ィ
ル
ハム
と
て
手
は
つ
け
な
い
（
ガ
ザ
ル
四
六
二
）

ワ
ク
フ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
独
特
の
財
産
寄
進
の
制
度
で
あ
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時

代
に
は
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
モ
ス
ク
や
学
舎
、
病
院
等
の
宗
教
・
厚
生
施
設
を
運
営

す
る
こ
と
が
慣
行
と
さ
れ
、
当
時
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
と
い
う
一
大
文
化
都
市
に
は
必
要
不

可
欠
な
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
制
度
を
裏
で
悪
用
し
、
流
用

す
る
輩
が
い
た
ら
し
い
こ
と
へ
の
仄
め
か
し
と
も
解
釈
で
き
る
ベ
イ
ト
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
で
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は「
弊
衣
」
に
、
ま
た
別
の
意
味
合
い
を
も
た
せ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
私
の
弊
衣
は
酒
の
抵
当
に
入
れ
る
に
か
ぎ
る

　

意
味
も
な
い
こ
の
書
物
は
美
酒
に
浸
す
に
か
ぎ
る
（
ガ
ザ
ル
四
五
七
）

「
美
酒
」
は
自
由
や
愛
の
象
徴
で
あ
る
。
書
物
は
理
性
の
象
徴
で
あ
り
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ

は
愛
に
到
達
す
る
た
め
に
は
理
性
は
不
要
で
あ
る
と
説
く
一
人
で
あ
る
。
弊
衣
は
欺
瞞

の
象
徴
で
は
あ
る
が
、「
私
の
弊
衣
」
と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
弊
衣
が
体
裁
を

取
り
繕
う
手
段
と
し
て
、
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
お
り
、
そ
れ

に
良
心
の
呵
責
を
感
じ
で
い
な
が
ら
も
纏
っ
て
し
ま
う
、
纏
わ
ざ
る
を
え
な
い
衣
服
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
束
縛
・
呪
縛
と
い
え
よ
う
。

　

次
の
ベ
イ
ト
も
ハ
ー
フ
ェ
ズ
か
ら
の
同
様
の
主
張
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　　

寛
大
さ
が
涸
れ
て
し
ま
っ
た
、
自
分
の
名
誉
を
売
っ
て
は
い
け
な
い

　

酒
と
バ
ラ
は
弊
衣
の
代
金
で
買
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
ガ
ザ
ル
二
二
五
）

自
由
と
愛
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
社
会
的
束
縛
や
実
を
伴
わ
な
い
外
見
の
み
の

名
誉
を
う
ち
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
本
来
の
人
間
と
し
て
の
名
誉
は
決
し
て

失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
か
ら
は
、
似
非
神
秘
主
義
者
で
あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
は
預
け
た
弊
衣
の
請

け
出
し
に
酒
場
を
訪
れ
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
ら
は
ま
だ
名
声
や
欲
望
に
執

着
し
て
い
る
た
め
、
取
り
返
し
に
く
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
自
由
の
大
切
さ
、
人
間

の
正
直
さ
に
目
覚
め
た「
私
」
に
は
、
請
け
出
す
必
要
な
全
く
な
く
、
弊
衣
を
預
け

た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
は
酒
の
抵
当
の
服
を
み
な
請
け
出
す
が

　

私
の
弊
衣
は
酒
場
に
残
っ
た
ま
ま
（
ガ
ザ
ル一
七
五
）

そ
し
て
ハ
ー
フ
ェ
ズ
自
身
は
、
自
分
の
弊
衣
が
酒
場
に
お
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

理
由
を
次
に
挙
げ
る
ベ
イ
ト
で
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
弊
衣
は
い
つ
も
酒
の
抵
当

　
お
そ
ら
く
彼
の
天
性
は
酒
場
の
土
で
創
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
（
ガ
ザ
ル
三
九
七
）

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
人
間
は
土
か
ら
創
造
さ
れ
た
。
自
由
の
象
徴
で
あ
る
酒
の
あ
る
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酒
場
と
い
う
場
所
の
土
と
は
、
自
由
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
性
質
を
譬
え

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
描
か
れ
る「
レ
ン
ド
」も
、ハ
ー
フ
ェ

ズ
の
こ
の
表
現
を
借
り
れ
ば「
酒
場
の
土
」
か
ら
創
ら
れ
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
い
る
の
が
次
の
ベ
イ
ト
と
い
え
る
。

　

私
が
再
び
拝
火
教
徒
の
酒
場
を
通
れ
ば

　

弊
衣
と
礼
拝
の
敷
物
の
代
金
を
す
ぐ
に
酒
に
費
や
そ
う
（
ガ
ザ
ル
三
二
七
）

　

最
後
に
挙
げ
る
次
の
例
は
、
一
見
自
嘲
的
に
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の

の
、
や
は
り
痛
烈
な
諷
刺
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
酒
場
の
中
で
私
ほ
ど
の
狂
人
は
い
な
い

　

弊
衣
も
詩
集
も
あ
ち
こ
ち
で
酒
の
抵
当
（
ガ
ザ
ル
四
八
一
）

２・２・５　
「
弊
衣
を
酒
で
洗
う
」
こ
と

　

最
後
に
、「
弊
衣
を
酒
で
洗
う
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は「
偽
善

と
い
う
け
が
れ
か
ら
身
を
清
め
る
」
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ど
う
か
私
の
弊
衣
を
酒
で
洗
い
清
め
よ

　
こ
の
状
態
で
は
芳
香
は
匂
わ
な
い
の
だ
か
ら
（
ガ
ザ
ル
二
八
七
）

ワ
イ
ン
の
香
り
自
体
も
魅
惑
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
一
方
、
弊
衣
を
ワ
イ
ン
で
洗

う
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は「
真
の
芳
香
」、
す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
の
品
格
や
清

ら
か
さ
を
身
に
つ
け
た
い
と
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

弊
衣
を
酒
で
洗
う
こ
と
に
よ
る
効
能
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
次
の

ベ
イ
ト
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　

酌
人
よ
、
酒
場
の
泉
か
ら
水
を
持
て

　

弊
衣
か
ら
僧
庵
の
高
慢
さ
を
洗
い
流
そ
う
（
ガ
ザ
ル
四
八
〇
）

「
僧
庵
の
高
慢
さ ‘ojb-e khāneqāhi

」
と
は
不
思
議
な
言
い
回
し
で
あ
る
。
本
来
神

秘
主
義
修
行
者
た
ち
の
集
う
僧
庵
に
は
、
高
慢
さ
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
に
は
、
聖
者
た
ち
の
列
伝
を
は
じ
め
と
す
る
奇
跡

譚
等
も
手
伝
い
、
僧
庵
と
は
肯
定
的
な
意
味
で「
尋
常
で
は
な
い
人
々
」
の
集
う
場
所

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
民
衆
に
よ
る
特
別
視
に
よ
り
、
僧

庵
に
は
元
来
存
在
す
る
は
ず
の
な
い
プ
ラ
イ
ド
が
蔓
延
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
、

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
非
常
に
冷
や
や
か
な
視
線
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
登
場
す
る「
弊
衣
」
と
称
さ
れ
る
衣
服
に
着
眼
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
表
現
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
意
図
を
探

る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
本
来
あ
る
べ
き
弊
衣
の
姿
が
当
時
は
ほ

ぼ
完
全
に
歪
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
我
々
は
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　

初
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
た
ち
は
、
通
常
の
信
仰
者
に
も
増
し
て
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
宗
教
的
義
務（
祈
祷
、
断
食
、
巡
礼
等
）
を
厳
格
に
励
行
し
、
奇
跡
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を
起
こ
す
等
の
霊
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
民
衆
か
ら
高
い
支
持
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
る
と
、
外
見
だ
け
を
取
り
繕
う
神
秘
主
義
者
た
ち
も
出
現
す
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ

こ
で
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
大
衆
の
目
に
も
多
く
触
れ
て
い
た
神
秘
主
義
者
た
ち
の
弊
衣

を
欺
瞞
の
象
徴
、
す
な
わ
ち
現
世
へ
の
執
着
、
地
位
や
名
誉
・
物
欲
の
現
れ
、
雑
念

に
惑
う
姿
と
み
な
し
、
自
分
の
詩
的
世
界
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
そ
れ
ま
で
の
神
秘
主
義
詩
人
と
異
な
る
の
は
、
神
秘
主
義
思
想
に
関

す
る
用
語
を
用
い
な
が
ら
、神
秘
主
義
を
う
た
っ
た
の
で
は
な
く
、社
会
の
批
判
を
行
っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。一
四
世
紀
に
生
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
に
は
ペル
シ
ア
文
化
の
中
に
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
知
識
、す
な
わ
ち
、そ
れ
な
り
の「
学
」「
教
養
」
が
備
わ
っ
て
お
り
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら「
神
秘
主
義
」
に
も
精
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
神
秘
主
義
」
に

上
手
に
乗
っ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
な
が
ら
、
実
は「
人
間
と
は
こ
の
世
で
い
か
に
生

き
る
べ
き
か
」
と
い
う
、
誰
も
が
一
度
は
考
え
る
は
ず
の
問
題
を
呈
示
し
て
い
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
み
な
ら
ず
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
の
み
な

ら
ず
、
す
べ
て
の
文
学
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

最
初
に
言
及
し
た
「
二
極
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
人
間
」
あ
る
い
は
「
ハ
ー
フ
ェ

ズ
と
い
う「
私
」
は
、
理
想
と
現
実
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
人
間
、
そ
の
振
幅
と
境
界

を
認
識
し
、
人
と
し
て
の
平
衡
を
保
と
う
と
す
る
人
間
で
あ
る
。
腐
敗
・
堕
落
し
た

社
会
の
中
で
、
こ
う
し
た
人
間
の
真
の
、
生
の
姿
と
し
っ
か
り
向
き
合
っ
て
そ
れ
を
見

つ
め
る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
き
、「
弊
衣
」
と
い
う
、
誰
に
と
っ
て
も
身
近
で
馴
染
み

深
い
言
葉
を
用
い
て
、
人
間
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
哲
学
を
盛
り
込
ん
で
詩
に
う
た

い
あ
げ
た
の
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
い
う
詩
人
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品

は
見
事
な
ま
で
の「
社
会
詩
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る

51
。

　

伝
達
活
動
が
ま
だ
不
完
全
な
時
代
、
伝
達
の
た
め
に
有
効
な
は
た
ら
き
を
も
つ
も

の
は
詩
で
あ
る
。
ど
こ
の
地
域
の
文
学
に
目
を
向
け
て
も
、
文
学
の
始
ま
り
が
韻
文

で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
に
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
詩
と
は
、
そ
の
言
語
の
美
し
さ

が
、
生
理
的
に
最
も
美
し
く
連
な
っ
て
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
綴
ら
れ
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
々
の
口
に
の
ぼ
り
や
す
く
、
記
憶
し
や
す

く
、
し
た
が
っ
て
伝
達
し
や
す
い
言
語
形
態
、
換
言
す
れ
ば「
最
も
経
済
的
な
言
語
形

態
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の「
伝
達
し
や
す
い
言
語
形
態
」
で

あ
る「
詩
」
を
用
い
て
、
情
緒
の
こ
も
っ
た
伝
達
を
意
図
し
た
場
合
、
そ
の
情
緒
的
な

言
葉̶

例
え
ば
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
欺
瞞
に
対
す
る
怒
り
の
言
葉̶

は
、
ま
さ
に
ペ
ル
シ

ア
語
の
個
性
を
作
り
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
文
学
作
品
の
代
表
的
地
位
を
占
め
て
い
る

と
い
え
る
こ
と
に
我
々
は
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
巧
み
に
用
い
ら
れ
た
情
緒
的
な

言
葉
が
、
言
語
の
個
性
を
作
り
、
言
語
の
顔
を
作
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と

認
識
さ
せ
て
く
れ
る
ひ
と
つ
の
好
例
が
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
は
、
人
間
が
人
生
の
随
所
に
お
い
て
味
わ
う
さ
ま
ざ
ま
な
感
情

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
詩
的
世
界
を
構
築
し
て
お
り
、
こ
れ
が
現
代
イ
ラ
ン
さ
ら
に

は
ペル
シ
ア
語
文
化
圏
全
体
に
及
ぶ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
根
強
い
人
気
を
支
え
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

註　
　
　
　
　

１　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
絶
対
的
な
愛
と
自
由
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

２　

ガ
ザ
ル
の
番
号
は
ハ
ー
ン
ラ
リ
ー
版（Khāje Sham

sod-D
in M

o ḥam
m

ad Ḥ
āfeż; be 
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ta ṣḥi ḥ o tow
ẓi ḥ-e Parviz N

ātel Khānlari: D
ivān-e Ḥ

āfeż, Tehrān, 1362 

）
に

よ
る
。
な
お
、
本
文
中
の
ガ
ザ
ル
の
和
訳
は
筆
者
の
試
訳
で
あ
る
。

３　
 D

r.Taqi Purnām
dāriyān: “ G

om
-shode-ye lab-e daryā”, N

ām
e-ye Shahidi, 

1374, Tehrān, pp.177-214.　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
状
況
に
応
じ
て
、
二
極
の
う
ち
の
一
方
に

位
置
す
る
人
間
と
し
て
詩
の
中
に
登
場
し
て
く
る
。
が
し
か
し
、
い
ず
れ
か
一
方
に
位
置
を
固
定

す
る
こ
と
は
な
く
、
時
に
高
潔
な
真
の
神
秘
主
義
者
的
様
相
を
、
時
に
世
俗
的
な
表
情
を
見
せ

る
。
こ
れ
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
自
ら
の
作
品
の
中
で
、
俗
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
と
、
精
神
的
に

自
ら
を
高
め
る
際
に
生
じ
る
不
安
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は

至
極
当
た
り
前
の
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
ゆ
え
に
二
極
の
境
界
線
上
に
位
置
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

こ
う
し
た
表
現
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
見

る
表
象
ー
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の「
人
間
」
へ
の
考
察
」『
総
合
文
化
研
究
』
第
５
号　

pp.63-75. 

を
参

照
の
こ
と
。

４　

A
li b. ‘ O

sm
ān H

ojviri; be ta ṣḥi ḥ-e Valentin A
lekseevich Zhoukovskii: 

Kashfol-M
a ḥjub, Tehrān, 1380, p.57.

５　

ibid, p.56.

６　

‘ Faridod-D
in A

ṭṭār; be ehtem
ām

-e Ṣādeq G
ow

harin: M
an ṭeqo ṭ- Ṭeyr, 

Tehrān, 1342, p.28.

「
マ
ン
」
は
重
量
単
位
で
あ
る
が
、
時
代
と
場
所
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
。

Peter Avery 

に
よ
る
最
新
の
英
訳
で
は
、「
一
ト
ン
の
弊
衣
」
と
な
っ
て
い
る（The Speech of 

the Birds, Cam
bridge, 1998, p.47.

）。

７　

最
初
の
女
性
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
と
し
て
有
名
な
聖
女
ラ
ー
ビ
ア
の
弊
衣
の
重
量
と
さ
れ

る
。
彼
女
が
埋
葬
さ
れ
た
際
、
こ
の
重
た
い
弊
衣
を
亡
骸
と
共
に
葬
っ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
の

夢
に
ラ
ー
ビ
ア
が
現
れ
、「
神
は
私
の
弊
衣
を
装
飾
の
た
め
天
空
か
ら
吊
す
よ
う
に
と
お
命
じ
に
な

ら
れ
た
」
と
語
っ
た
と
い
う（Adabol-M

oluk fi Ḥ
aqāyeqot- Ṭa ṣavvof, p.29.

）。
こ
の
「
ラ

ト
ル
」
は
「
マ
ン
」
同
様
重
量
単
位
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
一
定
し
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に

軽
く
見
積
も
っ
て
も
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
は
越
え
た
で
あ
ろ
う
。

８　
「
弊
衣
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、Asrār al-Tow

ḥid

『
唯
一
性
の
神
秘
』
に
は
、m

oraqqa

‘, ṣuf, m
oraqqa‘e, ḥobbe, khashen, farji, farjye

等
の
名
称
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
他
の
神
秘
主
義
関
係
の
文
献
に
は
、dalq, m

olam
m

a‘, dalq-e m
olam

m
a‘, hezār 

m
ikhi, kherqe-ye hezār m

ikhi, pashm
ine

等
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 

９　

神
秘
主
義
者
を
装
う
者
の
中
に
は
、fu ṭe

と
呼
ば
れ
る
上
質
の
タ
ー
バ
ン
や
、ロ
ー
マ
風
の
タ
ー

バ
ン
を
身
に
つ
け
る
者
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

10　

faraji

と
呼
ば
れ
る kherqe

の
一
種
は
、
後
ろ
あ
き
の
長
袖
服
で
あ
る（Farhang-e albese-

ye D
ozi, p.308.

）。

11　

‘D
r. Shafi‘i Kadkani: “Kherqe-o kherqe-suzi”,  Ḥ

āfeż-shenāsi V, 1368, 
Tehrān, p.178. 

な
お
、
弊
衣
の
六
つ
の
部
分
の
う
ち
最
後
に
挙
げ
た farāviz

は
、
元
来
必

要
な
部
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

12　

Kashfol-M
a ḥjub, , p.63.

13　

Abi al-Farj ‘Abd al- Raḥm
ān b. al-Jaw

zi: Talbisu iblis, al- Q
āhira, 1994, p.193.

14　

Kashfol-M
a ḥjub, , p.59.

15　
ア
ダ
ム
の
弊
衣
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
泉
に
浸
し
て
紺
青
色
に
な
っ
た
と
い
う
（
ア
ダ
ム
が
天
国
か

ら
地
上
に
降
り
た
場
所
、
そ
し
て
居
住
を
選
択
し
た
場
所
は
ス
リ
ラ
ン
カ
と
さ
れ
る
。
ス
リ
ラ
ン

カ
に
は
ア
ダ
ム
の
足
跡
が
残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
）。
ま
た
、
こ
の
紺
青
色
は
、
ア
ダ
ム
が
天
国

と
の
訣
別
を
悲
し
ん
だ
結
果
の
色
と
も
い
わ
れ
る
。

16　

Abol-M
afākhar Yaḥyā Bākhrazi; be kushesh-e Iraj Afshār: O

w
rādol-

Aḥbāb va Foṣuṣol-Ādāb, Tehrān, 1345, pp.30-31, 39-40.

17　

M
o ḥ

am
m

ad b. M
onavvar b. A

bi-Sa‘d M
ihāni; ta ṣḥ

i ḥ
 o taʻliqāt-e 

M
oḥam

m
ad Reẓā Shafiʻi Kadkani: A

srārot-Tow
ḥid, Tehrān, chāp-e 

sevvom
, 1371,  pp.82-83.

18　

ラ
ク
ア
と
は
礼
拝
の
一
単
位
。
礼
拝
の
意
志
表
明
、
タ
ク
ビ
ー
ル
（
ア
ッ
ラ
ー
は
偉
大
な
り
と

唱
え
る
こ
と
）
の
後
、
コ
ー
ラ
ン
の
章
ま
た
は
節
を
唱
え
、
立
っ
た
ま
ま
腰
を
か
が
め
る
礼
、
直

立
礼
、
座
し
て
頭
を
地
面
に
つ
け
な
が
ら
お
こ
な
う
礼
、
サ
ラ
ー
ム（
平
安
と
ア
ッ
ラ
ー
の
慈
悲

を
願
う
こ
と
）
な
ど
が
一
連
の
所
作
に
含
ま
れ
る
。

19　

Kashfol-M
a ḥjub, , p.61.

20　
ibid, p.62.

21　
“Kherqe-o kherqe-suzi”, p.185.

22　

Sheykh Shehābod-D
in Sohravardi; tarjom

e-ye Abu M
an ṣur ‘Abdol-M

o’
m

en Eṣfahāni; be ehtem
ām

-e Q
āsem

 Anṣāri:̒ Avārefol-M
aʻāref, Tehrān, 

1364, p.43,45-46.
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23　

loc.cit.

24　

こ
の
三
種
類
の
弊
衣
に
つ
い
て
は
、M

a ḥm
ud b. ‘Ali Kāshāni; be ta ṣḥi ḥ-e O

stād 
ʻAllām

e Jalālod-D
in H

om
āyi: M

eṣbāḥol-H
edāya va m

eftāḥol-Kefāya, Tehrān, 
1367, p.150.

に
詳
述
が
み
ら
れ
る
。

25　
「
自
分
専
用
の
弊
衣
」
と
は
、
求
道
者
自
身
が
、
神
秘
主
義
道
に
お
け
る
激
し
さ
と
穏
や
か
さ

の
中
の
自
分
の
レ
ベ
ル
に
適
し
て
い
る
と
考
え
た
色
や
形
状
を
も
つ
弊
衣
の
こ
と
で
あ
る
。

26　

“Kherqe-o kherqe-suzi”,  p.185

（
原
典
は Javāherol-Asrār, p.282

）.

27　

Talbis iblis, p.384.

28　

Asrārot-Tow
ḥid, p.74.

29　

Badiʻoz-Zam
ān Foruzānfar: Sharḥ-e m

asnavi-ye sharif, Tehrān, 1346-48,  
p.814.

30　
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』　p.412.

31　

ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
文
学
に
お
い
て「
弊
衣
を
裂
く
こ
と
」
を ẓarb kardan-e kherqe, 

kherqe daridan, kherqe m
ajru ḥ kardan

等
と
表
現
し
、
裂
か
れ
た
弊
衣
に
つ
い
て

は kherqe-ye m
ajru ḥe, kherqe-ye m

om
azzaqe, kherqe-ye m

okharraqe, 

kherqe-ye ṣaghire

等
と
呼
ん
だ 

（“Kherqe-o kherqe-suzi”, p.186

）。

32　

loc.cit.

33　

Kashfol-M
a ḥjub, , p.542-543.

34　

ibid, p.63.

35　

O
w

rādol-Aḥbāb va Foṣuṣol-Ādāb, p.220.

36　

Kashfol-M
a ḥjub, , p.542.

37　

 

中
世
ペ
ル
シ
ア
鑑
文
学
と
し
て
知
ら
れ
る
『
ガ
ー
ブ
ー
ス
の
書
』
に「
人
々
か
ら
見
え
ぬ
と
こ
ろ

で
服
を
裂
い
て
は
な
ら
ぬ
」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る （Q

ābus-nām
e, p.186

）。

38　

“Kherqe-o kherqe-suzi”, p.187.

39　

Eḥyāʼol-ʻO
lum

, rabʻ-e ʻādāt, p.658

及
び Talbis iblis, p.209.

40　

Q
ābus-nām

e, p.187.

41　

loc.cit.

42　
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
氏
も
「
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
芸
術
性
の
極
み
は
そ
の
諷
刺
が
こ
め
ら
れ
た
調
子
に

あ
る
」
と
指
摘
し
、
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る（D

r. Shafi‘i Kadkani: M
usiqi-ye she‘r, 

Tehrān, chāp-e panjom
, Bahār-e 1376, p.433

）。

 

43　
こ
れ
ら
の
他
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
お
い
て
は
、
ヨ
セ
フ
の
故
事
に
基
づ
く「
破
ら
れ
た
シ
ャ
ツ
」
も

伝
統
的
に
存
在
す
る
。

44　

“Kherqe-o kherqe-suzi”, p.189.

45　

M
an ṭeqo ṭ- Ṭeyr, p.77, l.1387. 

和
訳
に
際
しThe Speech of the Birds, p.126.

も
参
考

に
し
た
。

46　

Abū M
o ḥam

m
ad M

osharrefod-D ịn b. M
o ṣle ḥ b. ‘ Abdollāh Sa‘di; ta ṣḥi ḥ o 

tow
ẓi ḥ-e Gholām

- ḥoseyn Yusefī: Bustān, Teḥrān, 1359, p.86.

47　

 Jalālod-D
in M

o ḥam
m

ad Balkhi Rum
i; be ta ṣḥi ḥ-e Badi‘oz- zam

ān 
Foruzānfar: D

ivān-e Sham
s, Tehrān, 1336-42, jeld-e panjom

, beyt-e 

23727.

48　

古
典
ペ
ル
シ
ア
語
で
は「
目
を
持
つ chashm

 dāshtan

」
と
い
う
表
現
で「
期
待
す
る
」
と
い

う
意
味
を
表
す
。

49　

現
代
ペ
ル
シ
ア
語
に
お
け
る
「
レ
ン
ド
」
に
は
、
通
常
良
い
意
味
合
い
は
含
ま
れ
ず
、
な
ら
ず
者

や
遊
蕩
者
等
を
さ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

50　

 

シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
氏
は
既
述
の
論
考
の
中
で
、
一
八
世
紀
の
ウ
ラ
マ
ー
の
一
人
、
シ
ャ
ー
・
モ
ハ
ン

マ
ド
・
ダ
ー
ラ
ー
イ
ー
が
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
有
名
な
ベ
イ
ト
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
く
だ
り
を
こ

う
引
用
し
て
い
る
。

　
　
「
弊
衣
を
燃
や
す
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
昔
は
誰
で
も
そ
の
身
の

潔
白
が
証
明
さ
れ
る
と
、
火
が
突
然
出
現
し
、
弊
衣
が
燃
え
る
と
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
」

 　

し
か
し
、
こ
の
説
明
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
一
ベ
イ
ト
の
み
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
他
の
ペ
ル

シ
ア
詩
の 

「
弊
衣
を
燃
や
す
」
と
は
関
係
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
氏

は
、
実
際
に
火
を
つ
け
て
燃
や
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
結
論
を
下
し
て
い
る（“Kherqe-o 

kherqe-suzi”, p.190

）。

51　
ス
ー
フ
ィ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
偽
善
者
た
ち
に
対
す
る
激
し
い
怒
り
と
い
う
感
情
に
基
づ
い
て
、

当
時
蔓
延
し
て
い
た
嘆
か
わ
し
い
倫
理
観
を
伝
達
し
よ
う
と
し
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
対
す
る
評

価
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
美
文
に
よ
る
報
道
文
学
」
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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父
親
殺
し
の
二
つ
の
場
所

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
紀
行

亀
山
郁
夫

 

Ⅰ　
二
〇
〇
一
年
九
月

Ⅰ―

１　
モ
ス
ク
ワ̶

̶

ザ
ラ
イ
ス
ク

　　

午
前
十
時
過
ぎ
、
ホ
テ
ル
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
前
庭
か
ら
勢
い
よ
く
発
進
し
た
私
た
ち
の
車
は
、

左
手
に
白
亜
の
ビ
ル
を
望
む
ト
ロ
イ
ツ
キ
ー
橋
を
渡
り
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
に
わ
か
に
速
度
を

ダ
ウ
ン
さ
せ
た
。
腰
を
浮
か
し
、
首
を
の
ば
し
て
、
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に
目
を
や
る
と
、
黒
い
メ

ル
セ
デ
ス
の
小
型
車
が
、
隣
り
車
線
か
ら
強
引
に
割
り
込
も
う
と
し
て
斜
め
に
道
を
塞
い
で
い

る
。
か
つ
て
中
東
で
外
交
官
と
し
て
働
い
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
浅
黒
い
顔
の
運
転
手
が
、「
畜

生
！
」
と
呟
き
、
大
げ
さ
に
首
を
振
っ
た
。「
さ
っ
さ
と
行
け
」
の
合
図
だ
。

   「
新
ロ
シ
ア
人
（
ノ
ー
ヴ
ィ
エ
・
ル
ー
ス
キ
エ
）
？
」

　

私
の
問
い
に
、
運
転
手
は
は
て
と
い
う
よ
う
に
軽
く
頭
を
か
し
げ
、
再
び
両
手
を
ハ
ン
ド
ル

に
か
け
た
。
そ
の
言
葉
、い
や
そ
の
問
い
が
、あ
ま
り
に
時
代
遅
れ
な
も
の
に
響
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ワ
イ
パ
ー
で
扇
型
に
仕
切
ら
れ
た
空
が
、
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
せ
い
で
、
息
苦
し
い
ほ
ど
白
く

に
ご
っ
て
い
る
。
成
田
を
発
つ
前
か
ら
、
抜
け
る
よ
う
な
青
空
の
下
で
の
ド
ラ
イ
ブ
を
能
天
気

に
思
い
描
い
て
い
た
だ
け
に
、
失
望
は
大
き
か
っ
た
。
車
は
や
が
て
、
モ
ス
ク
ワ
川
沿
い
の
ド
ラ

イ
ブ
ウ
ェ
ー
に
入
る
た
め
に
左
折
し
、
地
下
鉄
ス
モ
レ
ン
ス
カ
ヤ
駅
に
近
い
入
り
組
ん
だ
横
町

を
、
野
良
猫
の
よ
う
な
や
み
く
も
の
身
の
こ
な
し
で
す
り
抜
け
て
か
ら
、
大
環
状
道
路
に
ひ
ょ

い
と
鎌
首
を
突
き
出
し
た
。
排
気
ガ
ス
の
臭
い
が
一
気
に
立
ち
込
め
、
私
は
あ
わ
て
て
窓
ガ
ラ
ス

の
ハ
ン
ド
ル
に
手
を
か
け
る
。

　

も
は
や
モ
ス
ク
ワ
の
名
物
と
も
い
っ
て
い
い
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
原
因
の
一つ
が
、
都
心
を
め

ざ
し
て
雲
霞
の
よ
う
に
押
し
よ
せ
る
車
の
こ
の
排
気
ガ
ス
に
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
か
っ

た
。
雨
だ
れ
の
跡
や
渇
い
た
泥
で
縞
々
に
な
っ
た
対
向
車
の
、
ど
こ
か
し
ら
必
死
の
面
持
ち
に

横
目
を
つ
か
い
な
が
ら
、
私
は
ふ
と
思
う
。
実
質
失
業
率
が
三
割
を
超
え
る
と
い
う
大
都
会
の

ど
こ
へ
、
こ
れ
ら
の
車
は
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
の
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
こ
の
私
は
、
モ
ス
ク
ワ

の
市
民
が
汗
水
な
が
し
て
稼
ぐ
月
収
に
近
い「
大
枚
」
を
は
た
い
て
、
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て

い
る
の
か
。

　
モ
ス
ク
ワ
市
の
境
界
を
示
す
外
環
状
道
路
が
見
え
る
頃
に
は
、
対
向
車
の
帯
も
い
つ
の
間
に

か
途
切
れ
、
空
の
重
さ
も
と
れ
て
、
少
し
ず
つ
明
る
さ
を
ま
し
て
い
く
よ
う
だ
っ
た
。
や
が
て

車
が
オ
カ
川
の
支
流
に
さ
し
か
か
り
、
松
や
白
樺
の
並
木
や
な
だ
ら
か
な
草
地
が
車
窓
を
押
し

広
げ
て
い
く
と
、そ
こ
は
も
う
「
ロ
シ
ア
的
」
と
い
う
月
並
み
な
た
め
息
で
形
容
す
る
し
か
な
い
、

呪
わ
し
く
も
貧
し
い
大
地̶

̶

。
ゆ
る
ゆ
る
し
た
陽
射
し
と
心
地
よ
い
振
動
に
お
も
わ
ず
瞼
が

落
ち
る
。
は
じ
め
は
、
身
振
り
手
振
り
を
ま
じ
え
、
モ
ス
ク
ワ
の
案
内
に
機
嫌
よ
く
声
を
上

ず
ら
せ
て
い
た
運
転
手
も
、
相
手
の
無
愛
想
に
気
お
さ
れ
た
様
子
で
、
い
つ
の
ま
に
か
ひ
っ
そ

り
と
口
を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
運
転
手
の
、「
コ
ロ
ム
ナ
」
と
い
う
甲
高
い一
声
で
わ
れ
に

返
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
に
来
る
国
際
線
の
ス
カ
イ
マ
ッ
プ
で
よ
く
見
か
け
る
中
部
ロ
シ
ア
の
小
都
市
、

と
い
っ
て
も
、
こ
れ
と
い
っ
た
特
色
は
な
く
て
、
セ
メ
ン
ト
工
業
で
辛
う
じ
て
知
ら
れ
る
ぐ
ら
い

の
、
人
口
十
五
万
足
ら
ず
の
田
舎
町
な
の
だ
が
、
車
窓
か
ら
見
た
た
た
ず
ま
い
が
、
ど
こ
か
小

モ
ス
ク
ワ
と
い
っ
た
気
品
あ
る
風
情
を
漂
わ
せ
て
い
て
、
目
に
心
地
よ
い
。

　

今
か
ら
百
七
十
年
前
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
一
家
は
、
待
望
の
夏
が
訪
れ
て
く
る
と
、
駅
逓

馬
車
を
雇
い
、
領
地
の
あ
る
ト
ゥ
ー
ラ
県
へ
と
旅
立
っ
て
い
っ
た
。
わ
ず
か
一
五
〇
キ
ロ
の
道
の

り
で
は
あ
っ
て
も
、
住
み
な
れ
た
病
院
官
舎
を
離
れ
、
二
月
に
近
い
長
逗
留
と
も
な
れ
ば
、
そ

れ
な
り
に
周
到
に
支
度
を
整
え
、
大
騒
ぎ
し
て
の
旅
立
ち
と
な
っ
た
。
領
地
ま
で
の
二
泊
三
日

の
旅
で
、
最
初
の
宿
泊
地
が
こ
の
コ
ロ
ム
ナ
だ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
十
歳
の
少
年
フ
ェ
ー
ジ
ャ

だ
が
、
兄
の
ミ
ハ
イ
ル
、
弟
の
ア
ン
ド
レ
イ
と
旅
籠
屋
で
迎
え
る
最
初
の
夜
に
、
ど
ん
な
に
胸
を

は
ず
ま
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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も
っ
と
も
一
家
が
、
ト
ゥ
ー
ラ
県
の
領
地
で
明
る
い
夏
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
わ
ず

か
に
五
年
の
短
い
期
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
八
三
六
年
の
夏
、
少
年
フ
ェ
ー
ジ
ャ
が
十
五
歳
を

迎
え
た
年
、
父
に
連
れ
ら
れ
、
兄
ミ
ハ
イ
ル
と
そ
の
村
を
訪
ね
て
か
ら
、
領
地
で
の
夏
の
生
活

は
ふ
っ
つ
り
と
途
切
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
核
の
業
病
に
な
が
く
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
母
が
つ

い
に
こ
の
世
を
去
っ
た
の
と
、
工
兵
学
校
に
進
学
す
る
た
め
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
送
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
か
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
四
十
年
近
く
へ
だ
て
た
一
八
七
七
年
七
月
、
す
で
に
五
十
代
の
半
ば
を
過
ぎ
、
ロ
シ

ア
の
文
豪
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
築
き
、
月
刊
誌『
作
家
の
日
記
』
の
出
版
に
熱
意
を
燃

や
す
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
妻
ア
ン
ナ
の
つ
よ
い
勧
め
も
あ
っ
て
、
元
の
領
地
へ一
人
旅
を
試

み
て
い
る
。
一
八
六
一
年
に
敷
設
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
＝
コ
ロ
ム
ナ
間
の
鉄
道
は
、
そ
の
後
リ
ャ
ザ

ン
ま
で
延
伸
と
な
り
、
七
〇
年
代
に
は
複
線
化
も
実
現
し
て
、
一
家
の
領
地
に
近
い
ザ
ラ
イ
ス

ク
の
町
に
も
支
線
が
延
び
て
い
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
駅
逓
馬
車
の
時
代
に
二
泊
目
の

宿
を
と
っ
た
リ
ハ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ィ
ま
で
、
石
炭
の
煙
の
快
い
臭
い
に
身
を
委
ね
な
が
ら
、
懐
か
し
い

車
窓
の
風
景
を
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
む
心
づ
も
り
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
思
い
も
か
け
ず
、
乗
り

換
え
に
手
間
ど
り
、
三
時
間
を
予
定
し
て
い
た
旅
が
じ
つ
に
十
時
間
近
い
長
旅
に
お
よ
ぶ
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
駅
員
た
ち
の
投
げ
や
り
で
横
柄
な
態
度
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

は
め
ず
ら
し
く
怒
り
心
頭
に
発
し
た
ら
し
い
。『
作
家
の
日
記
』
に
彼
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

   「
鉄
道
は
公
衆
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
公
衆
が
鉄
道
の
た
め
に
作
ら
れ
た
」

　
四
十
年
ぶ
り
の
領
地
訪
問
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

こ
の
旅
の
印
象
は
、『
作
家
の
日
記
』
に
も
、
手
帳
に
も
、
創
作
ノ
ー
ト
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
文
章
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ど
こ
か
口
ご
も
る
よ
う
な
歯
切
れ
の
悪
さ

で
あ
る
。
彼
は
書
い
て
い
る
。
こ
の
、「
取
り
立
て
て
ど
う
と
い
う
こ
と
の
な
い
場
所
」
が
、
そ

の
後
の
自
分
の
人
生
に
あ
ま
り
に
強
い
印
象
を
与
え
た
た
め
、
何
度
来
よ
う
に
も
足
が
伸
ば
せ

な
か
っ
た････

、
と
。

　
ル
ハ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ィ
に
向
か
う
列
車
の
な
か
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
一つ
の
興
味
深
い
光
景
を

目
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
成
り
上
が
り
の
紳
士
然
と
し
た
父
親
と
、
最
新
流
行
の
子
供
服

を
愛
ら
し
く
着
こ
な
し
た
八
歳
ほ
ど
男
の
子
の
親
子
連
れ
で
あ
る
。
男
の
子
は
、
コ
ン
パ
ー
ト

メ
ン
ト
の
席
に
腰
を
下
ろ
す
な
り
、
父
親
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。

　
「
パ
パ
、
煙
草
ち
ょ
う
だ
い
！
」

　

父
親
は
取
り
た
て
て
驚
い
た
様
子
も
見
せ
ず
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
真
珠
貝
細
工
の
煙
草
入
れ
を

取
り
出
し
、
子
ど
も
に
差
し
出
す
。
男
の
子
は
、
車
窓
の
光
景
を
熱
心
に
眺
め
い
り
な
が
ら
、

列
車
が
わ
ず
か
二
駅
走
る
間
に
じ
つ
に
四
本
の
煙
草
を
吸
い
き
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
間
、
父

親
は
何
ご
と
か
ぼ
ん
や
り
と
物
思
い
に
耽
る
ま
ま
だ
っ
た
と
い
う
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
書
い

て
い
る
。

   

「
私
は
一
生
の
間
、
こ
の
よ
う
な
父
親
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い
し
、
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
も
会

う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」。

　

そ
し
て
彼
は
、
ロ
シ
ア
に
あ
ま
ね
く
広
が
る「
父
親
不
在
」
の
現
実
を
嘆
き
な
が
ら
、
こ
う

書
き
添
え
て
い
る
。

   「
思
う
に
そ
れ
は
、現
代
の
父
親
が
自
分
の
家
族
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
普
遍
的
な
理
念
を
失
っ

て
い
る
点
に
あ
る
」
と
。

　

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
こ
の
日
の
領
地
訪
問
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
記
さ
な
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
な
り
の
心
算
、
心
中
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
と
見
て
よ
い
。
た
と
え
、『
作
家
の

日
記
』
と
い
う
私
的
な
場
で
あ
っ
て
も
、
手
の
内
を
さ
ら
し
た
く
な
い
と
い
う
の
が
、
彼
な
り

の
本
音
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
心
中
に
期
す
る
と
こ
ろ
と
は
、い
う
ま
で
も
な
く
、大
作
『
カ

ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
執
筆
で
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
時
代
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
研
究
者
グ
ロ
ス

マ
ン
の
編
ん
だ
詳
し
い
年
譜
に
よ
る
と
、
こ
の
領
地
訪
問
で
、
彼
は
、
小
説
の
影
の
主
人
公
と

も
い
う
べ
き
ス
メ
ル
ジ
ャ
コ
フ
の
母
で
、
神
が
か
り
の
乞
食
女
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
・
ス
メ
ル
ジ
ャ
ー

シ
シ
ャ
ヤ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
女
性
に
会
っ
て
い
る
ら
し
い
。
も
っ
と
も
、『
作
家
の
日
記
』
の
作

者
は
、
こ
の
小
説
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
何
ご
と
も
触
れ
ず
に
、
右
に
紹
介
し
た
車
中
で
の
父

子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
当
時
、
ロ
シ
ア
で
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
い
た
あ
る
裁
判
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
へ
と
話
を
つ
な
い
で
い
る
。

　

そ
の
事
件
と
は
、
ロ
シ
ア
中
部
の
と
あ
る
地
方
裁
判
所
で
審
理
に
か
か
っ
た
幼
児
虐
待
の
裁
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判
で
あ
る
。
被
告
席
に
立
た
さ
れ
た
の
は
、
ジ
ュ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
中
年
の
夫
婦
で
、
訴

え
出
た
の
は
、夫
妻
に
仕
え
る
家
政
婦
だ
っ
た
。
被
害
者
は
、上
か
ら
順
に
ニ
コ
ラ
イ（
十
三
歳
）、

オ
リ
ガ（
十
二
歳
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル（
十
一
歳
）
の
三
人
で
、
告
発
状
に
よ
る
と
、
ジ
ュ
ン
コ

フ
ス
キ
ー
夫
妻
は
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
家
畜
小
屋
同
然
の
部
屋
に
子
ど
も
た
ち
を
閉
じ
込
め
、

あ
る
時
は
、
拳
で
、
あ
る
時
は
馬
用
の
鞭
を
ふ
る
い
、
暴
行
を
加
え
つ
づ
け
た
と
い
う
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
ろ
く
に
食
事
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
で
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
夫
妻
に
無
罪
放
免
の
判
決
が
下
っ
た････

。

　

晩
年
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
時
事
的
関
心
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
す『
作
家
の
日
記
』
は
、

当
時
の
社
会
問
題
の
中
心
の
一つ
で
あ
っ
た
家
庭
崩
壊
の
話
題
に
多
く
の
頁
を
割
い
て
い
る
。

長
編
小
説『
未
成
年
』
で
そ
の
生
態
を
つ
ぶ
さ
に
描
き
だ
し
た「
偶
然
の
家
族
」
を
め
ぐ
っ
て
、

理
論
面
か
ら
洞
察
を
加
え
た
の
も
こ
の 

『
作
家
の
日
記
』
だ
っ
た
。
そ
の
彼
が
、
ジ
ュ
ン
コ
フ
ス

キ
ー
夫
妻
の
裁
判
に
感
じ
た
大
き
な
矛
盾
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
、
裁
判

で
親
と
子
の
和
解
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
た
ち
の
心
に
残
る
傷
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
形
で
未
来
に
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
の
か････

　
ル
ハ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ィ
に
入
る
と
ま
も
な
く
、
道
路
の
右
手
に
、
ザ
ラ
イ
ス
ク
の
町
の
方
向
を
示

す
標
識
が
見
え
て
き
た
。
ザ
ラ
イ
ス
ク
を
文
字
通
り
に
訳
す
な
ら
、「
天
国
の
向
こ
う
へ
」
ほ

ど
の
意
味
に
な
る
が
、語
源
は
遠
く
十
三
世
紀
の
タ
タ
ー
ル
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、「
ザ

ラ
ス
ク
（
一
思
い
に
死
ぬ
）」
が
な
ま
っ
て
で
き
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
語
の
正
し
い
由
来
を
、
お

そ
ら
く
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
も
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
天
国
と
死
と
い
う
、
あ
る
意

味
で
、
両
義
的
と
も
い
え
る
意
味
を
に
な
っ
た
こ
の
町
は
、
作
家
自
身
の
父
や
兄
と
幼
年
時
代

の
懐
か
し
い
記
憶
の
み
に
結
び
つ
い
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。『
罪
と
罰
』
の
主
人
公
ロ
ジ
オ
ン
・

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
故
郷
を
こ
の
ザ
ラ
イ
ス
ク
に
設
定
す
る
こ
と
を
思
い
た
っ
た
と
き
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
脳
裏
に
、
ほ
と
ん
ど
劇
的
と
も
い
え
る
深
い
啓
示
が
訪
れ
た
こ
と
は
疑
い
よ

う
の
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
ル
ハ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ィ
を
出
る
と
、
そ
れ
ま
で
平
坦
だ
っ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
起
伏
が
に
わ
か
に
激

し
く
な
り
、
幾
重
も
の
皺
を
な
し
て
見
え
た
草
地
が
、
一
枚
づ
つ
目
前
に
迫
っ
て
は
、
均
め
さ

れ
て
い
っ
た
。
途
中
、
左
側
の
車
窓
に
、
今
は
荒
れ
放
題
の
、
集
団
農
場
の
廃
墟
の
よ
う
な
建

物
が
現
れ
た
。
ソ
ビ
エ
ト
権
力
の
夢
を
一
身
に
に
な
っ
た
集
団
農
場
が
破
綻
す
る
や
、
ロ
シ
ア
の

大
地
は
あ
た
か
も
太
古
の
姿
を
取
り
戻
し
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
こ
の
風
景
は
、
十
九
世
紀
の

昔
か
ら
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か̶

̶

、
思
い
が
け
ず
浮
か
び
あ
が
っ
た
そ
ん
な
疑

念
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、「
移
動
派
」
と
呼
ば
れ
る
十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
画
家
た
ち
の
描
い

た
農
村
を
、
目
の
前
の
風
景
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
。

　

午
後
一
時
過
ぎ
、
車
は
よ
う
や
く
ザ
ラ
イ
ス
ク
の
町
に
着
く
。
小
高
い
丘
の
上
に
、
ま
る
で

お
と
ぎ
話
に
出
て
き
そ
う
な
カ
ラ
フ
ル
な
軒
を
ま
ば
ら
に
並
べ
た
、
人
口
四
万
を
少
し
越
え
る

ば
か
り
の
小
都
市
。
中
東
帰
り
の
運
転
手
ミ
ー
シ
ャ
に
町
の
郷
土
史
博
物
館
に
立
ち
寄
っ
て
く

れ
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
ザ
ラ
イ
ス
ク
の
教
会
に
タ
チ
ヤ
ー
ナ
と
い
う
女
性
が
い
る
か
ら
、
ぜ

ひ
そ
の
人
に
案
内
を
頼
み
な
さ
い̶

̶

、
モ
ス
ク
ワ
に
あ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
博
物
館
を
訪

ね
た
と
き
、
一
人
の
女
性
学
芸
員
に
そ
う
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
教
会
を
兼
ね
る
博

物
館
の
木
戸
を
く
ぐ
り
、
ザ
ラ
イ
ス
ク
訪
問
の
意
図
を
告
げ
る
と
、
受
付
の
女
性
は
「
ち
ょ
っ

と
待
っ
て
」
と
言
い
残
し
、
慌
て
て
外
に
飛
び
出
し
て
い
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
十
分
ほ
ど
し
て
、
明
る
く
日
焼
け
し
た
顔
の
中
年
女
性
が
入
っ
て
き
た
。
亜
麻
色

の
髪
を
少
年
の
よ
う
に
カ
ッ
ト
し
た
精
悍
な
感
じ
が
印
象
的
で
、
名
前
は
、
タ
チ
ヤ
ー
ナ
・
ビ

リ
ュ
コ
ワ
と
い
っ
た
。
た
が
い
に
か
ん
た
ん
な
自
己
紹
介
を
済
ま
せ
る
と
、
彼
女
は
澄
ん
だ
青
い

瞳
を
き
ら
き
ら
さ
せ
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
話
し
は
じ
め
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
家
の
元
領

地
で
、
子
ど
も
た
ち
が
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
遊
ん
で
い
る
の
を
見
る
の
が
何
よ
り
の
慰
め
、
近
々
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
幼
年
時
代
に
つ
い
て
本
に
著
し
、
で
き
れ
ば
博
物
館
を
整
備
し
た
い
、
で

も
、
な
か
な
か
資
金
が
得
ら
れ
な
く
て････

。

　

ザ
ラ
イ
ス
ク
の
城
壁
か
ら
見
お
ろ
し
た
草
地
は
、
淡
い
緑
と
淡
い
褐
色
の
ビ
ロ
ー
ド
の
敷
布

を
地
平
線
ま
で
波
打
た
せ
、「
天
国
の
向
こ
う
」
と
い
う
字
解
き
を
ふ
と
思
い
起
こ
さ
ざ
る
を

え
な
い
ほ
ど
美
し
か
っ
た
。
地
平
線
を
さ
え
ぎ
る
よ
う
に
し
て
帯
状
に
延
び
る
森
、
森
。

　
「
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ
は
あ
の
森
の
向
こ
う
よ
。
さ
あ
、
急
ぎ
ま
し
ょ
う
」。

　
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
元
気
の
い
い
声
に
急
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
車
に
乗
り
込
む
と
、
車
は
、
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二
度
三
度
、
前
に
突
ん
の
め
る
よ
う
に
し
て
発
進
し
、
乾
き
き
っ
た
坂
道
を
ス
キ
ー
さ
な
が
ら

の
軽
さ
で
滑
り
降
り
て
い
っ
た
。
濛
々
た
る
土
ぼ
こ
り
が
車
の
背
中
に
巻
き
起
こ
り
、開
け
放
っ

た
窓
か
ら
ど
っ
と
な
だ
れ
込
ん
で
き
た
。

Ⅰ―

２　
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ

   「
女
の
夏
」
と
、
ロ
シ
ア
人
が
慈
し
み
を
込
め
て
口
に
す
る
九
月
初
め
の
柔
ら
か
な
光
に
被
わ

れ
た
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ̶

̶

。
モ
ス
ク
ワ
か
ら
南
へ一
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
下
っ
た
ト
ゥ
ー
ラ
県
に
あ
る

こ
の
小
さ
な
村
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
文
学
の
原
点
、
あ
る
い
は
発
祥
の
地
と
も
呼
び
う
る

由
緒
あ
る
土
地
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。

　

濃
い
緑
の
木
立
に
す
っ
ぽ
り
包
ま
れ
た
博
物
館
の
館
長
が
、
案
内
役
を
買
っ
て
出
た
タ
チ

ヤ
ー
ナ
だ
っ
た
。
彼
女
に
は
、
長
年
の
経
験
を
生
か
し
た
ガ
イ
ド
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
る
ら
し
く
て
、

緑
色
に
塗
り
あ
げ
た
ロ
グ
ハ
ウ
ス
風
の
博
物
館
の
前
を
素
通
り
す
る
と
、
茫
々
と
草
が
生
い
し

げ
る
果
樹
園
へ
と
私
を
導
い
た
。

　
「
こ
こ
で
は
、
林
檎
や
梨
が
た
く
さ
ん
と
れ
た
の
よ
」

　

両
足
に
か
ら
み
つ
く
草
を
掻
き
わ
け
、
バ
ッ
タ
や
蛙
を
は
ら
い
の
け
な
が
ら
草
地
を
ぬ
け
る

と
、
先
ほ
ど
車
で
脇
を
と
お
っ
た
貯
水
池
が
茂
み
の
間
か
ら
見
え
て
き
た
。

　
「
フ
ェ
ー
ジ
ャ
は
こ
の
池
で
よ
く
泳
い
だ
ん
で
す
」

　

ぐ
ら
ぐ
ら
す
る
渡
り
板
の
上
で
腰
を
落
と
し
、
ひ
ん
や
り
冷
た
い
池
の
水
に
手
を
浸
す
。
土

の
粒
子
が
細
か
い
せ
い
か
、
透
明
と
い
っ
て
も
暗
く
よ
ど
ん
で
い
る
の
が
分
か
る････

　
「
あ
れ
が
フ
ェ
ー
ジ
ャ
の
森
よ
」

　

草
む
ら
に
戻
り
、
博
物
館
の
裏
手
に
あ
る
木
立
に
向
か
っ
て
歩
き
出
し
た
私
に
、
タ
ー
ニ
ャ

は
息
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
言
っ
た
。

　
「
こ
こ
で
野
蛮
人
ご
っ
こ
を
し
て
遊
ん
だ
の
ね
。
私
の
夢
は
ね
、
世
界
中
の
子
ど
も
に
思
う

存
分
こ
こ
で
遊
ん
で
も
ら
う
こ
と
な
の
。
自
然
の
尊
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
ね
」。

　

兄
ミ
ハ
イ
ル
、
弟
ア
ン
ド
レ
イ
、
そ
し
て
農
奴
の
子
ど
も
た
ち
と
戯
れ
る
少
年
フ
ェ
ー
ジ
ャ
の

明
る
い
声
が
森
の
奥
か
ら
こ
だ
ま
し
て
き
そ
う
な
気
が
す
る
。

　

木
漏
れ
日
を
浴
び
な
が
ら
、「
フ
ェ
ー
ジ
ャ
の
森
」
を
抜
け
、
土
ぼ
こ
り
の
舞
い
上
が
る
小

道
を
さ
ら
に
数
分
ほ
ど
歩
く
と
、
左
手
の
草
む
ら
に
、
鈍
色
に
ひ
か
る
銅
像
が
見
え
て
き
た
。

驚
い
た
こ
と
に
、
モ
ス
ク
ワ
の
旧
レ
ー
ニ
ン
図
書
館
前
に
あ
る
銅
像
と
瓜
二
つ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
像
だ
っ
た
。
作
家
の
暗
く
こ
わ
ば
っ
た
顔
だ
け
で
な
く
、
湿
っ
た
草
地
に
ど
っ
か
と
居
座
っ

た
感
じ
の
銅
像
そ
の
も
の
が
、
草
原
の
、
開
け
っ
ぴ
ろ
げ
な
気
分
と
ど
こ
か
そ
ぐ
わ
な
い
。

　
「
タ
ー
ニ
ャ
、
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
は
こ
こ
か
ら
遠
い
ん
で
す
か
」

　
「
こ
こ
か
ら
二
キ
ロ
、
あ
の
森
の
左
手
の
ほ
う
よ
」

　

心
の
あ
せ
り
が
ふ
と
声
に
出
た
。

　

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
家
の
領
地
は
、
グ
ロ
ス
マ
ン
が
書
い
て
い
た
記
述
よ
り
も
、
は
る
か
に
美

し
く
、
緑
に
覆
わ
れ
た
土
地
に
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
の
博
物
館
に
は
、
兄
の
ミ
ハ
イ
ル
が
鉛
筆
で

ス
ケ
ッ
チ
し
た
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ
の
風
景
画
が
か
け
て
あ
っ
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
絵
に

は
、
池
や
、
草
地
や
、
の
ど
か
に
た
わ
む
れ
る
牛
た
ち
の
背
後
に
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
山
々

が
描
き
こ
ま
れ
て
い
た
。

　

う
つ
む
き
加
減
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー̶

̶

。
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ
は
、
少
年
フ
ェ
ー
ジ
ャ
に
と
っ

て
は
た
し
て
歓
び
の
土
地
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
罪
を
知
ら
な
い
三
人
の
兄
弟
た
ち
は
、
こ
の

世
の
い
っ
さ
い
の
穢
れ
を
ま
ぬ
が
れ
、
天
使
の
よ
う
に
無
邪
気
に
戯
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
と
も
、
こ
の
無
邪
気
さ
の
か
げ
に
は
、
後
に
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
で
明
ら
か
に
な
る
、

兄
弟
同
士
の
敵
意
や
憎
し
み
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
父
に
連
れ
ら
れ
て
兄
の
ミ
ハ
イ
ル

と
過
ご
し
た
最
後
の
夏
、
後
年
、
父
親
の
存
在
を
と
お
し
て
、
原
罪
の
地
、
汚
れ
た
土
地
と

し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
経
験
が
こ
こ
で
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、『
罪
と
罰
』

の
隠
さ
れ
た
主
人
公
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
の
領
地
が
こ
の
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ
に
設
定
さ
れ
た
事

実
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

　

あ
る
い
は
、
名
優
モ
チ
ャ
ー
ロ
フ
の
演
技
に
よ
る
シ
ラ
ー
の『
群
盗
』
に
え
も
い
わ
れ
ぬ
興
奮

を
覚
え
て
か
ら
、
少
年
フ
ェ
ー
ジ
ャ
の
心
の
な
か
に
あ
る
種
の
固
定
観
念
に
も
似
た
罪
の
意
識

が
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。「
フ
ェ
ー
ジ
ャ
の
森
」
で
野
蛮
人
ご
っ
こ
に
興
じ
る
少
年



180

と
、
こ
の
領
地
に
原
罪
の
忌
ま
わ
し
い
影
を
み
る
後
年
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
、
ど
の
よ
う

な
一
本
の
糸
で
結
び
あ
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。

　
「
こ
の
村
で
大
火
事
が
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が
焼
け
落
ち
た
の
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

家
だ
け
が
焼
け
な
か
っ
た
の
。
そ
れ
は
、
こ
の
樫
の
木
が
あ
っ
た
お
か
げ
。
で
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
は
こ
の
樫
の
木
が
大
嫌
い
だ
っ
た
の
」

   「
樫
の
木
が
大
嫌
い
だ
っ
た
」
と
い
う
タ
チ
ヤ
ー
ナ
の
言
葉
か
ら
、
何
か
不
吉
な
も
の
が
沸
き

起
こ
っ
て
く
る
。
樫
の
木
と
強
烈
な
父
権
と
の
同
質
性
の
よ
う
な
も
の････

　

だ
が
、
凝
り
に
こ
っ
た
ガ
イ
ド
ぶ
り
も
、「
現
場
」
を
見
た
い
と
は
や
る
私
に
は
い
さ
さ
か
ま

だ
る
っ
こ
く
感
じ
ら
れ
た
。
私
た
ち
は
暗
く
湿
っ
た
裏
庭
を
迂
回
す
る
よ
う
に
し
て
、
よ
う
や

く
博
物
館
の
表
玄
関
に
向
か
う
。

　
「
こ
こ
に
あ
る
椅
子
は
家
族
が
使
っ
て
い
た
も
の
な
ん
で
す
。
農
奴
は
椅
子
を
使
う
習
慣
が

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
こ
の
ペ
チ
カ
、
と
て
も
小
さ
い
で
し
ょ
う
。
な
ん
と
言
っ
て
も
別
荘
で
す

か
ら
ね
、
地
主
と
い
っ
て
も
さ
ほ
ど
大
き
な
家
に
住
む
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
す
」。

　

仄
暗
い
部
屋
に
ひ
ん
や
り
と
沈
ん
だ
空
気
が
残
暑
の
火
照
り
を
心
地
よ
く
鎮
め
て
く
れ
る
。

お
よ
そ
二
十
畳
あ
る
奥
の
居
間
に
は
、
美
し
い
威
厳
に
満
ち
た
ザ
ラ
イ
ス
ク
を
描
き
出
し
た
カ

ン
バ
ス
が
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
よ
う
に
、
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
一
家
は
、
ザ
ラ
イ
ス
ク
ま
で
馬
車
で
買
い
物
に
出
か
け
て
行
っ
た
ん
で
す

よ
」。

　

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
ザ
ラ
イ
ス
ク
は
決
し
て
、
丘
の
向
こ
う
に
広
が
る
未
知
の
憧

れ
の
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
家
が
、
父
ミ
ハ
イ
ル
に
と
っ
て
は
一つ
の
隠
れ
家
で
あ
り
、
快

楽
の
園
で
な
か
っ
た
と
だ
れ
が
言
い
切
れ
よ
う
。
当
時
、
少
年
フ
ェ
ー
ジ
ャ
が
、
後
に
『
地
下

室
の
手
記
』
で
言
及
さ
れ
る
「
初
夜
権
」
と
い
う
、
お
よ
そ
時
代
外
れ
の
権
利
を
父
親
が
行

使
し
、
そ
れ
を
ど
こ
か
で
ひ
そ
か
に
知
る
よ
う
な
体
験
に
遭
遇
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

母
親
の
死
後
、
彼
が
こ
の
屋
敷
で
行
っ
た
悪
行
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
主
人
を
殺
し
た
と
さ
れ
る
農
奴
の
一
人
エ
フ
ィ
ー
モ
フ
に
は
カ
ー
チ
ャ
と
い
う
名
の

「
情
熱
的
な
」
娘
が
い
た
が
、
妻
マ
リ
ア
の
死
後
、
父
ミ
ハ
イ
ル
は
こ
の
少
女
を
手
ご
め
に
し
て

子
ど
も
を
生
ま
せ
、
子
ど
も
は
ほ
ど
な
く
死
亡
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
、
少
年
フ
ョ
ー

ジ
ャ
が
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
く
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
、
彼

に
と
っ
て
深
い
心
の
痛
手
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
も
な
い
。
私
の
妄
想
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら

ん
で
い
っ
た････

Ⅰ―

３　
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー

　

腕
時
計
を
見
る
と
、
す
で
に
三
時
を
回
っ
て
い
る
。
こ
の
ペ
ー
ス
だ
と
、
私
が
今
回
の
旅
の

最
大
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
考
え
て
い
る
場
所
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

案
内
役
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
を
急
か
し
、
道
に
迷
い
な
が
ら
よ
う
や
く
辿
り
着
い
た
チ
ェ
ル
マ
シ

ニ
ャ
ー
（
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
表
記
チ
ェ
ル
マ
ー
シ
ニ
ャ
は
誤
り
）
は
、
丸
太
造

り
の
家
が
十
数
軒
立
ち
な
ら
ぶ
小
さ
な
別
荘
地
の
趣
き
を
な
し
て
い
た
。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄

弟
』
の
世
界
が
一
挙
に
目
の
前
に
迫
っ
て
き
た
。
と
い
っ
て
も
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
こ
の
小

説
の
舞
台
に
選
ん
だ
の
は
、
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
か
ら
百
キ
ロ
南
に
あ
る
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
と
い

う
古
い
町
だ
っ
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
町
に
、
ス
コ
ト
プ
リ
ゴ
ニ
エ
フ
ス
ク（
家
畜
追

い
込
み
町
）
と
い
う
、
奇
妙
き
て
れ
つ
な
命
名
を
施
し
て
い
る
の
だ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
そ

の
町
か
ら
何
露
里
か
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
と
い
う
村
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
森

林
が
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家
の
財
産
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家
の
料
理
番
ス
メ

ル
ジ
ャ
コ
フ
に
、
父
親
フ
ョ
ー
ド
ル
の
殺
害
を
そ
れ
と
な
く
唆
し
た
イ
ワ
ン
が
、
そ
の
結
末
を
確

か
め
る
こ
と
な
く
、
一
時
身
を
隠
そ
う
と
考
え
る
の
が
こ
の
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
イ
ワ
ン
は
、
自
ら
の
そ
の
ひ
そ
か
な
欲
望
が
実
現
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と

な
く
、
急
遽
、
モ
ス
ク
ワ
に
旅
立
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の

兄
弟
』
の
原
点
を
な
ぞ
る
テ
ー
マ
が
露
出
し
て
い
る
と
、
私
は
ひ
そ
か
に
に
ら
ん
で
き
た
。
父

親
と
愛
人
の
奪
い
合
い
を
演
じ
る
長
男
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
は
、
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
の
森
林
と
引

き
換
え
に
、
三
千
ル
ー
ブ
ル
を
手
に
入
れ
よ
う
と
奔
走
す
る
の
だ
が
、
こ
の
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
も
、
作
家
の
原
罪
意
識
に
通
じ
る
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
モ
チ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
は
い
な
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い
だ
ろ
う
か
。

　

チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
の
村
人
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
た
迷
惑
な
申
し
出
で
あ
る
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
か
っ
た
。
私
に
言
葉
を
か
け
る
勇
気
が
な
い
の
を
見
透
か
し
た
か
の
よ
う
に
、

案
内
役
の
タ
チ
ヤ
ー
ナ
は
、
庭
先
で
仕
事
を
し
て
い
る
中
年
女
性
に
思
い
切
り
よ
く
声
を
か
け

た
。
そ
の
女
性
は
、
さ
し
て
と
ま
ど
い
の
色
を
み
せ
る
様
子
も
な
く
、
重
た
げ
な
腰
を
あ
げ
て

か
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
子
孫
を
知
る
老
人
が
住
ん
で
い
る
と
い
っ
て
、
斜
向
か
い
の
家
を

指
さ
し
た
。
こ
こ
で
は
ど
う
や
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
今
な
お
昔
な
じ
み
の
隣
人
ら
し
い
。

　

ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
メ
ー
リ
ホ
フ̶

̶

。
九
十
歳
を
越
え
る
こ
の
老
人
は
、

白
い
や
に
を
い
っ
ぱ
い
に
溜
め
た
両
目
を
宙
に
泳
が
せ
な
が
ら
、
十
月
革
命
前
後
に
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
家
の
子
孫
か
ら
ロ
シ
ア
語
の
読
み
書
き
を
習
っ
た
と
自
慢
そ
う
に
話
し
は
じ
め
た
。

「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
父
親
は
、ど
こ
で
、ど
う
や
っ
て
殺
さ
れ
た
の
で
す
か
」と
い
う
タ
チ
ヤ
ー

ナ
の
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
問
い
に
も
、
少
し
も
ひ
る
む
様
子
を
見
せ
ず
、
ま
る
で
台
本
を
読
む

よ
う
な
律
儀
さ
で
答
え
は
じ
め
た
。

　
「
わ
し
が
聞
い
た
の
は
、こ
う
い
う
話
じ
ゃ
。
父
親
の
殺
害
を
企
て
た
の
は
、チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー

に
住
む
農
奴
た
ち
で
、
全
部
で
三
人
じ
ゃ
っ
た
。
父
親
が
楡
の
木
の
そ
ば
を
通
り
か
か
っ
た
と

き
、
三
人
が
い
っ
せ
い
に
襲
い
か
か
っ
た
ん
じ
ゃ
。
証
拠
を
恐
れ
た
の
か
、
殴
っ
た
り
は
し
な
か
っ

た
の
で
、
外
傷
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
三
人
は
、
ウ
オ
ッ
カ
を
一
瓶
用
意
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を

主
人
の
口
に
流
し
込
み
、
布
切
れ
を
詰
め
こ
ん
だ
ん
じ
ゃ････

」

　
一
七
〇
年
前
の
事
件
を
、
ま
る
で
目
撃
者
の
よ
う
な
自
信
た
っ
ぷ
り
な
口
ぶ
り
で
話
し
つ
づ

け
る
老
人
の
姿
を
見
る
う
ち
に
、
私
は
一
瞬
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
声
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
よ
う
な

錯
覚
に
陥
る
。

　
「
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
、
そ
の
楡
の
木
と
い
う
の
は
ど
こ
に
あ
る
ん
で
す
？
」

　
「
そ
れ
が
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
。
戦
後
ま
も
な
く
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
あ
た
り

の
森
が
ぜ
ん
ぶ
伐
採
さ
れ
お
っ
て
な
、
そ
の
時
あ
っ
た
楡
の
木
も
伐
り
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

じ
ゃ
」

　

老
人
の
脇
に
立
っ
て
、
興
味
が
て
ら
に
話
を
聞
い
て
い
た
娘
さ
ん
が
口
を
は
さ
ん
だ
。

　
「
あ
と
で
そ
の
あ
た
り
を
ご
案
内
し
ま
す
」

　

そ
の
時
私
は
ふ
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
晩
年
に『
作
家
の
日
記
』
に
遺
し
た
小
品
「
百

姓
マ
レ
イ
」
の
話
を
思
い
だ
し
た
。

　
「
お
じ
い
さ
ん
、
昔
こ
の
あ
た
り
に
は
狼
が
出
た
ん
で
す
か
」

   「
出
た
と
も
さ
。
何
年
か
前
に
も
一
度
、
狼
が
出
て
き
て
撃
ち
殺
さ
れ
た
」

　

私
た
ち
は
車
に
は
乗
ら
ず
、
メ
ー
リ
ホ
フ
老
人
の
娘
の
道
案
内
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

父
親
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
、
か
つ
て
楡
の
木
が
あ
っ
た
雑
草
地
に
向
か
っ
て
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
は
じ

め
た
。

Ⅱ　
二
〇
〇
二
年
十
一
月

Ⅱ―

１　
モ
ス
ク
ワ̶

̶

大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド

　
「
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
に
重
く
、
気
の
滅
入
る
旅
を
経
験
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」

　
ロ
シ
ア
の
大
地
を
旅
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
と
空
間
の
縫
い
目
を
、
蟻
の
よ
う
に
這
い

ま
わ
る
こ
と
だ
。
全
行
程
わ
ず
か
一
週
間
足
ら
ず
の
つ
か
の
ま
の
旅
と
な
れ
ば
、
欲
を
か
く
こ

と
が
禁
物
で
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い
、
だ
れ
も
が
わ
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
レ
ー
ニ
ン
図
書
館
で
の

成
果
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
何
一つ
期
待
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
零
下
二
十
度
の
凍
て
つ

き
が
襲
っ
た
ば
か
り
の
町
で
、
資
料
探
し
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
だ
か
ら
、
三
ツ
星
に
し

て
は
住
み
心
地
満
点
と
い
う
ホ
テ
ル
・
ブ
タ
ペ
ス
ト
に
篭
城
し
、
パ
ソ
コ
ン
の
白
い
画
面
と
に
ら

め
っ
こ
し
な
が
ら
、
少
し
で
も
原
稿
に
手
が
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
御
の
字
と
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
数
日
、
寝
た
り
起
き
た
り
の
生
活
を
繰
り
か
え
せ
ば
、
日
頃
の
睡
眠

不
足
を
取
り
も
ど
す
よ
い
機
会
に
も
な
る････

　

機
内
で
の
や
り
場
の
な
い
時
間
、
書
き
か
け
の
原
稿
を
取
り
出
し
て
は
赤
を
入
れ
る
。
そ
の

作
業
に
も
た
ち
ま
ち
飽
き
る
と
、
さ
し
て
興
味
の
な
い
機
内
誌
に
目
を
や
っ
た
り
、
高
度
や
速

度
を
示
す
正
面
の
テ
レ
ビ
画
面
を
眺
め
て
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
の
昔
の
留
学
生
活
を
ぼ
ん
や
り
思
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い
出
し
た
り
し
て
い
る
。
機
内
で
読
も
う
と
コ
ピ
ー
し
て
き
た
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ソ
ロ
ー
キ
ン
の

戯
曲
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
・
ト
リ
ッ
プ
』
な
ど
と
う
て
い
ひ
も
と
く
気
に
も
な
れ
な
い
。
そ

れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
心
が
踊
ら
な
い
の
か
。
ロ
シ
ア
が
ソ
ビ
エ
ト
で
は
な
く
な
っ
た
か

ら
か
。
あ
る
い
は
友
人
た
ち
が
、
み
な
、
年
老
い
、
酒
も
飲
ま
な
く
な
り
、
金
稼
ぎ
に
身
を
や

つ
し
て
い
る
せ
い
だ
ろ
う
か････

　

案
の
定
、
モ
ス
ク
ワ
で
の
成
果
は
ほ
ぼ
無
き
に
等
し
く
、
レ
ー
ニ
ン
図
書
館
の
地
階
に
あ
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
で
探
し
当
て
る
こ
と
の
で
き
た
い
く
つ
か
の
目
新
し
い
資
料
も
、
一
点
た
り
と

も
お
目
に
か
か
れ
な
か
っ
た
。
残
さ
れ
た
望
み
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
詣
だ
け
と
な
っ
た
。

　

十
一
月
一
八
日
午
後
九
時
二
十
分
、
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
行
き
の
夜
行
列
車
は
、
ま
る
で
猫
の
よ

う
な
忍
び
足
で
モ
ス
ク
ワ
の
夜
を
す
べ
る
よ
う
に
動
き
だ
し
た
。
同
室
に
な
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

風
の
中
年
男
は
、
そ
そ
く
さ
と
パ
ジ
ャ
マ
姿
に
着
替
え
る
や
、
黒
い
革
張
り
の
ア
タ
ッ
シ
ュ
ケ
ー

ス
か
ら
ス
コ
ッ
チ
の
ボ
ト
ル
を
取
り
出
し
、
サ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル
に
用
意
さ
れ
た
パ
ッ
ク
入
り
の
朝

食
を
つ
ま
み
に
、
備
え
つ
け
の
グ
ラ
ス
で
黙
々
と
飲
み
は
じ
め
た
。
い
つ
か
ら
、
ロ
シ
ア
の
夜
行

列
車
は
こ
う
も
無
口
で
無
愛
想
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ソ
ビ
エ
ト
時
代
の
夜
行
列
車
と
い
え
ば
、

も
っ
と
華
や
い
だ
空
気
が
漂
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
ス
コ
ッ
チ
を
飲
む
と
い
っ
た

習
慣
さ
え
な
く
て
、
飲
み
物
と
い
え
ば
、
ウ
オ
ッ
カ
か
ビ
ー
ル
が
決
ま
り
だ
っ
た
は
ず
だ
。
す

べ
て
が
お
金
の
世
の
中
に
な
っ
て
、
ソ
ビ
エ
ト
時
代
の
よ
い
も
の
が
す
べ
て
失
わ
れ
た
、
そ
ん
な

漠
と
し
た
思
い
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
ま
ま
、
ウ
ラ
ジ
ー
ル
・
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
戯
曲
『
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
・
ト
リ
ッ
プ
』
の
コ
ピ
ー
を
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
か
ら
取
り
出
し
、
枕
も
と
の
ラ
ン
プ
の
灯

り
の
な
か
に
引
き
こ
も
る
。

　

七
人
の
薬
物
中
毒
の
男
女
が
苛
立
ち
な
が
ら
ド
ラ
ッ
グ
の
売
人
を
待
っ
て
い
る
。
ド
ラ
ッ
グ

と
い
っ
て
も
、
彼
ら
の
い
ま
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
通
常
の
麻
薬
で
は
な
く
、
文
学
作
品
と

い
う
麻
薬
で
あ
る
。
セ
リ
ー
ヌ
、
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
、
ベ
ケ
ッ
ト
あ
た
り
が
巷
で
は
最
強
の
ド
ラ
ッ

グ
と
み
ら
れ
て
い
る
ら
し
く
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
な
ど
フ
ラ
ン
ス

古
典
は
い
わ
ゆ
る
口
直
し
用
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
登
場
人
名
た
ち
の
役
割
か
ら
判
断

す
る
と
、
ど
う
や
ら
、
私
ら
が
二
十
代
だ
っ
た
三
十
年
前
の
日
本
の
文
学
趣
味
が
今
の
ロ
シ
ア

の
そ
れ
に
合
致
し
て
い
る
ら
し
い
。
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
法
は
、
世
界
各
地
に
あ
れ
こ
れ
流
布
し

て
い
る
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
複
雑
な
処
方
を
え
り
分
け
る
手
際
の
み
ご
と
さ
は
、
文
学
依
存

症
ソ
ロ
ー
キ
ン
の
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
博
学
を
み
せ
つ
け
る
も
の
だ
。
何
よ
り
も
面
白
い
ア
イ
デ

ア
は
、
劣
悪
な
ド
ラ
ッ
グ
の
中
和
剤
と
し
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
不
条
理
作
家
ダ
ニ
ー
ル
・

ハ
ル
ム
ス
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
の
絵
に
も
似
て
、
人
間
の
臭
い
と

い
っ
た
も
の
を
こ
と
ご
と
く
脱
臭
さ
せ
た
小
説
な
ら
、
た
し
か
に
、
悪
夢
ま
が
い
も
ユ
ー
フ
ォ

リ
ア
も
ど
き
も
一
気
に
消
し
や
る
か
も
し
れ
な
い
。
ロ
シ
ア
風
ト
リ
ッ
プ
の
処
方
と
し
て
は
、
ナ

ボ
コ
フ
、
ブ
ー
ニ
ン
、
ベ
ー
ル
イ
、
ジ
ョ
イ
ス
と
つ
な
ぐ
や
り
方
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
り
と
め
も

な
い
話
に
か
ま
け
て
い
る
う
ち
、
い
よ
い
よ
、
売
人
が
登
場
し
、
登
場
人
物
七
人
分
に
ふ
さ
わ

し
い
作
家
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ド
ラ
ッ
グ
が
持
ち
込
ま
れ
る
。
こ
う
し
て
七
人
の
登
場
人
物

た
ち
が
、
こ
の
珍
奇
な
ド
ラ
ッ
グ
を
と
お
し
て
経
験
し
、
共
有
す
る
世
界
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
・
ト
リ
ッ
プ
と
い
う
わ
け
だ
。

　

最
初
に
現
れ
る
幻
覚
が
、『
白
痴
』
の
一
場
面
で
、
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
・
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ヴ
ナ
の
家
で

催
さ
れ
る
有
名
な
夜
会
の
席
で
あ
る
。
は
じ
め
、
原
作
に
忠
実
に
場
面
は
展
開
す
る
の
だ
が
、

や
が
て
ト
リ
ッ
プ
は
捩
れ
、
主
人
公
た
ち
一
人
一
人
が
グ
ロ
テ
ス
ク
な
変
容
を
と
げ
は
じ
め
る
。

守
銭
奴
の
ガ
ー
ニ
ャ
は
、
巨
万
の
富
を
得
て
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
頂
上
に
城
を
建
て
る
こ
と
を
夢

み
、
黙
示
録
博
士
こ
と
レ
ー
ベ
ジ
ェ
フ
は
、
巨
大
な
鋼
鉄
の
豚
に
な
っ
て
世
界
中
の
ど
ぶ
水
や

富
者
の
靴
底
を
舐
め
て
ま
わ
る
。
結
核
病
み
で
自
殺
す
る
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
は
、
科
学
技
術
を

駆
使
し
て
新
し
い
肉
体
を
作
り
、
歓
喜
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
喧
伝
者
と
な
る
。
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ

へ
の
破
滅
的
な
情
熱
の
虜
と
な
っ
た
ロ
ゴ
ー
ジ
ン
は
、
狂
信
的
な
去
勢
派
ど
こ
ろ
か
、
世
界
の

女
た
ち
と
交
わ
っ
て
は
次
々
に
妊
娠
さ
せ
る
と
い
う
事
業
を
企
て
る
。
で
は
、
公
爵
キ
リ
ス
ト

た
る
ム
イ
シ
キ
ン
は
ど
う
か
。
彼
は
自
分
の
す
べ
て
の
神
経
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
弦
を
結
び
つ
け
、

世
界
の
孤
児
た
ち
に 

『
世
界
の
痛
み
』
の
調
べ
を
奏
で
さ
せ
る････　
な
ん
だ
か
、マ
ヤ
コ
フ
ス

キ
ー
の
詩
を
思
わ
せ
る
妙
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
が
、
面
白
い
。
と
こ
ろ
が
、
幻

覚
は
や
が
て
お
ぞ
ま
し
く
も
グ
ロ
テ
ス
ク
な
夢
を
あ
ざ
な
い
は
じ
め
、
主
人
公
た
ち
は
一
人
一
人

が
自
ら
の
過
去
の
ト
ラ
ウ
マ
を
語
り
は
じ
め
る
。
あ
の
ソ
ロ
ー
キ
ン
が
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
、
と
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感
慨
を
新
た
に
す
る
。
友
人
に
惚
れ
直
す
と
は
、
こ
の
こ
と
だ
。

　

通
学
の
途
中
、
電
車
の
な
か
で
性
的
な
い
た
ず
ら
を
さ
れ
た
少
年
、
猟
犬
を
死
な
せ
、
父
親

に
尻
を
叩
か
れ
た
少
年
、
隣
人
の
男
色
シ
ー
ン
を
目
撃
し
た
少
女
、
母
親
と
の
近
親
相
姦
に

ふ
け
っ
た
少
年
…
…
。
登
場
人
物
全
員
が
、
舞
台
の
上
に
沈
む
な
か
、
戯
曲
全
体
は
、
売
人

と
化
学
者
の
次
の
よ
う
な
台
詞
の
や
り
と
り
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。「
も
う
こ
れ
で
三
回
目
だ

ぜ
。
何
度
繰
り
返
し
ゃ
気
が
済
む
ん
だ
…
…
し
ま
い
に
ゃ
客
が
い
な
く
な
っ
ち
ま
う
ぞ 

」 「 

…
…

こ
れ
で
実
験
段
階
は
終
了
さ
。
は
っ
き
り
し
た
よ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
生
で
用
い
る
の
は

死
に
つ
な
が
る
っ
て
な
」「
ど
う
す
る
ん
だ
」 「
薄
め
る
ん
だ
」「
な
に
で
」「
そ
う
さ
な
、ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
・
キ
ン
グ
で
も
使
っ
て
様
子
を
み
る
か
」

　

友
人
の
ソ
ロ
ー
キ
ン
が
い
か
に
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
に
取
り
つ
か
れ
、
そ
の
果
て
し
な
い
補
償
の

試
み
と
し
て
文
学
を
と
ら
え
、
小
説
執
筆
に
関
わ
っ
て
き
た
か
を
私
は
思
い
だ
し
た
。
彼
こ
そ

は
二
一
世
紀
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
つ
か
ら
か
真
剣
に
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
全
体
を
読
み
と
お
す
の
に
、
も
の
の
一
時
間
と
か
か
ら
な
か
っ
た
。
少
し
ぬ
る
く

な
っ
た
缶
ビ
ー
ル
に
口
を
つ
け
る
と
、
目
の
前
に
、
ナ
チ
ス
包
囲
下
の
町
で
死
肉
の
カ
ツ
レ
ツ
を

売
る
双
子
の
兄
弟
の
イ
メ
ー
ジ
が
ち
ら
つ
き
は
じ
め
た
。
ソ
ロ
ー
キ
ン
は
限
り
な
く
残
酷
な
夢

に
ふ
け
る
こ
と
で
、
自
ら
の
ト
ラ
ウ
マ
を
癒
そ
う
と
し
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
ま
た
、

同
じ
よ
う
な
一
面
を
持
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

夜
間
、
列
車
は
チ
ュ
ー
ド
ヴ
ォ
と
い
う
町
で
転
轍
の
作
業
を
行
い
、
不
気
味
な
機
械
音
を

澄
み
切
っ
た
夜
の
闇
に
響
き
わ
た
ら
せ
た
。
私
は
横
に
な
っ
た
ま
ま
、
体
を
ね
じ
っ
て
外
に
目

を
や
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
再
び
浅
い
眠
り
に
落
ち
た
。
私
が
乗
っ
て
い
る
列
車
は
、
午
前
五
時

過
ぎ
に
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
駅
に
到
着
し
、
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
と
い
う
長
身
の
運
転
手
の
出
迎
え
を
受

け
た
。
裸
電
球
が
わ
び
し
く
照
ら
し
出
す
薄
闇
の
な
か
に
、
抱
擁
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
い
く
つ
か

浮
び
あ
が
る
。
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
と
い
え
ば
、
記
憶
す
る
限
り
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
テ
イ
ン
の
映
画
『
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ネ
フ
ス
キ
ー
』
の
い
く
つ
か
の
シ
ー
ン
で
観
た
覚
え
が
あ
る
だ
け
だ
。
し
か
し
、

あ
れ
は
ほ
ん
も
の
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
を
撮
っ
た
映
像
だ
っ
た
ろ
う
か
。
市
の
中
心
部
を
流
れ
る
ヴ
ォ

ル
ホ
フ
川
の
ほ
と
り
で
、
ニ
コ
ラ
イ
・
チ
ェ
ル
カ
ー
ソ
フ
の
演
じ
る
ネ
フ
ス
キ
ー
が
、
漁
を
終
え

て
岸
辺
に
戻
り
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
ハ
ン
と
明
る
い
声
で
渡
り
あ
う
シ
ー
ン
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。

ネ
フ
ス
キ
ー
は
ま
も
な
く
、
ド
イ
ツ
騎
士
団
と
の
戦
い
に
向
か
い
、
チ
ュ
ー
ド
ォ
湖
の
戦
い
で

難
敵
を
倒
し
、
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
凱
旋
す
る
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
作
ら
れ
た
あ
の
映
画
は
、

迫
り
来
る
独
ソ
戦
の
予
感
を
み
ご
と
に
写
し
だ
し
、
ネ
フ
ス
キ
ー
に
は
独
裁
者
ス
タ
ー
リ
ン
が
、

ス
プ
レ
マ
テ
ィ
ズ
ム
風
の
金
属
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
ド
イ
ツ
騎
士
団
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
二
重
写
し
さ
れ
て
い
た
。　
　

　

夜
も
明
け
な
い
こ
ん
な
早
く
か
ら
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
に
向
か
う
の
か
、
と
心
配
し
て
尋

ね
る
と
、
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
は
、「
ホ
テ
ル
・
ヴ
ォ
ル
ホ
フ
に
向
か
う
」
と
明
る
く
笑
っ
た
。
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
博
物
館
が
開
く
ま
で
に
五
時
間
近
く
あ
る
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
ホ
テ
ル
で
待
っ
て

も
ら
う
、
部
屋
は
す
で
に
予
約
済
み
だ
が
、
よ
い
か
、
と
の
答
え
だ
っ
た
。

　

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
本
を
書
こ
う
と
思
い
た
っ
て
か
ら
、
私
は
い
つ
し
か
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
の
兄
弟
』
の
舞
台
と
な
っ
た
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
の
町
を
訪
ね
る
こ
と
な
く
、
本
は
完
成

し
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
年
前
の
夏
、
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ
、
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
を
訪
ね

て
か
ら
、
そ
の
思
い
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
最
後
の
章
は
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
紀
行
で
締
め
く

く
ろ
う
と
考
え
た
。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
世
界
は
、
イ
ワ
ン
・
プ
イ
リ
エ
フ
と
い
う
ソ

ビ
エ
ト
時
代
の
監
督
が
愚
直
な
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
描
き
き
っ
た
長
編
映
画
で
強
烈
す
ぎ
る

く
ら
い
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
て
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
死
ぬ
ま
で
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
付
き
纏
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
映
画
が
撮
影
さ
れ
た
場
所

が
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
で
は
な
く
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
ク
ー
ポ
ル
を
煌
め
か
せ
る
、
か
つ

て
の
ザ
ゴ
ー
ル
ス
ク
（
現
在
の
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
）
で
あ
る
と
知
っ
た
の
は
、
つ
い
最
近

の
こ
と
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
プ
イ
リ
エ
フ
の
こ
の
映
画
が
私
は
な
ぜ
か
好
き
で
、
ヴ
ィ
デ
オ
や

Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
繰
り
返
し
見
て
き
た
の
に
も
理
由
が
あ
っ
た
。
父
フ
ョ
ー
ド
ル
役
を
演
じ
る
マ
ル
ク
・

プ
ル
ー
ド
キ
ン
と
、
ス
メ
ル
ジ
ャ
コ
フ
役
の
ワ
レ
ン
チ
ン
・
ニ
ク
ー
リ
ン
の
二
人
の
、
絶
妙
と
い
う

し
か
な
い
演
技
力
で
あ
る
。
舞
台
役
者
と
し
て
知
ら
れ
た
彼
ら
は
、
か
た
や
色
欲
と
金
の
亡
者
、

か
た
や
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
権
化
と
も
い
う
べ
き
二
人
に
な
り
き
り
、
吐
き
気
が
す
る
ほ
ど
に
い
や
ら

し
い
役
柄
を
じ
つ
に
み
ご
と
に
演
じ
き
っ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー
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ン
は
、
な
ん
だ
か
驚
く
ほ
ど
力
強
く
て
、
自
己
犠
牲
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
り
、
感
動
的
な
盛
り

上
が
り
を
見
せ
る
。
不
思
議
な
変
化
だ
と
薄
々
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
じ
つ
は
プ
イ
リ
エ
フ
は

こ
の
映
画
の
製
作
中
に
死
去
し
、
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
役
の
ミ
ハ
イ
ル
・
ウ
リ
ヤ
ー
ノ
フ
と
イ
ワ
ン

役
の
キ
リ
ル
・
ラ
ヴ
ロ
フ
が
一
致
協
力
し
て
最
後
ま
で
完
成
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
も
つ
い
最
近
に

な
っ
て
知
っ
た
。
吹
雪
の
な
か
、
シ
ベ
リ
ア
に
旅
立
つ
ミ
ー
チ
ャ
と
グ
ル
ー
シ
ェ
ン
カ
を
見
送
る

あ
の
シ
ー
ン
は
、
映
画
の
よ
し
あ
し
を
越
え
、
文
句
な
し
に
見
る
も
の
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
。

　

そ
う
、
父
殺
し
の
罪
を
引
き
受
け
る
と
い
う
犠
牲
を
、
長
男
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
は
引
き
受
け

る
。
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
こ
そ
は
お
そ
ら
く
、
も
っ
と
も
人
間
く
さ
い
現
代
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
。
発
狂
し
た
イ
ワ
ン
や
自
殺
し
た
ス
メ
ル
ジ
ャ
コ
フ
に
代
わ
っ
て
、
犠
牲
と
い
う
宿

命
を
彼
は
み
ず
か
ら
背
負
い
、シ
ベ
リ
ア
へ
と
旅
立
つ
。
一
八
四
九
年
十
二
月
、そ
れ
こ
そ「
無
辜
」

の
罪
を
背
負
っ
て
シ
ベ
リ
ア
に
旅
立
っ
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
だ
が
、

ド
ミ
ー
ト
リ
ー
同
様
、
彼
自
身
も
ま
た
、
父
親
へ
の
憎
悪
と
父
親
の
死
を
願
望
す
る
と
い
う

罪
に
よ
っ
て
罰
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
愛
人
を
争
い
、
父
親
の
死
を
願
う
ド
ミ
ー

ト
リ
ー
と
、
社
会
主
義
の
理
想
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
二
重
写
し
に
な
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
こ
の
罰
を
不
当
と
感
じ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
そ
れ
ま
で
苦
し
め
ら
れ
て

き
た
原
罪
に
対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
小
さ
な
罰
で
あ
れ
、
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

意
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
今
回
の
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ

詣
の
最
大
の
目
的
は
、
ダ
ロ
ヴ
ォ
ー
エ
＝
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
と
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
＝
ス

コ
ト
プ
リ
ゴ
ニ
エ
フ
ス
ク
を
結
び
つ
け
る
見
え
ざ
る
糸
を
探
り
当
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

Ⅱ―

２　
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド̶
̶

ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ

　

午
前
十
時
少
し
過
ぎ
に
ホ
テ
ル
を
出
た
私
た
ち
の
車
は
、
篠
つ
く
雨
の
プ
ス
コ
フ
街
道
を

ま
っ
す
ぐ
南
西
に
向
か
っ
て
走
り
は
じ
め
た
。
煙
の
よ
う
な
雲
が
ま
る
で
人
攫
い
の
よ
う
に
地

面
を
睥
睨
し
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
カ
と
呼
ば
れ
る
五
階
建
て
の
ア
パ
ー
ト
を
一
呑
み
し
て
し
ま
い
そ

う
な
気
配
だ
っ
た
。
私
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
旅
の
な
か
で
も
、
記
憶
に
な
い
く
ら
い
の
悪
天

候
だ
。
地
図
を
見
る
と
、
左
手
に
イ
リ
メ
ニ
湖
が
見
え
る
は
ず
な
の
だ
が
、
地
面
す
れ
す
れ
を

這
う
雨
雲
の
せ
い
で
そ
れ
ら
し
き
姿
は
な
か
な
か
現
れ
な
い
。
間
違
え
て
走
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
少
し
不
安
な
気
持
ち
に
な
る
。
目
計
り
で
幅
お
よ
そ
二
十
メ
ー
ト
ル
の
舗
装
道
路
に

は
ほ
と
ん
ど
行
き
交
う
車
も
な
く
、
道
路
脇
に
細
り
き
っ
た
白
樺
の
幹
が
ち
ら
ほ
ら
生
え
る
の

が
見
え
る
ば
か
り
だ
。

　
ソ
ビ
エ
ト
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
を
め
ぐ
る
旅
に
は
、
常
に
ど
こ
か
し
ら
、
地
獄
め
ぐ
り
を
連

想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
流
に
い
う
、「
幸
福
を
製
造
す
る
工
場
」
の
廃
墟
が
、

右
手
斜
め
前
方
に
見
え
て
く
る
。
作
っ
て
は
壊
し
、
壊
し
て
は
作
り
の
作
業
を
繰
り
返
す
う
ち

に
、
こ
の
「
工
場
」
の
住
人
た
ち
は
、
ま
と
も
な
建
物
を
拵
え
る
最
低
限
の
知
識
す
ら
忘
れ

て
し
ま
っ
た
。
正
面
の
看
板
に
「
ウ
プ
ラ
ヴ
レ
ー
ニ
エ
・
メ
ハ
ニ
ザ
ー
ツ
ィ
イ（
技
術
監
督
局
）」

と
書
い
た
建
物
の
壁
に
は
、
枝
分
か
れ
し
た
ひ
び
が
あ
り
、
そ
れ
を
隠
す
た
め
に
黒
の
ペ
イ
ン
ト

が
塗
ら
れ
、
そ
の
壁
の
向
こ
う
側
か
ら
は
黒
い
骨
格
が
む
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
十
年
も

経
ち
、西
側
資
本
の
ビ
ル
や
「
新
ロ
シ
ア
人
」
た
ち
の
別
荘
が
現
れ
れ
ば
、ソ
ビ
エ
ト
時
代
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
建
設
が
い
か
に
幼
稚
で
、
ず
さ
ん
な
お
と
ぎ
話
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
ソ
ビ
エ
ト
時
代
に
建
て
ら
れ
た
家
屋
が
ど
れ
も
こ
れ
も
監
獄
に
見
え
て
し

ま
う
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
桁
は
ず
れ
に
広
す
ぎ
る
大
地
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
せ
い

だ
ろ
う
か
。
で
も
、
ロ
シ
ア
の
人
々
は
、
酷
薄
な
自
然
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
も
、
み
ず
か
ら

進
ん
で
そ
の
「
監
獄
」
に
入
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、こ
の
、
箱
型
の
ア
パ
ー

ト
を
見
て
い
る
と
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
批
評
家
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
つ
と

に
自
嘲
を
こ
め
て
「
空
」
と
呼
ぶ
理
由
も
見
え
て
く
る
。
大
地
の
上
に
流
れ
て
い
く
時
間
の
お

ぞ
ま
し
い
水
圧
と
、
人
間
の
命
の
短
さ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト̶

̶

。
男
子
の
平
均
寿
命
五
十
歳
後

半
と
い
う
デ
ー
タ
こ
そ
、
ロ
シ
ア
に
流
れ
る
歴
史
の
「
空
」
性
を
、
な
に
よ
り
も
如
実
に
裏
づ

け
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　

プ
ス
コ
フ
街
道
を
お
よ
そ
二
十
キ
ロ
も
下
っ
た
ろ
う
か
、
レ
ス
ナ
ー
ヤ
と
い
う
標
識
が
見
え
た

あ
た
り
で
、
運
転
手
の
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
が
「
ト
ル
フ
」
と
大
き
く
声
を
あ
げ
た
。
見
る
と
、
褐

色
に
染
ま
っ
た
潅
木
の
茂
み
の
向
こ
う
側
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
黒
く
盛
り
上
が
り
、
白
い
煙
を
吐
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き
出
し
て
い
る
。

   「
地
面
が
焼
け
て
る
ん
だ
」

　
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
の
話
だ
と
、
そ
の
あ
た
り
の
地
表
温
は
、
二
、三
百
度
あ
り
、
と
て
も
近
づ
け

な
い
と
い
う
。
今
年
の
夏
は
、
例
年
に
な
い
猛
烈
な
旱
魃
が
襲
っ
た
の
で
、
い
つ
も
よ
り
ト
ル
フ

が
ひ
ど
く
、
一
面
煙
に
包
ま
れ
、
道
路
も
寸
断
さ
れ
た
。
褐
色
の
枯
野
を
真
っ
黒
に
焦
が
し
て

い
る
の
が
そ
れ
で
、
タ
バ
コ
一つ
で
大
火
事
に
な
る
か
ら
、
森
の
中
に
入
る
こ
と
は
厳
重
に
禁
じ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
こ
こ
は
ね
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
は
沼
地
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
ウ
ズ
ベ
ク
か
ら
大
勢
人
が
や
っ
て

き
た
。
三
か
ら
四
年
間
も
い
た
ろ
う
か
。
ウ
ズ
ベ
ク
は
綿
花
栽
培
の
土
地
で
、
旱
魃
対
策
は
お

手
の
も
の
だ
か
ら
ね
。
根
を
切
り
、石
を
と
っ
て
、な
ん
と
か
干
拓
し
て
土
地
を
乾
か
し
た
ん
だ
」

車
は
や
が
て
滑
ら
か
に
左
折
し
た
。
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
ま
で
四
七
キ
ロ
と
あ
る
。

　
「
こ
こ
に
は
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
時
代
に
も
道
が
あ
っ
て
ね
、
女
帝
み
ず
か
ら
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ

サ
詣
で
し
た
ん
だ
」

　

こ
の
、
果
て
し
な
く
広
い
大
地
と
比
べ
て
、
限
り
な
く
ち
っ
ぽ
け
で
あ
る
は
ず
の
人
間
が
、

な
ぜ
、
あ
れ
ほ
ど
大
き
な
ド
ラ
マ
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
事
件
は
、

ロ
シ
ア
全
土
を
揺
る
が
し
た
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
書
い
て
い
る
。
だ
が
、
空
間
の
圧
倒
的
な

ボ
リ
ュ
ー
ム
を
前
に
す
る
と
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
人
物
た
ち
は
、
遠
近
法
を
欠
い
て

い
る
分
、
場
違
い
な
大
き
さ
を
印
象
づ
け
る
。
小
説
と
い
う
怪
物
、
そ
れ
は
た
ん
に
登
場
人
物

の
数
や
物
語
の
長
さ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
登
場
人
物
が
、
大
地
の
広
さ
に

比
し
て
、
不
釣
合
い
な
ほ
ど
大
き
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

　

凍
結
し
た
イ
リ
メ
ニ
湖
が
、
左
の
車
窓
に
切
れ
ぎ
れ
な
姿
を
現
し
は
じ
め
た
。
動
か
な
い
湖

ほ
ど
異
様
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
な
ん
の
脈
絡
も
な
し
に
考
え
は
じ
め
た
。
雲
は

う
ご
き
、
雨
は
落
ち
、
草
木
は
風
に
な
び
い
て
い
る
の
に
、
湖
だ
け
が
、
ま
る
で
無
機
物
の
よ

う
に
、
死
ん
だ
よ
う
に
動
か
な
い
。　
　

　
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
の
陽
気
な
声
が
ひ
び
く
。

   「
ど
う
だ
い
、
生
き
た
水
を
試
す
気
は
な
い
か
い
」

　
「
大
い
に
あ
る
ね
」
と
私
は
答
え
、
停
車
し
た
車
の
ド
ア
を
勢
い
よ
く
押
し
だ
し
た
。

　

街
道
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
石
の
十
字
架
が
た
ち
、
そ
の
向
こ
う
に
、

小
さ
な
お
堂
が
建
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
大
雨
の
な
か「
生
き
た
水
」
も
な
い
か
、
と
一
瞬
と

ま
ど
い
を
感
じ
た
が
、
す
べ
て
は
思
い
出
の
た
め
と
割
り
切
っ
た
。
後
ろ
か
ら
、
私
を
呼
び
止

め
る
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
の
声
が
ひ
び
い
て
き
た
。
手
に
空
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
携
え
て
い
る
。
何
か

幸
運
が
起
こ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ス
コ
ト
プ
リ
ゴ
ニ
エ
フ
ス
ク（
家
畜
追
い
込
み
町
）̶

̶

。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
な
ん
と
も

忌
ま
わ
し
い
名
前
を
採
用
し
た
も
の
だ
。
な
ぜ
、
実
際
の
名
称
を
用
い
な
か
っ
た
の
か････　

　
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
の
市
街
地
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
車
は
や
が
て
、
敷
石
を
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
で
固
め
た
河
岸
通
り
に
入
っ
た
。
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
は
車
を
徐
行
さ
せ
、
上
目
づ
か
い

に
一つ
一つ
番
地
を
確
か
め
て
い
く
。
や
が
て
、
左
手
の
前
方
に
、
深
緑
色
を
し
た
二
階
建
て
の

建
物
が
見
え
て
き
た
。「
あ
れ
が
、
た
ぶ
ん
、
博
物
館
だ
」
と
彼
は
言
い
残
し
、
車
か
ら
出
る
と
、

建
物
の
二
階
を
し
げ
し
げ
と
見
上
げ
な
が
ら
、
雨
に
濡
れ
る
の
も
い
と
わ
な
い
様
子
で
歩
き
出

し
て
い
っ
た
。

　

木
戸
を
開
か
な
い
ら
し
い
。
し
ば
ら
く
し
て
、
あ
き
ら
め
た
様
子
の
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
が
、
首

を
横
に
振
り
な
が
ら
戻
っ
て
き
た
。
察
し
が
つ
い
た
。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
う
か
つ
に
し

て
今
日
が
月
曜
日
で
あ
る
こ
と
を
私
は
ま
っ
た
く
忘
れ
果
て
て
い
た
。

   

「
何
と
か
し
よ
う
」
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
は
真
剣
な
顔
で
そ
う
言
い
、
近
く
の
中
学
校
ま
で
車

を
し
ば
ら
く
バ
ッ
ク
さ
せ
る
と
、
そ
こ
に
車
を
停
め
、
校
舎
の
な
か
に
姿
を
消
し
た
。
十
分
、

二
十
分
と
、
ど
ん
ど
ん
時
間
が
経
っ
て
い
く
。
青
い
ペ
ン
キ
を
塗
っ
た
窓
枠
の
外
に
は
鉄
格
子

が
は
め
ら
れ
て
い
て
、
夜
間
の
部
外
者
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
。
夜
の
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
は

よ
ほ
ど
物
騒
な
の
だ
ろ
う
か
。
教
室
か
ら
ハ
ン
マ
ー
で
工
作
す
る
音
が
響
い
て
く
る
。
ウ
ラ
ジ

ス
ラ
フ
が
校
舎
の
な
か
に
消
え
て
か
ら
か
れ
こ
れ
三
十
分
は
た
っ
た
。
雨
足
も
弱
ま
っ
て
き
た
の

で
、
私
は
車
を
お
り
、
ピ
ン
ク
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
校
舎
に
か
か
っ
て
い
る
一
枚
の
プ
レ
ー
ト

に
目
を
凝
ら
し
た
。「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
記
念
第
二
中
学
校
」
と
あ
る
。
そ
の
プ
レ
ー
ト
を

写
真
に
収
め
て
か
ら
、
ゲ
オ
ル
ギ
エ
フ
ス
カ
ヤ
通
り
と
あ
る
道
を
少
し
ば
か
り
散
歩
し
は
じ
め
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た
。
遠
く
に
教
会
の
青
い
丸
屋
根
が
見
え
た
。

　
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
は
何
を
粘
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
遅
け
れ
ば
遅
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
話
が
進
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
も
な
く
、
教
頭
を
務
め
る
ら
し
い
中
年
の
女
性
と
一
緒
に

姿
を
現
し
た
彼
は
、私
に
こ
う
説
明
し
た
。
館
長
は
仕
事
を
休
ん
で
い
る
。
母
親
が
病
気
ら
し
い
。

副
館
長
に
鍵
を
預
け
て
い
る
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
副
館
長
も
じ
つ
は
こ
こ
か
ら
三
十
キ
ロ
ほ

ど
離
れ
た
別
荘
に
行
っ
て
い
て
不
在
ら
し
い
。
ま
ず
は
、
館
長
の
ア
パ
ー
ト
に
立
ち
寄
り
、
副

館
長
の
詳
し
い
住
所
を
聞
い
て
こ
よ
う
。
話
は
、
二
重
に
も
三
重
に
も
込
み
入
っ
て
い
て
、
博

物
館
の
鍵
が
い
ま
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。　

　

教
頭
の
中
年
女
性
を
乗
せ
た
私
た
ち
の
車
は
、
ゲ
オ
ル
ギ
エ
フ
ス
カ
ヤ
通
り
を
左
に
お
れ
、

市
内
の
メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
抜
け
て
か
ら
、
公
団
風
の
ア
パ
ー
ト
の
前
で
停
車
し
た
。
ま
ず

彼
女
が
ア
パ
ー
ト
の
な
か
に
消
え
た
。
戻
っ
て
く
る
の
を
待
つ
間
、
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
が
ぽ
つ
り
と

言
葉
を
は
い
た
。

　
「
こ
こ
は
ま
る
で
一
九
三
〇
年
代
だ
な
。
ひ
ど
い
も
ん
だ
」

　
「
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
と
い
う
こ
と
か
い
」

　
「
あ
あ
」

　

そ
の
一
瞬
、
私
は
、
ア
レ
ク
セ
イ
・
ゲ
ル
マ
ン
監
督
の
『
わ
が
友
ラ
プ
シ
ン
』
で
見
た
ス
タ
ー

リ
ン
時
代
の
農
村
の
一
光
景
を
思
い
出
し
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
権
力
が
恐
れ
、
社
会
主
義
リ
ア
リ

ズ
ム
が
禁
じ
た
「
自
然
主
義
」
を
、
も
ろ
に
さ
ら
け
出
し
て
み
せ
た
映
画
だ
っ
た
が
、
灰
色
の

下
に
た
た
ず
む
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
の
景
色
は
、
ま
さ
に
こ
の
『
わ
が
友
ラ
プ
シ
ン
』
の
モ
ノ

ク
ロ
世
界
の
よ
う
に
無
骨
で
刺
々
し
い
。
そ
の
殺
伐
と
し
た
雰
囲
気
は
、
戦
後
復
興
の
失
敗
に

よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、町
の
景
観
を
破
壊
し
た
の
は
、ド
イ
ツ
の
フ
ァ

シ
ス
ト
だ
け
で
は
な
い
。
共
産
主
義
者
た
ち
も
ま
た
、
荒
廃
に
手
を
貸
し
て
い
る
の
だ
。
で
も
、

ど
ち
ら
が
果
た
し
て
正
し
い
選
択
だ
っ
た
の
か
、
農
奴
制
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
変
え
よ
う
と
し
た

理
想
か
、
自
然
の
変
化
に
な
す
が
ま
ま
の
成
長
だ
っ
た
か
。
ロ
シ
ア
の
歴
史
が
永
遠
に
抱
え
つ

づ
け
る
ア
ポ
リ
ア̶

̶

。

　

緑
色
の
鉄
の
ド
ア
が
開
き
、
教
頭
の
女
性
が
現
れ
た
。
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
が
頭
を
横
に
振
り

な
が
ら
、
車
に
近
づ
い
て
く
る
。
肝
心
の
館
長
は
、
所
用
で
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
出
か
け
て
い
て
、

不
在
ら
し
い
。
片
道
百
キ
ロ
の
道
を
引
き
返
し
、
ま
た
こ
こ
に
戻
っ
て
く
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

夜
の
九
時
過
ぎ
に
出
る
列
車
に
間
に
合
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
は
タ
バ
コ
の
煙

を
吐
き
出
し
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
一
言
い
っ
て
か
ら
、
運
転
席
に
着
い
た
。

　

苦
肉
の
策
で
す
が
、
と
、
教
頭
の
中
年
女
性
は
、
郷
土
史
博
物
館
の
あ
る
ス
パ
ッ
ソ
・
プ
レ

オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
修
道
院
に
行
く
よ
う
私
た
ち
に
勧
め
た
。
そ
こ
の
館
員
を
紹
介
し
て
く

れ
る
と
い
う
。
私
た
ち
は
曖
昧
に
う
な
づ
き
、
彼
女
を
中
学
校
ま
で
送
り
届
け
て
か
ら
、
修
道

院
へ
車
を
走
ら
せ
た
。
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
で
一
泊
し
、
明
日
に
再
度
の
挑
戦
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
も
頭

に
浮
か
ん
だ
が
、
外
国
人
に
は
す
べ
て
が
が
ん
じ
が
ら
め
の
ロ
シ
ア
で
、
旅
程
を
変
え
る
こ
と
ほ

ど
危
険
な
こ
と
は
な
い
。

Ⅱ―

３　
散
策

　

十
二
世
紀
末
に
ま
で
遡
る
古
い
歴
史
を
も
つ
ス
パ
ッ
ソ
・
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー
修
道
院

は
、
雨
上
が
り
の
ひ
ん
や
り
し
た
空
の
下
で
、
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
に
ク
ー
ポ
ル
を
輝
か
せ
て
い
た
。

修
道
院
の
一
部
は
郷
土
史
博
物
館
を
か
ね
て
い
る
ら
し
く
て
、
そ
こ
で
一
通
り
、
町
の
歴
史
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
案
内
役
を
買
っ
て
で
た
リ
ュ
ド
ミ
ラ
と
い
う
名
前

の
女
性
は
、
何
を
勘
違
い
し
た
の
か
、
い
き
な
り
、
十
世
紀
末
に
ヴ
ィ
ザ
ン
チ
ン
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
を
受
容
し
た
経
緯
か
ら
話
を
は
じ
め
た
の
で
、
私
は
い
さ
さ
か
面
食
い
、
し
ば
ら
く
様
子

を
見
て
か
ら
、
婉
曲
に
訪
問
の
意
図
を
伝
え
た
。
す
る
と
、
彼
女
は
、
自
分
は
か
つ
て
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
博
物
館
の
ガ
イ
ド
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
、
と
言
っ
て
に
わ
か
に
目
を
輝

か
せ
た
。

　

町
の
説
明
を
中
途
で
切
り
上
げ
て
も
ら
い
、
私
た
ち
は
一
緒
に
外
に
出
た
。
車
に
は
乗
ら
な

か
っ
た
。
私
は
ま
ず
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
ど
の
経
路
を
辿
っ
て
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・ル
ッ
サ
に
や
っ

て
き
た
の
か
、
を
尋
ね
た
。

　
「
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
、
ソ
ー
セ
ン
カ
と
い
う
駅
ま
で
列
車
で
き
て
、
そ
れ
か
ら
ヴ
ォ
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ル
ホ
フ
川
沿
い
に
蒸
気
船
で
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
ま
で
下
っ
て
来
た
ん
で
す
、
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
か
ら
は

イ
リ
メ
ニ
湖
に
出
て
、
そ
こ
か
ら
湖
を
渡
っ
て
南
岸
に
あ
る
ロ
バ
チ
と
い
う
村
に
た
ど
り
つ
き
、

ロ
バ
チ
か
ら
は
ポ
リ
ス
チ
川
を
通
っ
て
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
ま
で
や
っ
て
来
た
の
」

　

手
帳
の
字
が
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
な
る
の
を
ち
ら
り
と
見
な
が
ら
、
案
内
役
の
女
性
は
か
ま
わ

ず
に
早
口
で
説
明
を
つ
づ
け
た
。

　
「
で
も
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ・ル
ッ
サ
に
鉄
道
が
敷
か
れ
て
か
ら
は
、
そ
れ
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ

た
わ
」

　

リ
ュ
ド
ミ
ラ
の
話
に
よ
る
と
、
冬
は
イ
リ
メ
ニ
湖
が
凍
結
す
る
た
め
、
鉄
道
の
か
わ
り
に
駅

逓
馬
車
を
使
う
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
彼
女
は
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』の
「
モ
ー

ク
ロ
エ
」
の
章
を
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
、
よ
く
描
か
れ
て
い
ま
す
よ
、
と
言
い
添
え
た
。

　
「
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
ま
で
時
間
は
ど
れ
く
ら
い
か
か
り
ま
し
た
か
？
」

　
「
そ
う
ね
、
八
時
間
か
ら
九
時
間
ぐ
ら
い
だ
っ
た
か
し
ら
」

   「
当
時
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
の
人
口
は
」

　
「
二
万
人
足
ら
ず
ね
」

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
ド
イ
ツ
軍
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ラ
ヤ･
ル
ッ
サ
は
破
壊
さ
れ
た
。
鉱
泉
地

と
し
て
知
ら
れ
た
町
の
古
風
な
た
た
ず
ま
い
は
消
え
、
残
さ
れ
た
の
は
、
町
の
中
心
の
広
場
に

あ
る
双
頭
の
鷲
の
銅
像
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。
双
頭
の
鷲
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
同
じ
紋
章

で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
銅
像
は
ド
イ
ツ
人
の
彫
刻
家
が
建
て
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
ら
し
い
。

博
物
館
で
買
っ
た
絵
葉
書
の
写
真
で
見
る
と
、
十
九
世
紀
の
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
は
、
た
し

か
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
小
説
の
舞
台
に
な
り
そ
う
な
古
風
で
小
粋
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

　
「
ド
イ
ツ
軍
の
攻
撃
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
住
ん
で
い
た
家
も
、
窓
ガ
ラ
ス
も
ド
ア
も
な

く
な
っ
て
し
ま
い
、
骨
組
み
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
。
解
放
軍
が
ル
ッ
サ
の
駅
に
や
っ
て
き

た
と
き
、
ル
ッ
サ
の
駅
か
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
緑
色
の
家
が
見
え
た
と
い
う
記
録
も
あ
る

わ
」

　

リ
ュ
ド
ミ
ラ
の
ガ
イ
ド
ぶ
り
は
見
事
だ
っ
た
。
ド
ミ
ト
リ
ー
の
最
初
の
恋
人
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ

が
住
ん
で
い
た
と
い
う
商
家
の
前
を
通
り
、
博
物
館
が
面
す
る
ペ
レ
ル
イ
チ
ッ
ツ
ァ
川
を
隔
て
て
、

グ
ル
ー
シ
ェ
ン
カ
の
屋
敷
を
望
む
こ
と
が
で
き
た
。
あ
の
運
命
的
な
夜
、激
昂
し
た
ド
ミ
ト
リ
ー

が「
殺
し
て
や
る
」
と
叫
ん
で
走
り
ぬ
け
た
道
も
か
ん
た
ん
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。
ペ
レ
ル

イ
チ
ツ
ァ
川
に
面
す
る
グ
ル
ー
シ
ェ
ン
カ
の
館
か
ら
ソ
ボ
ー
ル
ヌ
イ
橋
を
渡
り
、
ド
ミ
ト
リ
エ
フ

ス
カ
ヤ
通
り
に
入
っ
た
。
小
説
で
は
ス
メ
ル
ジ
ャ
ー
シ
チ
ャ
ヤ
川
と
呼
ば
れ
て
い
る
マ
ラ
ー
シ
カ

川
の
小
橋
を
わ
た
り
、
人
気
の
な
い
ミ
ー
ニ
ン
ス
キ
ー
横
町
に
出
て
、
主
人
公
は
い
よ
い
よ
カ
ラ

マ
ー
ゾ
フ
家
の
垣
根
を
よ
じ
登
る
の
で
あ
る
。

   

「
そ
れ
が
面
白
い
こ
と
に
、
ス
ミ
ル
ノ
フ
と
い
う
研
究
者
に
言
わ
せ
る
と
、
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家

の
屋
敷
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
住
ん
で
い
た
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
の
」

　

と
す
る
と
、
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家
と
グ
ル
ー
シ
ェ
ン
カ
の
家
ま
で
は
わ
ず
か
数
百
メ
ー
ト
ル
の
距

離
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

   「
建
物
の
構
造
か
ら
い
っ
て
も
、
た
し
か
に
そ
う
し
か
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
」

   

『
罪
と
罰
』
で
は
、
主
人
公
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
故
郷
に
ザ
ラ
イ
ス
ク
を
設
定
し
た
よ
う
に
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
地
理
的
な
場
所
の
も
つ
象
徴
的
な
意
味
に
ひ
ど
く
こ
だ
わ
る
人
で
あ
っ

た
し
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
構
想
中
、「
反
論
で
き
な
い
決
断
を
し
た
」
と
一
八
七
六

年
に
書
い
て
か
ら
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
を
見
る
彼
の
目
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
手
に
入
れ

た
自
宅
が
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家
の
屋
敷
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
大
い
に
う
な
づ
け
る
話
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
私
は
、
そ
の
肝
心
の
屋
敷
に
入
れ
ず
、
周
り
を
う
ろ
う
ろ
し
、
家
屋
の
内
部
は
想

像
す
る
し
か
手
立
て
が
な
い
。

　

面
白
い
説
明
を
聞
い
た
。
初
耳
だ
っ
た
。
一
八
七
二
年
の
五
月
に
ス
タ
ー
ラ
ヤ・ル
ッ
サ
に
や
っ

て
き
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
後
、
三
軒
ほ
ど
住
ま
い
を
変
え
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二

軒
目
は
市
の
中
心
部
に
あ
る
イ
リ
イ
ン
ス
キ
ー
通
り
に
面
し
て
い
た
と
い
う
。
た
し
か
に
、
こ
の

時
期
、『
未
成
年
』
の
執
筆
に
没
頭
し
て
い
る
は
ず
の
作
家
の
手
帳
に
は
、
突
然
次
の
よ
う
な
メ

モ
が
現
れ
て
い
る
。

　
「
一
八
七
四
年
九
月
十
三
日
。
ド
ラ
マ
。
ト
ボ
リ
ス
ク
で
。
二
十
年
前
。
イ
リ
イ
ン
ス
キ
ー
の

物
語
に
似
た
よ
う
な
も
の
。
二
人
の
兄
弟
。
老
父
。
一
人
に
は
許
婚
が
あ
り
、
そ
の
女
に
弟

が
ひ
そ
か
に
横
恋
慕
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
兄
を
愛
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
兄
の
、
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若
い
少
尉
補
は
飲
ん
だ
く
れ
て
は
馬
鹿
な
ま
ね
を
し
、
父
親
と
喧
嘩
し
た
り
す
る
。
父
親
が

姿
を
消
す
。
数
日
間
、消
息
が
と
だ
え
る
。
兄
弟
が
遺
産
の
話
し
合
い
を
し
て
い
る
最
中
、突
然
、

官
憲
が
地
下
室
か
ら
死
体
が
掘
り
出
し
て
く
る
。
長
男
に
証
拠
が
突
き
つ
け
ら
れ
る（
次
男
は

一
緒
に
住
ん
で
い
な
い
の
だ
）。
長
男
は
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
懲
役
を
言
い
渡
さ
れ
る････

」

　
こ
の
メ
モ
は
発
生
段
階
で
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
お
り
、
言

及
さ
れ
て
い
る
兄
は
多
く
の
場
合
、
イ
リ
イ
ン
ス
キ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
表
記
は
、
そ
の

後
も
、
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
名
と
併
用
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ト
ボ
リ
ス
ク
と
い
え
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
に
も
ひ
と
き
わ
強
い
記
憶

の
残
る
町
で
あ
る
。
一
八
四
九
年
の
十
二
月
、
足
か
せ
を
は
め
ら
れ
た
ま
ま
、
シ
ベ
リ
ア
の
流
刑

地
に
向
か
っ
た
彼
が
、
翌
年
の
は
じ
め
、
他
の
囚
人
た
ち
と
最
初
の
休
養
を
与
え
ら
れ
た
の
が
、

こ
の
ト
ボ
リ
ス
ク
で
あ
り
、
彼
は
ま
た
こ
の
町
で
、
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
た
ち
の
妻
か
ら
、
聖
書
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
受
け
た
。
同
時
に
、
オ
ム
ス
ク
の
監
獄
で
出
会
っ
た
「
父
親
殺
し
の
男
」
イ
リ

イ
ン
ス
キ
ー
の
故
郷
が
や
は
り
こ
の
ト
ボ
リ
ス
ク
な
の
で
あ
る
。
右
の
引
用
を
、『
死
の
家
の
記

録
』
の
次
の
一
節
と
比
較
し
て
み
る
と
面
白
い
。

   

「
彼
は
貴
族
の
出
で
勤
め
も
あ
り
、
六
十
歳
に
な
る
父
親
の
も
と
で
道
楽
息
子
の
よ
う
な

生
活
を
し
て
い
た
。
そ
の
振
る
舞
い
は
無
軌
道
こ
の
上
な
く
、
借
金
に
首
ま
で
漬
か
っ
て
い
た
。

父
親
は
彼
を
抑
え
よ
う
と
し
て
い
さ
め
た
が
、
父
親
に
は
屋
敷
と
郷
が
あ
り
、････

息
子
は

遺
産
欲
し
さ
に
父
親
を
殺
し
た
」

　

周
知
の
よ
う
に
、『
死
の
家
の
記
録
』
の
発
表
か
ら
二
年
後
、
作
家
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
一
通
の

手
紙
を
受
け
取
り
、
オ
ム
ス
ク
監
獄
で
出
会
っ
た「
父
親
殺
し
の
男
」
は
じ
つ
は
無
実
だ
っ
た
こ

と
を
知
る
に
い
た
っ
た
。

　
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
は
、
二
度
目
の
転
居
の
時
か
ら
、「
ス
コ
ト
プ
リ
ゴ
ニ
エ
フ
ス
ク
」（
家
畜

追
い
込
み
町
）
の
奇
妙
な
名
前
で
呼
ば
れ
は
じ
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
語
感
か
ら
し
て
耳

障
り
の
す
る
人
好
き
の
し
な
い
名
前
だ
が
、
妻
ア
ン
ナ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
ル
ッ
サ
を
流
れ
る
マ

ラ
ー
シ
カ
川
の
ほ
と
り
に「
馬
市
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
家
畜
た
ち
を
売
る
人
々
の
活
気
に
あ

ふ
れ
る
声
が
響
い
て
い
た
と
い
う
。

　
　
『
未
成
年
』
の
執
筆
と
並
行
し
て
徐
々
に
彼
は
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
世
界
へ
と
近

づ
い
て
い
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
イ
リ
イ
ン
ス
キ
ー
通
り
と
い
う
名
称
に
も
ま
し
て
、『
未
成
年
』

を
執
筆
中
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
驚
か
せ
る
事
件
が
こ
こ
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
で
起
こ
っ
て

い
る
。
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ナ
ザ
ー
ロ
フ
と
い
う
男
が
盲
目
の
父
親
を
殺
し
た
事
件
で
あ
る
。
当
時

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
ひ
ど
く
こ
の
事
件
に
興
味
を
持
ち
、
町
の
住
人
に
根
掘
り
葉
掘
り
そ
の

実
情
を
尋
ね
ま
わ
っ
た
と
い
う
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
一
家
が
ル
ッ
サ
を
去
っ
て
ま
も
な
い
九
月

二
十
日
に
行
わ
れ
た
裁
判
で
は
、
こ
の
父
親
殺
し
の
男
に
終
身
刑
が
下
さ
れ
た
。

　
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
と
の
関
連
で
さ
ら
に
興
味
深
い
事
実
の
一つ
に
、
フ
ォ
ン
・
ゾ
ー
ン
事
件

が
あ
る
。
彼
が
最
初
に
間
借
り
し
た
二
階
建
て
の
家
の
近
く
に
、
同
じ
フ
ォ
ン
・
ゾ
ー
ン
と
い

う
元
陸
軍
少
佐
の
一
家
が
住
ん
で
お
り
、
数
年
前
に
死
ん
だ
一
家
の
主
は
、
モ
ス
ク
ワ
で
起
っ
た

猟
奇
事
件
の
被
害
者
と
よ
く
似
て
い
た
ば
か
り
か
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
父
親
フ
ョ
ー

ド
ル
と
も
あ
ま
り
に
酷
似
し
て
い
た
た
め
、
小
説
を
読
ん
だ
ル
ッ
サ
の
住
人
た
ち
は
一
様
に
仰
天

し
た
と
い
う
。

Ⅱ―

４　
イ
リ
メ
ニ
湖
の
ほ
と
り
で

　　

私
た
ち
の
車
は
、
イ
リ
メ
ニ
湖
の
ほ
と
り
に
あ
る
ブ
レ
ー
ギ
と
い
う
村
を
め
ざ
し
て
ひ
た
走
っ

て
い
た
。
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
と
グ
ル
ー
シ
ェ
ニ
カ
が
乱
痴
気
騒
ぎ
に
興
じ
る
モ
ー
ク
ロ
エ
の
村
が
、

じ
つ
は
こ
の
ブ
レ
ー
ギ
と
い
う
村
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
聞
い
て
、
い
ざ
行
け
、
と
ば
か
り
に
、

ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
を
後
に
し
た
の
だ
。
小
説
を
読
み
返
す
と
、
ス
コ
ト
プ
リ
ゴ
ニ
エ
フ
ス
ク
か

ら
二
四
露
里
と
書
い
て
あ
る
。

　

ド
ミ
ー
ト
リ
ー
を
乗
せ
た
ト
ロ
イ
カ
は
、「
空
間
を
む
さ
ぼ
り
食
い
な
が
ら
」
ひ
た
走
っ
た
。

雪
の
な
か
、
橇
を
走
ら
せ
て
、
モ
ー
ク
ロ
エ
へ
駆
け
つ
け
た
道
を
、
私
た
ち
は
百
キ
ロ
を
越
え

る
ス
ピ
ー
ド
で
向
か
っ
て
い
る
。
ブ
レ
ー
ギ
と
い
う
村
の
手
前
に
あ
る
ウ
ス
ト
レ
カ
と
い
う
漁
村

は
、『
悪
霊
』
の
舞
台
の
一つ
と
さ
れ
る
場
所
で
、ウ
ス
チ
エ
ヴ
ォ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ス
テ
パ
ン・

ヴ
ェ
ル
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
ス
キ
ー
が
最
後
の
遍
歴
に
出
る
村
で
あ
る
。
夏
、
ス
タ
ー
ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
に
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通
じ
る
ポ
リ
ス
チ
川
が
涸
れ
、
蒸
気
船
の
運
行
が
な
く
な
る
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
湖
畔

に
あ
る
ウ
ス
ト
レ
カ
か
ら
馬
車
で
町
ま
で
や
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
ウ
ス
ト
レ
カ
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
車
の
左
手
に
湖
が
見
え
は
じ
め
、
そ
れ
は
し
だ
い
に
パノ
ラ

マ
全
体
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
灰
色
の
雲
の
下
に
広
が
る
湖
は
、
も
う
「
凄
絶
」
と
い

う
月
並
み
な
形
容
詞
し
か
浮
か
ば
な
い
ほ
ど
美
し
か
っ
た
。
す
ぐ
に
も
カ
メ
ラ
に
収
め
よ
う
と

し
た
が
、
幸
か
不
幸
か
、
フ
ィ
ル
ム
は
す
で
に
切
れ
て
い
た
。
こ
う
な
っ
た
ら
、
記
憶
の
力
に
た

よ
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
記
憶
に
も
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
手
帳
を
と
り
だ
し
、
湖

の
ス
ケ
ッ
チ
を
は
じ
め
た
。
こ
れ
も
ま
た
は
じ
め
て
の
経
験
だ
っ
た
。

　
ウ
ス
ト
レ
カ
に
戦
没
者
の
記
念
碑
が
あ
る
、
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
道
行
く
老
人
に
尋
ね
る
と
、

そ
ん
な
も
の
は
な
い
と
答
え
る
。

   「
歴
史
家
の
ほ
う
が
何
で
も
知
っ
て
い
る
ん
だ
」

　

ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
が
苦
笑
す
る
。
ウ
ス
ト
レ
カ
か
ら
さ
ら
に
車
で
十
分
ほ
ど
道
を
行
く
と
、
修

復
中
の
鉄
骨
を
雨
に
さ
ら
し
、
箱
型
の
建
物
に
二
つ
の
頭
を
つ
き
だ
し
た
聖
堂
が
見
え
て
き
た
。

あ
た
り
に
は
や
は
り
黒
々
と
し
た
農
家
が
点
在
し
て
い
る
。
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
行
く
馬
車
駅
と

旅
籠
が
あ
る
町
と
い
え
ば
、
た
し
か
に
、
修
道
院
の
ガ
イ
ド
が
言
っ
て
い
た
ブ
レ
ー
ギ
し
か
な
い
。

ブ
レ
ー
ギ
の
町
は
、
イ
ル
メ
ニ
土
と
呼
ば
れ
る
高
さ
十
数
メ
ー
ト
ル
の
小
高
い
堤
で
知
ら
れ
る

ら
し
い
。
聖
堂
が
建
て
ら
れ
た
の
は
十
七
世
紀
の
こ
と
で
、
人
口
は
二
千
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
こ
の

「
湿
っ
た
村
」
は
、
今
や
、
七
百
人
の
村
人
を
数
え
る
ま
で
に
廃
れ
て
い
る
。
モ
ー
ク
ロ
エ
の
夜
、

湖
の
湿
っ
た
空
気
と
、
プ
シ
ジ
ャ
川
の
霞
が
こ
の
村
を
覆
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
夜
空
を
仰

ぎ
な
が
ら
、
グ
リ
ゴ
ー
リ
ー
の
無
事
を
必
死
に
祈
る
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
の
背
中
に
、
凍
結
し
た
イ

リ
メ
ニ
海
が
広
が
っ
て
い
た
な
ど
、
だ
れ
が
想
像
し
て
き
た
ろ
う
か
。
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
が
逮
捕

さ
れ
た
朝
も
、
今
と
同
じ
よ
う
に
、
雨
の
降
り
し
き
る
朝
だ
っ
た
。
途
方
に
く
れ
、
自
殺
に
思

い
を
よ
せ
る
場
面
を
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。「
窓
の
す
ぐ
下
に

ぬ
か
る
み
の
道
が
見
え
、
そ
の
先
は
雨
で
い
ち
だ
ん
と
く
ろ
ず
み
、
哀
れ
さ
を
増
し
た
、
ど
す

ぐ
ろ
い
、
貧
し
い
、
み
す
ぼ
ら
し
い
百
姓
家
が
、
雨
靄
の
中
に
並
ん
で
い
た
」。
そ
し
て
ド
ミ
ー

ト
リ
ー
は
、
み
ず
か
ら
の
死
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、「
た
ぶ
ん
、
こ
ん
な
朝
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ

し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
う
。

　
で
は
、
問
題
の
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
は
、

父
親
フ
ョ
ー
ド
ル
が
息
子
の
イ
ワ
ン
に
し
き
り
に
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
に
行
く
こ
と
を
懇
願
す
る

次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

　
「
お
前
に
と
っ
ち
ゃ
ヴ
ォ
ロ
ー
ヴ
ィ
ヤ
駅
か
ら
ち
ょ
い
と
左
に
入
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
せ
い
ぜ

い
十
二
キ
ロ
か
そ
こ
ら
で
、
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
だ
か
ら
な
」

　
「
と
ん
で
も
な
い
、
だ
め
で
す
よ
。
鉄
道
ま
で
八
十
キ
ロ
も
あ
る
の
に
、
モ
ス
ク
ワ
行
き
の
列

車
が
出
る
の
は
晩
の
七
時
な
ん
で
す
か
ら
ね
」

　

チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
は
た
ん
に
空
想
上
の
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
は
、
自
分
の
父
親
が
殺
さ
れ
た
領
地
と
ス
コ
ト
プ
リ
ゴ
ニ
エ
フ
ス
ク
を
彼
は
意
識
的
に
混

乱
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

右
の
引
用
で
イ
ワ
ン
が
「
鉄
道
ま
で
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
ヴ
ォ
ロ
ー
ヴ
ィ
ヤ
な
ど
と
い
う
名
称
な
ど
は
地
図
の
ど
こ
に
も
載
っ
て

お
ら
ず
、
駅
は
駅
で
も
、「
馬
車
駅
」
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ヴ
ォ
ロ
ー
ヴ
ィ
ヤ
か

ら
実
際
に
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
に
向
か
っ
た
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
は
、
後
で
「
十
二
キ
ロ
」
ど
こ
ろ
か

「
一
八
キ
ロ
」
も
あ
っ
た
と
こ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
か
ら
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
と

こ
ろ
に
、
第
二
の
チ
ェ
ル
マ
シ
ニ
ャ
ー
を
設
定
し
た
作
家
の
意
図
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
も

そ
も
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
は
こ
の
父
親
殺
し
の
事
件
を
何
年
に
想
定
し
て
い
た
の
か
。

   

「
ア
レ
ク
セ
イ
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
は
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
三
年
前
、

悲
劇
的
な
謎
の
死
を
と
げ
て
当
時
た
い
そ
う
有
名
に
な
っ
た
（
い
や
、
今
で
も
ま
だ
人
々
の
口

に
の
ぼ
る
）こ
の
郡
の
地
主
、フ
ョ
ー
ド
ル・パ
ー
ヴ
ロ
ヴ
ィ
チ・カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
三
男
で
あ
っ
た
」

   
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
完
成
は
、
一
八
八
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
す
な

お
に
十
三
を
引
け
ば
、
一
八
六
六
年
と
い
う
数
値
が
出
て
く
る
。
か
な
り
妥
当
な
答
え
で
あ
り
、

有
名
な
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
研
究
者
グ
ロ
ス
マ
ン
は
こ
の
説
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
江
川
卓
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
裏
づ
け
を
も
と
に
、
グ
ロ
ス
マ
ン
の
こ
の
説
に
異
を
と
な
え
、
一
八
七
二
年
説
を
打

ち
出
し
た
。
こ
こ
に
一つ
、
江
川
の
一
八
七
二
年
説
を
補
強
す
る
デ
ー
タ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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「
鉄
道
ま
で
八
十
キ
ロ
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
の
鉄
道
駅
を
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、

か
り
に
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
と
想
定
す
る
と
、
難
題
は
い
と
も
容
易
に
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
と
モ
ス
ク
ワ
間
の
鉄
道
敷
設
が
完
成
す
る
の
が
、
一
八
五
一
年
、

私
が
ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
に
来
る
途
中
、
軌
道
の
変
更
が
行
わ
れ
た
チ
ュ
ー
ド
ヴ
ォ
と
大
ノ
ヴ

ゴ
ロ
ド
を
つ
な
ぐ
鉄
道
が
開
通
し
た
の
が
、
一
八
七
一
年
（
さ
ら
に
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
か
ら
ス
タ
ー

ラ
ヤ
・
ル
ッ
サ
間
は
一
八
七
八
年
に
開
通
し
た
）。
つ
ま
り
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
事
件

は
、
少
な
く
と
も
一
八
七
一
年
以
降
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
イ
ワ
ン
は
開
通
し
た
ば
か
り
の

鉄
道
を
用
い
て
、
チ
ュ
ー
ド
ヴ
ォ
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
幹
線
鉄
道
で
モ
ス
ク
ワ
ま
で
赴
い
た

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
も
う
一つ
面
白
い
の
は
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
第
二
部
の
舞
台
が
、

一
八
八
五
年
（
一
八
七
二
年
＋
一
三
年
）
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
は
お
そ
ら
く
第
二
部
の
完
成
に
五
年
は
か
か
る
と
読
み
、
皇
帝
暗
殺
と
い
う
国
家
的

レ
ベ
ル
で
の「
父
親
殺
し
」
を
五
年
後
に
予
見
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る（
現
実
に
は
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
死
の
直
後
に
あ
た
る
一
八
八
一
年
三
月
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
暗
殺
事
件
が

起
こ
っ
た
）。

　

時
間
と
空
間
の
縫
い
目̶

̶

。
イ
リ
メ
ニ
土
か
ら
見
た
、
凍
結
し
た
湖
の
美
し
さ
は
、
ま
さ

に
そ
の
象
徴
的
な
光
景
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
は
と
ま
り
、
何
一つ
物
音
も
聞
こ
え
て
こ
な
い
。

遠
く
の
林
の
枯
れ
枝
に
無
数
の
カ
ラ
ス
た
ち
の
姿
が
見
え
る
が
、
鳴
き
声
は
届
か
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
、
凍
り
つ
い
た
湖
の
ど
こ
か
ら
か
断
末
魔
の
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
夏
の
旱
魃
で
海
岸
線
が
著
し
く
遠
の
い
た
ら
し
く
、
船
が
砂
地
に
乗
り
上
げ
て
い
る
。

湖
の
沖
に
向
け
て
桟
橋
の
よ
う
に
延
び
た
砂
地
に
は
蟻
の
よ
う
な
人
影
が
見
え
る
。

ヤ
ク
ー
ト
人
戦
没
者
の
慰
霊
塔
が
見
え
て
き
た
。

   「
記
憶
よ
、
永
久
に
。
一
九
四
三
年
に
イ
リ
メ
ニ
湖
で
戦
死
し
た
ヤ
ク
ー
ト
人
兵
士
た
ち
に
捧

ぐ
」

　

そ
こ
か
ら
車
で
さ
ら
に
五
分
と
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
今
度
は
ド
イ
ツ
人
の
共
同
墓
地

に
遭
遇
し
た
。
中
央
に
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
十
字
架
を
据
え
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
よ
う
に

し
て
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
五
十
ば
か
り
の
御
影
石
が
六
つ
、
た
が
い
に
向
か
い
合
い
な
が
ら
立
っ
て

い
る
。
御
影
石
に
近
づ
く
と
、
細
か
い
文
字
で
、
び
っ
し
り
と
人
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
独
ソ

戦
開
始
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
、
ド
イ
ツ
軍
は
す
で
に
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
ま
で
迫
っ
て
い
た
が
、
八
月

上
旬
の
激
戦
で
多
数
の
ド
イ
ツ
人
が
死
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
墓
碑
銘
の
筆
頭
に
は
次
の

よ
う
な
人
名
が
刻
ま
れ
て
い
た
。Abbing Allois Schutze 1920,4,16 ‒1941,8,23

。ナ
チ
ス・

ド
イ
ツ
軍
の
兵
士
に
も
、
一
人
や
二
人
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
若

者
は
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
今
、
自
分
が
息
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
湖
が
、
そ
の
舞

台
の
一つ
で
あ
り
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
、
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
と
グ
ル
ー
シ
ェ
ン
カ
の
、
あ
の
、
美
し

く
も
け
た
た
ま
し
い
饗
宴
が
催
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
な
ど
。

　

共
同
墓
地
を
囲
う
敷
石
を
越
え
、
ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
の
待
つ
車
へ
と
急
ぎ
な
が
ら
、
見
納
め
に

と
湖
の
ほ
う
を
振
り
返
る
と
、
遠
く
に
見
え
た
人
影
が
動
き
だ
し
て
い
る
。
車
か
ら
出
て
き
た

ウ
ラ
ジ
ス
ラ
フ
に
私
は
言
っ
た
。

   「
ご
ら
ん
よ
、
人
が
歩
い
て
い
る
」

　
「
そ
う
さ
、
魚
を
釣
っ
て
帰
る
と
こ
ろ
な
ん
だ
。
仕
事
な
ん
て
何
も
な
い
し
、
だ
れ
も
給
料

な
ど
払
っ
て
く
れ
な
い
。
そ
う
し
た
ら
、
魚
を
釣
っ
て
生
き
る
し
か
な
い
ん
だ
」

　

驚
い
た
こ
と
に
は
、
ブ
レ
ー
ギ
の
村
か
ら
一
歩
幹
線
道
路
に
出
る
と
、
不
意
を
つ
く
よ
う
に
、

目
の
前
に「
生
け
る
水
」
の
十
字
架
と
お
堂
が
姿
を
現
し
た
。
期
待
し
た
功
徳
に
は
、
つ
い
に

あ
り
つ
け
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
で
も
よ
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
車
は
、
予

定
か
ら
だ
い
ぶ
遅
れ
、
夕
刻
の
六
時
過
ぎ
に
ホ
テ
ル
・
ヴ
ォ
ル
ホ
フ
に
到
着
し
た
。
列
車
が
出

る
ま
で
の
お
よ
そ
三
時
間
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
町
も
歩
い
て
や
ろ
う
と
考
え
た

が
、
皮
膚
を
裂
く
よ
う
な
寒
さ
に
、
両
足
は
凍
り
つ
い
た
ま
ま
だ
っ
た
。
凍
結
し
た
ヴ
ォ
ル
ホ

フ
川
の
、
銀
色
に
光
る
水
面
に
、
か
す
か
な
夕
映
え
が
滲
ん
で
い
る
の
が
見
え
た
。
闇
の
な
か

に
沈
ん
で
行
く
川
べ
り
の
風
景
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
私
は
自
分
が
ま
る
で
体
を
な
く
し
、
小

さ
な
点
と
化
し
て
い
く
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
は
じ
め
て
い
た
。

　

孤
独
に
抗
お
う
と
す
る
何
か
が
は
じ
け
、そ
れ
は
み
る
み
る
膨
れ
あ
が
っ
て
い
っ
た
。こ
う
な
っ

た
ら
、
食
べ
る
し
か
な
い
。
そ
う
だ
、
ま
だ
昼
食
も
と
っ
て
い
な
い
。
ヴ
ォ
ル
ホ
フ
・
ホ
テ
ル
で

普
段
よ
り
少
し
ば
か
り
豪
勢
な
食
事
を
楽
し
み
、
勢
い
を
つ
け
よ
う
。
月
曜
日
と
も
あ
れ
ば
、
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レ
ス
ト
ラ
ン
の
客
も
少
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
多
少
は
歓
迎
し
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ク
レ

ム
リ
ン
の
門
を
出
て
、
広
々
と
し
た
夕
暮
れ
の
公
園
を
急
ぎ
足
で
横
切
り
、
ホ
テ
ル
に
飛
び
込

ん
だ
私
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
照
明
に
お
び
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
バ
ン
ド
用
の
ス
テ
ー
ジ

に
近
い
壁
際
の
テ
ー
ブ
ル
に
陣
取
っ
た
。
私
の
ほ
か
に
客
の
姿
は
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
ト
レ
ス
が

運
ん
で
き
た
メ
ニ
ュ
ー
に
目
を
通
し
な
が
ら
、
胃
袋
の
許
容
量
を
推
し
量
っ
て
み
る
。
ウ
オ
ッ

カ
百
グ
ラ
ム
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
風
ボ
ル
シ
チ
、
モ
ス
ク
ワ
風
サ
ラ
ダ
、
そ
し
て
メ
ー
ン
に
羊
の
シ
ャ
シ

リ
ク････

　

食
事
を
終
え
て
、
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
に
戻
っ
た
私
は
、
革
張
り
の
ソ
フ
ァ
に
腰
を
う
ず
め
、

久
し
ぶ
り
に
気
分
の
高
ま
り
を
覚
え
な
が
ら
、
パ
ソ
コ
ン
の
カ
バ
ー
を
開
い
た
。
だ
が
、
酔
い
は

思
っ
た
よ
り
も
深
く
、
白
い
画
面
に
一
行
を
書
き
こ
む
と
、
両
手
の
動
き
が
止
ま
っ
た
。

   「
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
に
重
く
、
気
の
滅
入
る
旅
を
経
験
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」

　

午
後
九
時
十
三
分
発
モ
ス
ク
ワ
行
き
の
列
車
は
定
刻
ど
お
り
に
大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
駅
を
出
た
。

出
発
ま
で
の
間
、
冷
た
い
風
が
吹
き
と
お
る
構
内
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
と
、
出
発
時
刻
表
が

目
に
入
っ
て
き
た
。
こ
の
、大
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
を
毎
日
出
る
列
車
は
、な
ん
と
一
日
に
六
本
し
か
な
い
。

　
「
ヴ
ェ
リ
ー
キ
ー
・
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
」
と
毛
筆
体
の
よ
う
な
キ
リ
ル
文
字
を
刻
ん
だ
列
車
に
乗

り
込
ん
だ
私
は
、車
内
を
点
検
し
て
い
る
車
掌
に
チ
ケ
ッ
ト
を
示
し
、コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
入
っ

た
。幸
い
、同
室
の
客
は
な
く
、サ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル
の
朝
食
は
行
き
の
も
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
っ

た
。　

　

大
事
な
目
的
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
心
残
り
を
感
じ
た
も
の
の
、
諦
め
の
思
い
の
ほ

う
が
ま
さ
っ
た
。ロ
シ
ア
で
何
も
か
も
い
く
な
ど
、奇
跡
に
近
い
、と
自
分
を
慰
め
る
。『
カ
ラ
マ
ー

ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
主
人
公
た
ち
が
息
を
し
た
空
間
を
、
犬
の
よ
う
に
嗅
ぎ
ま
わ
る
こ
と
が
で
き

た
だ
け
で
も
御
の
字
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
く
て
も
、今
、私
が
乗
っ
て
い
る
列
車
は
、イ
ワ
ン・

カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
、
明
日
、
父
親
殺
し
が
行
わ
れ
る
の
を
予
感
し
つ
つ
乗
り
込
ん
だ
モ
ス
ク
ワ

行
き
と
同
じ
列
車
な
の
だ
か
ら
。
当
時
は
ま
だ
、
列
車
の
速
度
も
遅
か
っ
た
か
ら
、
出
発
の
時

刻
も
午
後
七
時
と
少
し
早
め
だ
っ
た
が
、
今
で
あ
れ
ば
、
イ
ワ
ン
も
一
日
一
便
の
こ
の
列
車
に
乗

り
込
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
チ
ュ
ー
ド
ヴ
ォ
の
中
継
駅
を
出
る
頃
、
イ
ワ
ン
は
、

ス
タ
ー
ラ
ヤ･

ル
ッ
サ
い
や
ス
コ
ト
プ
リ
ゴ
ニ
エ
フ
ス
ク
の
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家
で
、
自
分
の
父
親
が

殺
さ
れ
る
さ
ま
を
あ
れ
こ
れ
思
い
描
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い････

。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
イ
ワ
ン
は
、
な
ぜ
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
は
な
く
、
モ
ス
ク
ワ
に
向
か
っ

た
の
か
。
待
て
、
イ
ワ
ン
は
あ
の
夜
、
確
実
に
モ
ス
ク
ワ
に
向
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
オ
ッ
カ

の
酔
い
の
残
る
頭
に
、
突
然
、
一つ
の
疑
問
が
稲
妻
の
よ
う
に
閃
い
た
。
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テ ィ エ リ ー ・ ド ・ デ ュ ー ヴ 著

松 浦 寿 夫

　

松 岡 新 一 郎 訳

『 芸 術 の 名 に お い て

　 　 　 　 　 　 　 　 　

デ ュ シ ャ ン 以 後 の カ ン ト ／ デ ュ シ ャ ン に よ る カ ン ト

 』

青 土 社 、 二 〇 〇 二 年

　

マ  ル  セ  ル

・
デ  ュ  シ  ャ  ン  の

代 表 作

の ひ と  つ と し て も  っ  と も

人 口

に
膾 炙

し て

い  る

『
泉
』  （

一  九  一  七 年

）
は
、
ど う

見
て み て も

、
じ っ  さ  い  の と こ ろ は

横 倒

し の

状 態

で  お か れ た

男 性 用 小 便 器 以 外

の な に も の  で も な  い

。
そ れ

以 前

の

『
瓶 乾 燥 器

』  （

一  九  一  三 年

）  、  『

自 転 車

の
車 輪

』  （

一  九  一  三

̶

一  四 年

）
な ど と

同 様

、
規 格 化

さ れ た レ デ  ィ メ  イ ド の

製 品

を あ え て

芸 術 作 品

と し て

展 示

し よ う と す る

試
み に よ っ  て

、
デ  ュ  シ  ャ  ン  は

芸 術

の
歴 史 上 重 大

な
一  時 期

を

劃
す こ と と な  っ  た

。
い う ま で も な く

、  『
泉
』
が
有
し て  い  る ス キ  ャ  ン ダ  ル

性

は
、
周 到

な
計 算

の う え に な  っ  た も の に ほ か な ら な  い と

考
え る べ  き で あ ろ

う
。  「

Ｒ
・
マ  ッ  ト

」
と  い う

架 空

の
作 者 名

も も ち ろ ん  の こ と で あ る

。
ニ  ュ  ー

・

ヨ ー ク で

開 催

さ れ た ア  ン デ  パ  ン ダ  ン

展
に お け る

展 示

を
拒 絶

さ れ た こ と

。

後 年

、
制 作

さ れ た

（
と  い  ち お う

称
さ れ る

）
レ  プ リ カ が

同  一  規 格

の も う ひ

と つ  の

便 器

に す ぎ な  い

（
す な わ ち

、
オ リ ジ ナ ル  の

『
泉
』
な る も の は

、
理

論 的

に そ も そ も

存 在

し な  い

）こ と

。
そ れ ら も ま た

、作 者

の
深 謀 遠 慮

に よ  っ

て あ ら か じ め

仕 組

ま れ た

、
狙
い  ど お り の

筋 書

き に

含
ま れ  て  い  た

事 態

と  い

え る か も し れ な  い

。
し か も

、
レ デ  ィ メ  イ ド の ス キ ャ  ン ダ ル

性
に は

、
頽 廃

の
証
し
、
再 生

あ る  い  は

解 放

の
約 束

な ど

、
じ  つ  に

多 義 的

な
含 意

が と も な  っ

て く る

。
そ の

場 合 重 要

な の は

、
個 々

の
論 者

の
視 点

に
起 因

す る

種 類

の
通

約 不 可 能 性

で は な  い

。
わ れ わ れ は

、
そ れ ぞ れ の

解 釈

が
同 時

に
成 立

す る

理 由

を さ ぐ  っ  て  み な け れ ば な ら な  い  の だ

。

　

そ の よ う な

考 察

に
取
り か か ろ う と す る と き

、
著 者

ド
・
デ  ュ  ー ヴ が

提

起
す る

方 法

を
踏 襲

す る こ と は き わ め て

有 効

な の で は な か ろ う か

。
著 者

は
、  「

か  つ  て

固 有 名

で あ っ  た

」
芸 術

に た  い す る

多 様

な
見
か た を

分 析 的

に

概 観

す る に あ た  っ  て

、
み ず か ら の

務
め を た ん な る

無 味 乾 燥

な
要 約

に と

ど め よ う と は し な  い

。
本 書

の
冒 頭

で
読 者

は
、
火 星

か ら

地 球

を
訪 問

し た

民 俗 学 者

、
人 類 学 者

と し て

自 分

が
人 類

の
文 化

を
調 査

し て  い  る と

仮 定

し

て  み る と  い う

、
い  さ さ か

意 表

を  つ  い  た

思 考 実 験

を
突
き  つ け ら れ る

。
そ の

後 引

き
続
き
読 者

は
、
社 会 学 者

、
歴 史 学 者

、
記 号 学 者

と  い  っ  た

専 門 家

そ れ ぞ れ  の

見 解

を ひ と と お り

経 験

し た う え で

、
愛 好 家

、
批 評 家

、
伝 統

に か ん す る

歴 史 家

、
美 学 者

な  い  し は

芸 術 理 論 家

、
系 譜 学 者

な  い  し は

歴

史 性

に  つ  い  て  の

理 論 家

、
考 古 学 者

と  い う

多 様

な
立 場

に
順 次 身

を お き つ

つ
、  「
固 有 名 詞

と し て  の

芸 術

と  い う

観 念

に よ っ  て

規 定

さ れ る

伝 統

」
と
前

衛
の
歴 史

、
さ ら に は そ れ ら と

不 可 分

の
関 係

に あ る

近 代 性

を め ぐ る

種 々

の
議 論

を
理 論 的

か  つ

体 験 的

に
再 構 築

し て み る よ う

慫 慂

さ れ る こ と と な

る
。
美
や
趣 味

で は な く

、
芸 術

の
自 律 性

こ そ を

美 学

の
対 象

と し て

打
ち
立

て た  ヘ  ー ゲ  ル  の

『
美 学 講 義

』
に お  い  て は

、
愛 好 家

、
批 評 家

、
歴 史 家

、
美

学 者

の
立 場

が
混 同

さ れ て  い  た と

著 者

は  い う

。
弁 証 法

の う ち に

体 系 的

に

含
ま れ て  い  た と さ れ る こ の

種
の
混 同

を
解 消

す る こ と が

、
本 書

の
課 題

の

ひ と  つ  で あ り

、
ま た

効 用

の ひ と  つ  で も あ る こ と は

言
を ま た な  い

。

　

一  九 八

〇
年 代

に
執 筆

さ れ た

三 本

の
論 攷

か ら な る

本 書

に お  い  て

、
ポ  ス ト

モ ダ  ニ ズ  ム  の

諸 問 題

、
と く に  モ ダ  ン と

呼
ば れ る

時 代

の
終
わ り に た  い  し て

大
き な

関 心

が
払
わ れ  て  い  る の は

当 然

の こ と と  い  え よ う か

。
著 者

の
主 張

に
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し
た
が
う
な
ら
ば
、
モ
ダ
ン
は
、
完
成
す
る
こ
と
な
い
ま
ま
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
に
よ
っ

て
終
結
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
起
源
を
も
つ
こ
と
な
く
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
に
よ
っ
て

開
始
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
モ
ダ
ン
の
出
発
点
を
な
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
を

劃
す
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
に
対
応
す
る
里
程
標
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
カ

ン
ト
の『
判
断
力
批
判
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
は
た
ん
に

始
点
と
終
点
の
日
付
け
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
は
、「
こ

れ
は
美
し
い
」
と
い
う
カ
ン
ト
本
来
の
美
的
判
断
を
「
こ
れ
は
芸
術
で
あ
る
」
と

い
う
判
断
に
よ
っ
て
置
き
換
え
て
、
モ
ダ
ン
の
終
焉
を
宣
告
し
た
。
い
や
、
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
芸
術
に
お
け
る
モ
ダ
ン
と
は
、ま
さ
し
く
「
こ
れ
は
芸
術
で
あ
る
」

と
い
う
表
現
を
と
お
し
て
美
的
判
断
が
実
体
化
さ
れ
て
い
た
歴
史
上
の
一
時
代
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
、
こ
の
う
え
な
く
公
然
た
る
身
振
り
に
よ
っ
て
明
示
す
る
も
の
こ

そ
が
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
に
た
い

す
る
誤
っ
た
解
釈
の
代
表
例
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ヘ
ー
ゲ
ル
的
思
考
、
ニ
ー
チ
ェ
的

思
考
に
よ
っ
て
重
層
決
定
さ
れ
た
ポ
ス
ト
＝
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
な
選
択
と
ポ
ス
ト
＝

ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
的
な
選
択
を
取
り
あ
げ
る
。
両
極
端
を
な
す
か
と
も
思
わ
れ
る

ふ
た
つ
の
思
考
に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
サ

イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
が「
目
的
論
的
判
断
力
批
判
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
時
代
に
生

き
て
い
る
。
そ
の
時
代
に
お
け
る「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
を
い
か
に
し
て
美
的
に

表
象
す
る
か
。
そ
の
答
え
と
な
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
よ
っ
て

転
用
さ
れ
た
陶
器
の
小
便
器
の
う
ち
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

デ
ュ
シ
ャ
ン
の『
泉
』
は
、「
唯
名
論
的
存
在
論
」
の
形
式
に
よ
っ
て
芸
術
の
自
律

性
の
証
明
た
り
得
る
も
の
を
呈
示
し
て
い
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま

た
、「
何
で
も
い
い
何
か
を
為
せ
」
と
い
う
要
請
が
モ
ダ
ン
の
時
代
に
お
け
る
至
上

命
令
で
あ
り
定
言
命
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
点
に
着

目
し
つ
つ
、
二
十
世
紀
を
代
表
す
る
美
術
批
評
家
、
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ン
バ
ー
グ

が
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
に
た
い
し
て
示
し
た
「
執
拗
な
ま
で
の
盲
目
的
な
拒
絶
」
の
理

由̶
̶

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば「
形
式
主
義
の
盲
目
性
」
と
称
さ
れ
る
も
の̶

̶

に

検
討
を
加
え
る
こ
と
が
、
本
書
の
最
後
に
収
録
さ
れ
た
論
攷
に
お
け
る
眼
目
の
ひ

と
つ
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
議
論
は
き
わ
め
て
刺
戟
的
で
あ
り
、啓
発
的
で
あ
る
。「訳

者
あ
と
が
き
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
ド・デ
ュ
ー
ヴ
に
よ
る
グ
リ
ン
バ
ー

グ
論
が
日
本
語
に
訳
さ
れ
る
機
会
が
強
く
望
ま
れ
る
所
以
で
あ
る
。
グ
リ
ン
バ
ー

グ
な
ど
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
、レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
出
現
に
よ
っ
て
モ
ダ
ン
は
す
で
に

「
未
完
の
企
図
」
で
は
な
く
な
っ
た
と
と
ら
え
る
著
者
は
、
そ
れ
で
も
な
お
モ
ダ
ン

の
義
務
は
保
ち
続
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
彼
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
「
歴

史
の
天
使
」
に
仮
託
し
つ
つ
提
言
す
る
義
務
。「
現
在
時
と
い
う
緊
急
事
態
」
に
お

い
て
未
来
を
予
期
す
る
こ
と
な
く
過
去
を
判
断
し
、
哀
悼
を
こ
め
な
が
ら
過
去
を

再
解
釈
す
る
と
い
う
義
務
。
そ
れ
こ
そ
を
、
そ
れ
の
み
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
称
し
た

い
と
著
者
は
記
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
関
係
を
明
確
に

定
式
化
し
て
い
る
本
書
の
意
義
は
、
こ
こ
で
あ
え
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
と
思

わ
れ
る
。
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
洞
察
は
、
読
者
を
さ
ら
な
る
思
惟
へ
と
誘
わ

ず
に
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
本
書
を
読
み
な
が
ら
、
デ
ュ

シ
ャ
ン
の
遺
作
『（
１
）
落
ち
る
水
（
２
）
照
明
用
ガ
ス
、が
与
え
ら
れ
た
と
せ
よ
』

（
一
九
六
六
年
）
の
作
品
名
に
含
ま
れ
た「
与
え
ら
れ
た
」
と
い
う
語
に
深
い
意
味

が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
ふ
と
思
い
あ
た
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

（
鈴
木
聡
）
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山
口
裕
之
著

『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』

人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年

　　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン(1892-1940)

と
い
う
と
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
ま
ず

は
あ
の
ク
レ
ー
の
絵『
新
し
い
天
使
』。
ベ
ル
リ
ン
で
若
い
頃
に
入
手
・
愛
蔵
し
て
同

じ
タ
イ
ト
ル
の
雑
誌
の
発
行
を
構
想
し
、
ま
た
、
彼
の
終
生
の「
歴
史
の
天
使
」
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
像
と
も
な
っ
た
も
の
だ
。
亡
命
地
パ
リ
を
去
る
直
前
に
書
か
れ
た
思

想
的
遺
書
と
も
い
う
べ
き『
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
』
に
お
い
て
も
こ
の
絵
は
言
及
さ

れ
て
い
て
、
さ
ら
に
こ
う
あ
る
、「
こ
の
歴
史
の
天
使
は
顔
を
過
去
に
向
け
て
い
る
。

我
々
の
目
に
は
出
来
事
の
連
鎖
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
彼
は
ひ
た
す

ら
破
局
だ
け
を
見
て
い
る
」。
次
が
、一
九
二
四
年
に
カ
プ
リ
島
で
出
会
っ
て
彼
が『
一

方
通
行
路
』
を
捧
げ
た
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
恋
人
」
で
「
ブ
レ
ヒ
ト
の
友
人
」
で
あ
っ

た
ロ
シ
ア
革
命
の
申
し
子
ア
ー
シ
ャ
・
ラ
ツ
ィ
ス
だ
ろ
う
か
。
第
三
に
、
ブ
レ
ヒ
ト

の
亡
命
地
デ
ン
マ
ー
ク
の
ス
ヴ
ェ
ン
ボ
ル
を
訪
れ
て
、
た
と
え
ば
チ
ェ
ス
を
し
つ
つ
カ

フ
カ
に
つ
い
て
対
話
し
て
い
る
二
人
の
姿
。
最
後
が
や
は
り
、
一
九
四
〇
年
パ
リ
陥

落
で
ナ
チ
ス
の
手
を
逃
れ
て
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
を
越
え
よ
う
と
し
た
ス
ペ
イ
ン
国
境
の

町
ポ
ル
ト
・
ボ
ウ
で
の
服
毒
自
殺
。
最
大
の
理
解
者
の
死
を
知
っ
た
ブ
レ
ヒ
ト
は

悲
痛
な
哀
悼
の
詩
を
捧
げ
て
い
る
。
未
完
の
膨
大
な
断
片
群
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

が
遺
さ
れ
た
。

　

ブ
レ
ヒ
ト
経
由
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
出
会
っ
た
と
い
う
私
の「
色
眼
鏡
」
の
か
か
っ
た

イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
う
思
想
家
は
お
そ
ら
く
、
読
み
手
に
さ
ま
ざ

ま
な
像
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。
研
究
史
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
受
容
も
、

ハ
ー
バ
マ
ス
の
言
う「
諸
党
派
の
争
い
」
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
粉
々
な
像
に
ま
で
拡

散
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
初
期
の
ユ
ダ
ヤ
神
学
的
・
神
秘
主

義
的
な
側
面
を
重
視
す
る
シ
ョ
ー
レ
ム
派
と
、
後
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
・
唯
物

弁
証
法
的
側
面
を
体
現
す
る
ア
ド
ル
ノ
派
に
二
分
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
っ
た
。

　

山
口
裕
之
氏
の
二
〇
〇
一
年
の
博
士
学
位
取
得
論
文
を
基
に
し
て
二
〇
〇
三
年

に
刊
行
さ
れ
た
本
書
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
は
、
そ
う
い
っ
た
受

容
史
の
上
に
立
ち
つ
つ
、「
初
期
」
お
よ
び
「
後
期
」
に
顕
著
な
特
質
を
前
提
に
し

な
が
ら
も
、
両
者
が
そ
の
展
開
に
お
い
て
「
媒
介
」
を
見
出
し
て
い
る
そ
の
あ
り

方
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
質
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
と

ら
れ
て
い
る
の
が
、
作
品
総
体
へ
の
言
及
や
評
伝
的
レ
ベ
ル
を
捨
象
し
、『
カ
ー
ル
・

ク
ラ
ウ
ス
』（1931

）
と
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
』（1938

）
お
よ

び
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
『
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
根
源
』（1925

）
の
三
作
品
だ
け
を
中

心
的
に
と
り
あ
げ
、
メ
シ
ア
思
想
と
唯
物
論
の
結
合
の
ト
ポ
ス
を
な
す
と
も
い
う

べ
き
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
に
お
け
る
三
段
階
的
な
展
開
の
枠
組
み
と
、
そ
こ
に
構
造

的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
見
方
」
を
炙
り
出
す
、
と
い
う
方

法
で
あ
る
。
し
か
も
思
想
形
成
過
程
の
継
起
的
展
開
に
あ
え
て
逆
行
し
つ
つ
、
後

期
の
思
考
圏
に
属
す
る
と
さ
れ
る
ク
ラ
ウ
ス
論
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
の
分
析
に
基

づ
い
て
年
代
的
に
は
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
ド
イ
ツ
悲
劇
論
を
考
察
し
、
テ
ク
ス
ト

を
丹
念
に
読
み
返
す
こ
と
で
概
念
連
関
を
再
構
成
し
つ
つ
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
思
想
の「
星

座
的
布
置
＝Konstellation

」
と
し
て
の
内
在
的
な
構
造
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

よ
う
と
す
る
の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
が
、
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こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
が
も
つ
本
来
的
な
構
造
と
か
け
離
れ
た

仕
方
で
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
」
と
い
う
先
行
研
究
へ
の
批
判

で
あ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
テ
ク
ス
ト
に
密
着
す
る

し
か
な
い
と
い
う
強
い
意
思
と
確
信
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
序
に
つ
い
で
、
４
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
１
章
で
ま
ず
、仮
借
な
い
時
代
批
判
を
行
な
っ
た
論
争
家
ク
ラ
ウ
ス
を
論
じ
た

『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
』
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

「
全
人
間
」「
デ
ー
モ
ン
」「
非
人
間
」
の
三
つ
の
章
か
ら
な
る
こ
の
著
作
は
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
三
段
階
的
な
思
考
の
枠
組
み
を
構
造
的
な
完
結
性
に
お
い
て
示
す
も
の
で
あ

る
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
各
段
階
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
諸
概
念
と
と
も
に
分
析
さ
れ

る
。
同
時
に
、そ
こ
に
お
け
る「
直
接
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
告
知
さ
れ
て
い
る
転
換
」

（
シ
ョ
ー
レ
ム
）
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

第
２
章
に
お
い
て
は
、
本
来
は
広
大
な
３
部
構
成
の
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
」
の

第
２
部
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ

リ
』
が
、
精
緻
な
テ
ク
ス
ト
批
判
を
踏
ま
え
て
、「
ク
ラ
ウ
ス
論
」
の
と
の
並
行
性

と
い
う
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
こ
と
に
と
も
に
二
義
性
を
担
っ
た「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」

概
念
が
「
デ
ー
モ
ン
」
の
章
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
捉
え
返
さ
れ
、さ
ら
に
「
ボ

ヘ
ミ
ア
ン
」「
遊
歩
者
」「
近
代
」
の
三
つ
の
章
に
即
し
つ
つ
、
詩
人
で
陰
謀
家
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
が
、
古
典
古
代
と
近
代
の
相
互
浸
透
と

い
う
形
で
二
義
性
を
孕
む
詩
的
戦
略
と
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
第
３
章
に
お
い
て
、
翻
っ
て
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
内
的
構
造

が
、こ
と
に
こ
の
「
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
論
」
の
最
も
中
心
的
な
概
念
で
あ
る「
自
然
史
」

「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」「
根
源
」
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、〈
原
初―

近
代
の
喪
失―

救
済
〉

の
三
段
階
的
な
図
式
の
中
で
、
詳
細
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

後
期
の
著
作
を
規
定
す
る
基
本
的
な
思
考
の
あ
り
方
が
、
初
期
の
思
想
の
う
ち
に

す
で
に
ど
の
よ
う
に
胚
胎
し
て
い
る
か
を
再
検
証
す
る
試
み
と
も
言
え
よ
う
。

　
つ
ま
り
は
第
４
章
で
再
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
著
作
に
同
一

類
型
と
し
て
繰
り
返
し
立
ち
現
れ
る
三
段
階
的
な
思
考
の
図
式
（
シ
ェ
ー
マ
）
が

「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
見
方
」
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
呼
ん
で
い
る
思
考
の
あ
り
か
た
に
い

か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
、
か
つ
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
概

念
を
そ
の
具
体
的
特
性
と
み
な
し
う
る
「
デ
ー
モ
ン
」
概
念
の
二
義
性
と
の
連
関

の
う
ち
に
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
意
図
で
あ
り
、
か
つ
成
果
で
も
あ
る
。

山
口
氏
自
身
の
言
を
か
り
れ
ば
そ
れ
は
、「
星
座
を
星
へ
の
距
離
と
い
う
時
間
性
を

捨
象
し
た
空
間
的
配
置
の
う
ち
に
捉
え
る
よ
う
に
、
彼
の
思
想
の〈
布
置
／
星
座
〉

を
も
ま
た
、
思
想
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
の
時
間
的
要
素
を
捨
象
し
た

構
造
性
の
う
ち
に
最
終
的
に
は
捉
え
」
た
い
、
と
い
う
思
い
で
あ
ろ
う
。

　

正
直
言
っ
て
決
し
て
読
み
や
す
く
は
な
い
。
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
が
難

解
で
な
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
本
来
が
博
士
論

文
で
、
そ
れ
ゆ
え
こ
と
に
ド
イ
ツ
で
の
最
新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
専
門

家
を
相
手
に
独
自
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
像
を
構
造
的
な
枠
組
み
と
し
て
果
敢
に
打
ち
出

そ
う
と
し
た
大
部
の
力
作
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
評
伝
や
総
論
の
域
を
こ
え

た
、
テ
ク
ス
ト
批
判
に
基
づ
く
本
格
的
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
の
地
平
の
到
来
を
実

感
さ
せ
ら
れ
た
。
同
時
に
本
書
は
、
氏
自
身
の
あ
と
が
き
に
あ
る
よ
う
に
、「
捉
え

難
か
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
輪
郭
を
自
分
の
た
め
に
描
き
出
し
、
自
分
自
身
の
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
研
究
の
基
盤
に
し
た
い
、
と
い
う
私
的
な
動
機
に
支
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
遺
稿
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
研
究
へ
の
序
説
で
、「
ア
レ
ゴ
リ
ー
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的
思
考
」
に
基
づ
く
メ
デ
ィ
ア
論
研
究
へ
の
序
説
で
も
あ
り
、
さ
ら
に〈
文
化
科
学

／
文
化
学
／
文
化
研
究
〉
へ
の
関
心
を
加
え
た
そ
の
三
つ
の
領
域
は
、
山
口
氏
に

と
っ
て
殆
ど
ひ
と
つ
の
問
題
圏
を
構
成
す
る
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
本
書

を
基
に
氏
の
今
後
の
研
究
が
深
度
と
拡
が
り
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
論
や
映
像
論
、

空
間
論
、
時
間
論
、
文
化
論
へ
と
さ
ら
に
展
開
し
て
い
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と

も
、
確
実
に
予
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
た
だ
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
者
」
で
な
い
私
は
、
こ
れ
か
ら
も
勝
手
に
私
の
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
像
を
楽
し
ん
で
い
き
た
い
気
が
す
る
。
空
間
造
形
作
家
ダ
ニ
・
カ
ラ
ヴ
ァ
ン
が

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
遺
作
に
ち
な
ん
で
つ
く
っ
た
と
い
う
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
』
を
見
る
た
め
に

も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
最
期
の
地
ポ
ル
ト
・
ボ
ウ
も
い
つ
か
訪
れ
て
み
た
い
…
。

（
谷
川
道
子
）
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岡
本
章
編 

『
煉
肉
工
房 

ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
【
全
記
録
】』

論
創
社
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月

　

演
劇
は
つ
ね
に
〈
記
憶
〉
と
〈
差
異
〉
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
ソ
フ
ォ

ク
レ
ス
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
主
人
公
は
、

皆
本
来
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
な
か
に
生
き
て
い
た
人
格
神
た
ち
で
あ
り
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
登
場
人
物
も
必
ず
流
布
さ
れ
た
何
ら
か
の
伝
承
や
物
語
か
ら
導
き

出
さ
れ
て
い
る
。
夢
幻
能
の
シ
テ
た
ち
も
、
伊
勢
、
源
氏
と
い
っ
た
先
行
す
る

物
語
世
界
か
ら
召
喚
さ
れ
、
舞
台
の
上
で
新
た
な
生
命
を
付
与
さ
れ
た
形
象
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
劇
と
は
、
作
者
の
想
像
力
を
介
し
て
、
民
族
の
記
憶

の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
者
た
ち
を
、
舞
台
の
上
で
蘇
生
さ
せ
る
世
界
で
あ

る
。
そ
の
時
現
出
し
て
く
る
も
の
は
、
物
語
の
記
憶
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ

に
対
す
る
明
確
な
差
異
で
あ
る
。
舞
台
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
俳
優
は
、
ど
の
よ

う
な
意
味
で
も
物
語
の
な
か
の
人
物
た
ち
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
差

異
の
な
か
に
作
者
の
想
像
力
は
無
限
に
侵
入
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
舞
台
上
の
表
象
は
、
物
語
の
記
憶
へ
の
忠
誠
と
反
逆
の
せ
め
ぎ
合
い
の

な
か
で
独
自
の
生
命
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
盲
目
の
予
言
者
を
詰
問
す
る

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
神
話
の
世
界
に
は
存
在
せ
ず
、『
伊
勢
物
語
』
の
井
筒
の
女
も
、

夫
の
衣
装
を
ま
と
っ
て
井
戸
を
覗
き
込
ん
だ
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
戯
曲
的
な
テ
ク
ス
ト
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』

は
「
私
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
だ
っ
たIch w

ar H
am

let

」
と
い
う
宣
言
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。
観
客
に
と
っ
て
可
視
的
、
肉
体
的
な
存
在
で
あ
る
舞
台
上
の
人
物
が
、

自
身
の
役
柄
を
〈
過
去
形
〉
で
語
る
と
い
う
の
は
破
格
で
あ
り
、
観
客
が
見
て

い
る
も
の
を
存
在
と
非
在
の
間
で
宙
に
吊
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
で
こ
の
宣
言

は
、
舞
台
上
の
俳
優
を
〈
ハ
ム
レ
ッ
ト
〉
と
い
う
役
柄
の
外
に
押
し
出
し
、
中

立
的
な
肉
体
的
存
在
へ
と
還
元
さ
せ
る
暴
力
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ

の
暴
力
性
は
、
本
来
演
劇
と
い
う
形
式
の
持
つ
力
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
劇
と

は
、
も
と
も
と
民
族
の
記
憶
の
な
か
に
生
き
つ
づ
け
る
、
神
話
や
物
語
の
な
か

の
人
物
を
拉
致
し
、
別
個
の
生
命
を
注
ぎ
込
ん
で
舞
台
に
送
り
込
む
と
い
う
暴

力
性
の
な
か
に
成
り
立
つ
芸
術
だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
舞
台
上
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

は
〈
か
つ
て
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
だ
っ
た
〉
人
物
で
あ
り
、
井
筒
の
女
は
〈
か
つ
て

井
筒
の
女
だ
っ
た
〉人
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の『
ハ
ム
レ
ッ

ト
』
の
主
人
公
に
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
え
ら
れ
た
ア
ム
レ
ス
ト
伝

説
の
な
か
の
人
物
と
は
別
個
の
実
存
的
苦
悩
を
担
わ
さ
れ
て
お
り
、
ミ
ュ
ラ
ー

の
世
界
に
拉
致
さ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
〈
か
つ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
だ
っ
た
〉
人

物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
が
は
ら
ん
で
い
る
差
異
性
は
二
重

化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
第
一
行
は
、
物
語
の
記
憶
の
層
か
ら
召
喚

さ
れ
た
形
象
で
あ
る
〈
ハ
ム
レ
ッ
ト
〉
を
さ
ら
に
過
去
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
時
代
と
の
四
百
年
の
差
異
を
、
そ
の
間
に

生
起
し
た
一
切
の
政
治
的
、
文
化
的
事
象
を
包
摂
し
つ
つ
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
で
は
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
の
よ
う
な
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
他
の
作
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品
へ
の
言
及
や
、「
頭
蓋
に
は
ま
だ
斧
を
突
き
刺
し
た
ま
ま
」
と
い
っ
た
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
を
想
起
さ
せ
る
表
現
が
ち
り
ば
め
ら
れ
る
間

テ
ク
ス
ト
性
が
貫
か
れ
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
裂
開
の
な
か
に
、
ミ
ュ
ラ
ー
自
身

が
生
き
た
時
代
に
生
起
し
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
や
プ
ラ
ハ
の
春
の
鎮
圧
な
ど

の
政
治
的
事
象
が
、
よ
り
直
接
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
導
き
入
れ
ら
れ
て
い

る
。『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
が
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
な
混
迷
に
対
す

る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
プ
ロ
テ
ス
ト
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の

点
で
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
下
敷
き
と
し
、「
私
は
ハ
ム
レ
ッ

ト
だ
っ
た
」
と
い
う
差
異
の
呈
示
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
は
有
効
な
戦
略
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
一
行
は
、
虚
構
の
論
理
の
な
か
で
は
〈
ハ

ム
レ
ッ
ト
〉
へ
の
時
間
的
な
距
離
に
よ
っ
て
、
殺
さ
れ
た
先
王
ハ
ム
レ
ッ
ト
を

も
立
ち
あ
ら
わ
さ
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
父
と
子
の
名
前
の
同
一
性
が
、
こ
こ
で

は
〈
過
去
〉
の
主
体
と
し
て
喚
起
さ
れ
る
「
私
」
自
身
を
多
義
化
し
て
し
ま
う

の
で
あ
り
、
冒
頭
の
一
行
が
す
で
に
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
王
の
間

に
あ
っ
た
〈
政
争
〉
の
文
脈
を
派
生
さ
せ
、
そ
れ
が
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
初
め
と

す
る
現
代
世
界
の
政
治
的
動
乱
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
に
お
け
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
王̶

̶

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

ス̶
̶

ハ
ム
レ
ッ
ト
と
い
う
〈
男
性
同
盟
〉
的
な
連
繋
が
浮
び
上
が
ら
せ
る
も

の
は
、
何
よ
り
も
近
親
憎
悪
的
な
破
壊
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、〈
産
む
性
〉
と

し
て
の
〈
女
〉
と
対
峙
し
て
し
ま
う
構
図
で
あ
る
。「
女
た
ち
の
穴
は
縫
っ
て

閉
じ
て
し
ま
え
、
母
た
ち
不
在
の
世
界
だ
。
そ
う
な
れ
ば
、
僕
ら
男
は
安
心
し

て
殺
し
あ
い
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
科
白
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』

を
貫
く
原
理
を
何
よ
り
も
明
確
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
で
〈
男
〉
で
あ

る
こ
と
は
、
と
め
ど
も
な
い
憎
悪
と
抗
争
の
連
鎖
に
参
与
す
る
こ
と
と
等
価
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
流
れ
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
「
私
は

女
に
な
り
た
い
」
と
語
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
仮
託
さ
れ

た
〈
女
〉
は
、
生
を
も
た
ら
し
う
る
が
ゆ
え
に
死
を
も
も
た
ら
し
う
る
存
在
で

あ
り
、
そ
の
資
格
に
よ
っ
て
彼
女
は
「
私
が
産
ん
だ
世
界
を
回
収
す
る
。
私
の

産
ん
だ
こ
の
世
界
を
、
股
の
間
で
窒
息
さ
せ
、
自
分
の
恥
部
に
埋
葬
す
る
」
と

い
う
意
志
を
表
明
す
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
今
回
の
上
演
テ
ク
ス
ト
か
ら
は

除
か
れ
て
い
る
、
原
テ
ク
ス
ト
に
あ
っ
た
「
一
切
の
社
会
機
構
を
転
覆
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
な
の
だ
!!!
」
と
い
う
ト
書
き
の
含
意
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
こ
の
断
片
的
な
テ
ク
ス
ト
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
を
世
界

の
生
成
以
前
の
段
階
に
立
ち
返
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
世
界
の
混
沌
を

収
束
さ
せ
え
な
い
と
い
う
、
作
者
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ

る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
た
。

　

今
回
ミ
ュ
ラ
ー
の
翻
訳
者
で
あ
る
谷
川
道
子
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
ビ
デ
オ
で

見
せ
て
い
た
だ
い
た
、
煉
肉
工
房
に
よ
る
上
演
で
は
、
能
の
手
法
を
意
識
的
に

取
り
入
れ
た
〈
現
代
能
〉
と
し
て
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
が
展
開
さ
れ

て
い
た
。
こ
こ
で
は
ミ
ュ
ラ
ー
が
込
め
よ
う
と
し
た
、
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

性
は
捨
象
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
同
一
性
を
極
限
ま
で
相
対
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
俳
優
の
肉
体
と
言
葉
、
さ
ら
に
は
声
そ
の
も
の
を
ど
こ
ま
で
も
非

分
節
化
し
、
シ
ニ
ィ
フ
ィ
ア
ン
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
が
全
面
に
押
し
出

さ
れ
て
い
る
。
谷
川
氏
も
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
」
を
上
演
の
主
眼
と
し
て

認
め
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
ミ
ュ
ラ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
は
ら
ま
れ
て
い

た
方
向
性
で
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。『
煉
肉
工
房 

ハ
ム
レ
ッ
ト
マ

シ
ー
ン
【
全
記
録
】』
に
収
載
さ
れ
た
論
考
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
」
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で
、
演
出
の
岡
本
章
氏
は
「
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
「
遠
さ
」、「
重
さ
」、
そ
し
て

濃
密
な
意
味
を
回
避
せ
ず
切
り
結
ぶ
こ
と
で
、
思
い
が
け
ず
、
分
節
言
語
が
解

体
さ
れ
、
言
葉
の
深
層
の
意
味
生
成
の
、
発
生
の
現
場
に
立
ち
戻
り
、
さ
ら
に

は
ミ
ュ
ラ
ー
の
言
葉
の
根
底
に
下
降
し
、
身
を
持
っ
て
そ
の
奥
行
き
、
重
層
性

を
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
舞
台
で
は
日
本
語
と
ド
イ
ツ

語
が
交
錯
し
、
さ
ら
に
〈
国
語
〉
の
差
異
を
超
え
た
、
人
間
に
と
っ
て
の
発
話

行
為
を
根
元
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
、
演
技
者
と
言
葉
の
す
さ
ま
じ
い
格
闘

の
な
か
に
ミ
ュ
ラ
ー
の
テ
ク
ス
ト
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
上
演
に
お

い
て
明
確
な
、
非
分
節
的
世
界
へ
の
志
向
が
、
テ
ク
ス
ト
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
込
め
ら
れ
た
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
初
め
と
す
る
現
代
世
界
の
混
沌
と
照
応
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
ら
れ
る
。『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
主
人
公

自
身
、
先
王
の
死
に
よ
っ
て
、
た
が

4

4

の
は
ず
さ
れ
た
非
分
節
的
世
界
に
投
げ
込

ま
れ
て
い
く
の
だ
っ
た
。
読
書
の
最
中
に
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
に
「
な
に
を
お
読
み

で
？
」
と
問
わ
れ
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
「
言
葉
だ
、
言
葉
、
言
葉
」
と
答
え
る
が
、

こ
う
し
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
優
位
性
に
支
配
さ
れ
た
世
界
は
、
確
か
に
二
十
世

紀
後
半
の
状
況
に
直
結
し
て
い
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

　

一
方
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
が
〈
現
代
能
〉
な
の

か
？ 

と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
拭
い
去
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
能

の
言
語
は
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
速
度
で
語
ら
れ
る
が
、
決
し
て
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
物
語
や
神
話
の
世
界
へ
の
経
路
を
充
填
さ
せ
た
シ

ニ
フ
ィ
エ
の
宝
庫
で
あ
る
。
能
役
者
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が

能
面
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
彼
女
に
他
界
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
他
界
性
と
「
私
の
産
ん
だ
世
界
を
回
収
す
る
」
と
い
う
現
実
世
界
へ
の
否
認

は
む
し
ろ
斥
け
合
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
こ
こ
で
な
さ

れ
た 

〈
現
代
能
〉
の
試
み
は
、
た
と
え
ば
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に
対
し
て
も
な
さ

れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
（
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
）
様
々
な
可
能
性
を
思
い
め
ぐ
ら
さ
せ
て
も
ら
っ
た
点
で
も
、

き
わ
め
て
刺
激
に
満
ち
た
舞
台
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
柴
田
勝
二
）
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柴
田
勝
二
著

『
三
島
由
紀
夫　
魅
せ
ら
れ
る
精
神
』

お
う
ふ
う　
二
〇
〇
一
年
十
一
月
二
〇
日

　

切
腹
に
よ
る
自
決
。
三
島
由
紀
夫
の
死
が
あ
ま
り
に
も
大
き
な
衝
撃
だ
っ
た

だ
け
に
、
三
島
文
学
を
論
じ
る
際
に
、
常
に
拭
い
去
り
が
た
い
多
く
の
色
が
付

き
ま
と
う
。
ま
た
、
そ
の
自
死
の
形
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
が
同
性
愛
者
で
あ

る
像
を
自
ら
つ
く
っ
た
と
い
う
、
当
時
の
世
風
に
は
い
さ
さ
か
畸
形
に
映
る
事

柄
が
、三
島
文
学
研
究
に
そ
の
自
伝
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
を
余
儀
な
く
す
る
。

三
島
の
そ
の
虚
実
相
反
す
る
像
が
、
三
島
文
学
に
描
か
れ
る
死
と
生
の
あ
い
だ

に
立
ち
上
る
亡
霊
の
ご
と
く
、
神
化
さ
れ
つ
つ
も
、
つ
い
ぞ
羽
化
登
仙
す
る
日

が
や
っ
て
こ
な
い
。
欲
界
に
身
を
置
き
、
人
間
臭
に
ま
み
れ
る
天
人
の
姿
を
筆

花
に
乗
せ
、
世
に
送
り
だ
す
こ
と
が
、
三
島
が
追
求
し
て
や
ま
な
い
こ
と
だ
が
、

そ
れ
が
却
っ
て
三
島
文
学
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
逃
れ
が
た
い
呪
縛
と
な
る

こ
と
は
な
ん
と
も
皮
肉
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
三
島
由
紀
夫　

魅
せ
ら
れ
る
精
神
』
の
著
者
は
、
こ
う
し
た
人

間
臭
に
ま
み
れ
る
三
島
像
を
忠
実
に
見
据
え
、
神
話
化
さ
れ
が
ち
な
こ
の
作
家

を
ま
ず
「
生
活
者
」
の
位
置
に
も
ど
す
作
業
か
ら
三
島
文
学
の
解
読
を
始
め
て

い
る
。そ
の
作
業
に
よ
っ
て
、三
島
文
学
に
潜
む「
文
化
」「
歴
史
」「
国
家
」「
社
会
」

「
政
治
」「
美
学
」「
形
式
」「
哲
学
」「
思
想
」な
ど
の
解
読
コ
ー
ド
を
あ
ぶ
り
だ
し
、

「
生
活
史
と
作
品
の
系
譜
の
な
か
で
、
せ
め
ぎ
あ
い
つ
つ
姿
を
あ
ら
わ
し
つ
づ

け
る
魅
惑
の
様
相
」
を
追
う
こ
と
で
、〈
魅
せ
ら
れ
る
者
〉
と
し
て
の
三
島
像

を
提
示
し
て
い
る
。

　

四
部
構
成
の
本
書
は
、
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
い
る
〈
魅
せ
ら
れ
る
精
神
〉

が
首
尾
一
貫
し
た
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
、
数
珠
繋
が
り
の
形
で
各
章
ご
と
に
三

島
文
学
を
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
入
念
に
検
証
を
重
ね
ら
れ
、
や

が
て
三
島
文
学
の
全
体
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
仕
組
み
と
な
っ
て

い
る
。
個
々
の
章
は
独
立
し
た
作
品
論
と
し
て
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
三
島
と
い

う
作
家
、
そ
し
て
三
島
文
学
の
全
貌
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
国
内
外
の

三
島
研
究
に
言
及
し
つ
つ
も
慎
重
に
細
部
に
拘
っ
て
反
論
を
試
み
、
織
り
込
ま

れ
た
氏
の
独
自
の
見
地
に
開
眼
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

　

第
一
部
、「「
投
身
」
の
運
動
」
に
お
い
て
は
、『
花
ざ
か
り
の
森
』、『
盗
賊
』

『
仮
面
の
告
白
』
な
ど
、
三
島
の
初
期
作
か
ら
文
壇
出
世
作
ま
で
を
扱
い
、
三

島
文
学
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉〈
憑
依
〉
の
構
造
を
解
き
明
か
す
。
特
に
、
デ
ビ

ュ
ー
作
の
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
主
人
公
で
あ
る
熙
明
夫
人
を
、「「
あ
く
が
れ
」

の
主
体
よ
り
も
強
く
、対
象
に
よ
っ
て
憑
依
さ
れ
る
身
体
と
し
て
の
側
面
を
持
」

つ
人
物
と
し
、
こ
の
よ
う
な
側
面
が
初
め
て
明
確
な
形
を
取
っ
て
あ
ら
わ
れ
る

の
が
こ
の
作
品
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
以
降
の
三
島
の
作
品
に
お
い
て
繰
り
返

し
姿
を
あ
ら
わ
す
要
素
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。『
花
ざ
か
り
の
森
』に
お
け
る「
憧

れ
」
に
重
ね
ら
れ
る
「
脱
魂
的
な
運
動
性
」
な
る
性
質
を
い
っ
た
ん
、
三
島
文

学
の
原
動
力
と
し
て
措
定
し
、
仮
説
を
置
く
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
の
作
品
に
お

い
て
も
綿
密
な
論
を
敷
衍
し
て
い
る
。

　

第
二
部
、「
超
越
と
魅
惑
」
に
お
い
て
は
、『
愛
の
渇
き
』『
青
の
時
代
』『
禁

色
』『
潮
騒
』『
金
閣
寺
』を
扱
い
、第
一
部
の
考
察
を
さ
ら
に
深
め
る
か
た
ち
で
、

本
書
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
魅
せ
ら
れ
る
精
神
〉
の
核
心
に
迫
る
。
な
か
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で
も
、
八
代
神
社
と
伊
勢
神
宮
と
の
近
縁
性
を
手
が
か
り
に
、
初
江
と
倭
姫
命

を
重
ね
合
わ
せ
、
主
人
公
の
二
人
の
情
念
を
受
動
的
な
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
も
の
と
し
、「
新
治
と
初
江
と
の
親
和
は
女
性
的
な
も
の
の
慰
撫
を
受
け
つ

つ
、「
荒
魂
」
が
太
陽
神
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
る
」
図
式
を
導
き
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
『
潮
騒
』
の
側
面
を
提
示
し
た
こ
と
が
大
き

な
前
進
で
あ
る
。
ま
た
、『
金
閣
寺
』を
論
じ
た「
反
転
す
る
話
者̶

̶

『
金
閣
寺
』

の
憑
依
」
で
は
、手
記
の
綴
り
手
は
本
当
に
吃
音
の
青
年
僧
〈
溝
口
〉
な
の
か
、

と
い
う
従
来
の
読
み
に
対
し
て
疑
問
を
呈
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
柏
木
と
溝
口
の

関
係
を
再
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
閣
炎
上
に
新
た
な
解
釈
を
施
し
た
と

こ
ろ
は
、
ま
こ
と
に
鮮
や
か
で
あ
る
。

　

第
三
部
、「〈
天
皇
〉
の
表
象
」
に
お
い
て
は
、『
鏡
子
の
家
』『
サ
ド
侯
爵
夫

人
』『
わ
が
友
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
』
を
扱
い
、三
島
文
学
に
見
ら
れ
る
〈
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉

〈
父
親
〉、そ
し
て
〈
二
・
二
六
事
件
〉
と
の
関
連
性
を
追
究
す
る
。『
鏡
子
の
家
』

と
そ
の
前
後
に
書
か
れ
た
作
品
群
を
一
連
に
論
じ
る
こ
と
で
、
三
島
文
学
に
お

け
る
〈
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉
の
相
貌
を
よ
り
明
白
な
も
の
に
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
た
三
島
の
現
実
へ
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
志
向
を
、
晩
年
の
作
品
群

を
解
明
す
る
鍵
と
し
た
。

　

第
四
部
、「
輪
廻
す
る
霊
魂
」に
お
い
て
は
、『
豊
饒
の
海
』（『
春
の
雪
』『
奔
馬
』

『
暁
の
寺
』『
天
人
五
衰
』）
を
扱
い
、
三
島
文
学
に
お
け
る
〈
唯
識
論
〉
の
影

響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、〈
魅
せ
ら
れ
る
者
〉
と
し
て
の
三
島
像
を

確
立
し
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
第
一
部
か
ら
論
証
さ
れ
て
き
た
諸
々
の
視
点
が
す

べ
て
第
四
部
に
お
い
て
集
約
さ
れ
、
三
島
最
晩
年
の
作
で
あ
る
『
豊
饒
の
海
』

を
解
析
す
る
四
つ
の
論
考
は
、
ま
さ
に
本
書
を
締
め
括
る
白
眉
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
仏
教
の
唯
識
論
に
神
道
の
思
想
を
内
在
さ
せ
た
三
島
の
考
え
る
輪
廻
転

生
の
あ
り
方
が
、
綿
密
な
論
証
に
裏
打
ち
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
が
確
実
に
『
豊

饒
の
海
』
の
作
品
構
造
を
左
右
し
、
四
部
作
全
篇
に
脈
打
つ
鼓
動
の
よ
う
に
、

作
品
の
到
る
と
こ
ろ
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
意
識
の
存
在
を
、

感
覚
で
は
な
く
、
論
証
尽
く
で
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
「
序
」
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
魅
せ
ら
れ
る
者
〉
と
し
て

の
三
島
像
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
が
本
書
の
眼
目
で
あ
り
、
三
島
文
学
に
見
ら
れ

る
反
転
性
を
、「
意
識
的
営
為
の
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
志
向
と
、
何
も
の
か

の
牽
引
に
身
を
委
ね
て
し
ま
う
受
動
性
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
結
果
」
と
結
論
付

け
、「
そ
れ
を
軸
と
す
る
〈
魅
せ
ら
れ
る
精
神
〉
の
諸
相
を
追
究
す
る
こ
と
で
、

三
島
由
紀
夫
の
作
品
世
界
を
構
築
し
直
す
こ
と
」
も
、
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
論
述
の
行
間
に
縦
横
無
礙
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
古
今
東
西
の
文
学

テ
キ
ス
ト
や
思
想
、
哲
学
、
民
俗
学
、
仏
典
な
ど
は
瞠
目
す
る
ほ
ど
の
数
に
の

ぼ
る
。
初
出
原
稿
を
綿
密
に
検
証
し
、
三
島
を
囲
む
社
会
背
景
、
政
治
、
経
済

の
側
面
も
含
め
、
影
響
を
与
え
た
些
細
な
要
因
も
見
逃
す
ま
い
と
い
う
緻
密
な

考
察
が
織
り
成
す
本
書
は
、
氏
の
年
来
の
三
島
研
究
に
お
け
る
集
大
成
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
蕭
幸
君
）



2 0 2

書 評

パ ル ・ ヴ ァ ン ナ リ ー レ ア ク 著 、 岡 田 知 子 訳

『 カ ン ボ ジ ア

　

花 の ゆ く え 』

段 々 社

　

本 書

は
、
カ ン ボ ジ ア の

女 性 作 家

パ ル

・
ヴ ァ ン ナ リ ー レ ア ク

氏

（
一 九 五 四 年 生

ま れ

）
が
一 九 八 八 年

に
発 表

し た

長 編 小 説

で あ る

。
カ

ン ボ ジ ア

現 代 文 学

の
長 編 小 説

と し て

初
め て の

邦 訳

に な る

。

　

こ の

小 説

は

1 4の
見 出

し で

構 成

さ れ て お り

、
物 語

は ポ ル

・
ポ ト

時 代

終 焉 数

カ
月 後

の
一 九 七 九 年 五 月

か ら

一 九 八 一 年

あ た り ま で を

現 在 時

点
に
進 行

す る が

、
見 出

し
中
の
「
２
資 産 家

の
娘
」
か ら

「
９

 黒
い
世
の

終
わ り

」
ま で の

部 分

は
女 性 主 人 公

に よ る

過 去 回 想

の
形
で
描
か れ

、
時

間
の
長
さ は

一 九 七 五 年

の ロ ン

・
ノ ル

政 権 末 期

か ら

一 九 七 九 年 一 月

の

ポ ル

・
ポ ト

政 権 崩 壊

ま で の

四 年 間

に
及
ぶ
。
こ の

回 想

が
物 語 全 体

の
約

六 割

を
占
め る

。

　

こ の

小 説

の
原 題

は
「
闇
は
去
っ た

」
で あ る

。
邦 訳

タ イ ト ル と の

相 互

関 係

を
気
に し つ つ

、
読 者

は こ の

小 説

を
読
み す す め る こ と に な る

。
原

題
に あ る

「
闇
」
と は

当 然

、
ポ ル

・
ポ ト の

暗 黒 統 治

を さ す も の と

思
い

描
き つ つ

、
読
み す す め る と

、
途 中

で
、
必
ず し も そ う で は な い こ と に

気
づ か さ れ る

。
ポ ル

・
ポ ト も

「
闇
」
で あ る こ と に ち が い は な い が

、

こ の

「
闇
」
は む し ろ

女 性 主 人 公

の
心
の
「
闇
」
な の で あ る

。

　

こ の

小 説

に は

、
主
な
登 場 人 物

が
九 名 登 場

す る

。
物 語

は
、
女 性 主 人

公
ミ ア ル ダ イ と

青 年

ボ ラ イ を

中 心

に
展 開

す る

。

　

物 語

は
、
ボ ラ イ の

故 郷

の
家
の
様 子

か ら

始
ま る

。
ボ ラ イ の

家
に は ミ

ア ル ダ イ が

身
を
寄
せ
、
彼
の
母 親

の
仕 事

の
手 伝

い を し て い た

。
家
を
留

守
に し て い た ボ ラ イ は プ ノ ン ペ ン か ら も ど る と

、
祖 国

の た め に

入 隊

の
決 意

を し た こ と を

告
げ る

。
ボ ラ イ の

希 望

で
一 家

は プ ノ ン ペ ン に

移

り
住
む こ と に な る

。
ミ ア ル ダ イ は

三 年

あ ま り

遠
ざ か っ て い た

生
ま れ

故 郷

プ ノ ン ペ ン に も ど る こ と に

言
い
知
れ ぬ

感 慨

を
覚
え る

。  「

彼 女

の

思
い は

、
少 女 時 代

の
苦 々

し い

思
い
出
へ と と ん だ

。  」  （

p.
1
7

）

　

以 下

に
、
上
に
述
べ た

見 出

し
２
か ら

９
に い た る ミ ル ア ダ イ の

長
い
長

い
過 去 回 想

を
要 約

し て み よ う

。

　

「
ミ ア ル ダ イ

（  「

十 六 歳

ぐ ら い の す ら り と し た

娘
」  ）

は
小
さ い

時
に

母 親

を
亡
く し

、
教 育 者

で
資 産 家

の
父 親

ソ コ ン に

育
て ら れ た

。
ソ コ ン

は
仕 事

に
追
わ れ

、
ミ ア ル ダ イ の

教 育

に ま で

手
が
回
ら ず

、
そ の せ い か

ミ ア ル ダ イ は

勝
ち
気
な お

転 婆 娘

に
育
つ
。
ソ コ ン は あ る

日
、
暴 漢

に
襲

わ れ た

時
、
一 人

の
大 学 生

に よ っ て

難
を
救
わ れ る

。
そ の

青 年

が
旧 友

の

息 子

ボ ラ イ で あ る こ と が わ か り

、
ソ コ ン は そ の

苦 学 生

を
家
に
同 居

さ

せ る

。
ミ ア ル ダ イ は ボ ラ イ を

見 下

し
、
威 圧 的

な
態 度

を
取
る
。
ボ ラ イ

は
十 三 歳

の
時
に
、
地 方 裁 判 所

の
裁 判 長

を し て い た

父 親

を
不 幸

な
事 件

で
失
い
、
母 親

が
故 郷

で
貧
し い

生 活

を
送
っ て い た

。
ま た

、
故 郷

に は

彼

が
結 婚

し た い と

願
う
恋 人

チ ャ ン ナ ー が い た

。

　

ミ ア ル ダ イ の

父
に は

税 関

の
高 官

を す る

兄
が い た

。
そ の

兄 夫 婦

に は

し っ か り

者
の
長 男

と
派 手 好

み の

次 男

と い う

性 格

の
対 照 的

な
二 人

の
息

子
が い た

。
し か し

、
そ の

兄
は
長 男

の
結 婚 後

ほ ど な く

世
を
去
っ て い た

。

　

一 九 七 五 年

に は ポ ル

・
ポ ト の

解 放 軍

が
攻 勢

を
強
め て い た

。
四 月

、

つ い に ロ ン

・
ノ ル

政 権

の プ ノ ン ペ ン は

陥 落

し
、
以 後 四 年 近

く に お よ

ぶ ポ ル

・
ポ ト の

暗 黒 時 代

が
始
ま る

。
プ ノ ン ペ ン の

住 民

は
労 働 力

と し

て
、  「

新 人 民

」
の レ ッ テ ル の も と

地 方

に
強 制 連 行

さ れ る

。
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プ
ノ
ン
ペ
ン
を
追
わ
れ
た
ソ
コ
ン
親
子
、
ボ
ラ
イ
た
ち
に
も
地
方
で
の
強
制

労
働
が
待
っ
て
い
た
。
救
命
策
と
し
て
、
ソ
コ
ン
は
ボ
ラ
イ
と
ミ
ア
ル
ダ
イ
を

夫
婦
と
し
て
登
録
さ
せ
る
。
ミ
ア
ル
ダ
イ
は
苛
酷
な
労
働
に
耐
え
ら
れ
ず
、
重

病
を
患
う
。
さ
ら
に
は
彼
女
は
、
仲
間
を
庇
お
う
と
し
た
父
が
口
答
え
を
理
由

に
オ
ン
カ
ー
の
手
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、不
幸
の
淵
に
沈
む
。

医
薬
品
も
な
く
、
死
を
待
つ
ば
か
り
の
彼
女
は
時
計
と
引
き
替
え
に
女
医
師
か

ら
も
ら
っ
た
薬
で
一
命
を
取
り
留
め
、
回
復
に
向
か
う
。
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
は

や
が
て
、
ベ
ト
ナ
ム
軍
に
支
援
さ
れ
た
救
国
民
族
統
一
戦
線
に
よ
っ
て
崩
壊
に

追
い
込
ま
れ
る
。
そ
れ
は
一
九
七
九
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ミ
ア
ル
ダ
イ
、
ボ
ラ
イ
た
ち
は
こ
う
し
て
闇
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、

ミ
ア
ル
ダ
イ
は
父
親
の
死
と
い
う
闇
に
心
を
覆
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼
女
は
ボ
ラ

イ
に
対
す
る
以
前
の
威
圧
的
な
態
度
を
恥
じ
、
自
分
の
生
き
方
が
闇
に
覆
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
悟
る
。
形
ば
か
り
の
夫
婦
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
ボ
ラ
イ
親

子
の
故
郷
の
家
に
身
を
寄
せ
る
。」

　

以
上
の
内
容
で
あ
る
。
続
い
て
物
語
は
、「
10 
出
発
」
を
迎
え
、「
14 
暗
雲
は

晴
れ
て
」
で
完
結
に
至
る
。 

　
「
ミ
ア
ル
ダ
イ
は
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
勉
学
に
励
む
。
ボ
ラ
イ
は
入
隊
し
て
前
線

に
出
る
。
彼
女
は
あ
る
時
偶
然
、義
理
の
伯
母
（
父
の
義
姉
）
に
再
会
す
る
が
、

長
男
夫
婦
が
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
に
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の

伯
母
は
ミ
ル
ア
ダ
イ
を
引
き
取
ろ
う
と
し
て
、
相
談
の
た
め
ボ
ラ
イ
の
母
親
を

訪
れ
る
。
そ
ん
な
時
、
ボ
ラ
イ
が
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
い
た
恋
人
チ
ャ
ン
ナ

ー
を
伴
っ
て
現
れ
る
。
彼
女
は
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
下
、
強
制
結
婚
さ
せ
ら
れ
、

一
児
の
母
に
な
っ
て
い
た
。
夫
は
オ
ン
カ
ー
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
ボ
ラ
イ
は

チ
ャ
ン
ナ
ー
の
子
の
父
親
に
な
る
決
意
を
し
た
、
と
ミ
ル
ア
ダ
イ
に
打
ち
明
け

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ミ
ル
ア
ダ
イ
の
気
持
ち
を
試
そ
う
し
て
ボ
ラ
イ
が
仕
組

ん
だ
芝
居
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ン
ナ
ー
の
夫
は
殺
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
試
さ

れ
て
い
る
と
は
知
ら
な
い
ミ
ア
ル
ダ
イ
は
ボ
ラ
イ
へ
の
思
い
を
断
た
れ
、
落
胆

す
る
。
彼
女
は
ボ
ラ
イ
の
家
を
出
て
、
義
理
の
伯
母
の
家
に
身
を
寄
せ
る
。
彼

女
は
伯
母
が
次
男
と
も
ど
も
骨
董
品
の
密
輸
一
味
に
加
わ
り
、
不
正
な
金
儲
け

を
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
部
隊
か
ら
も
ど
り
、
副
検
事
に
な
っ
て
い
た
ボ
ラ

イ
は
密
輸
一
味
を
追
い
か
け
て
い
た
。
社
会
悪
を
嫌
悪
す
る
ミ
ア
ル
ダ
イ
は
、

ボ
ラ
イ
に
相
談
し
よ
う
と
す
る
が
不
在
で
あ
っ
た
。検
事
長
の
提
案
に
従
っ
て
、

ミ
ア
ル
ダ
イ
は
密
か
に
伯
母
た
ち
密
輸
一
味
の
様
子
を
窺
っ
て
い
た
。
ミ
ル
ア

ダ
イ
の
協
力
に
よ
り
伯
母
た
ち
は
逮
捕
さ
れ
る
。

　

ボ
ラ
イ
は
、ミ
ル
ア
ダ
イ
の
気
持
ち
を
試
す
た
め
に
チ
ャ
ン
ナ
ー
に
頼
ん
で
、

芝
居
を
仕
組
ん
だ
こ
と
を
彼
女
に
打
ち
明
け
、
結
婚
を
求
め
る
。
ボ
ラ
イ
は
ミ

ル
ア
ダ
イ
の
愛
を
確
認
す
る
。
時
に
、
ミ
ア
ル
ダ
イ
は
奨
学
金
を
得
て
、
五
年

間
の
留
学
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
ボ
ラ
イ
は
可
能
性
を
高
め
よ
う
と
す
る

彼
女
を
支
援
す
る
。」

　

物
語
の
粗
筋
は
以
上
の
よ
う
に
な
る
。「
ミ
ア
ル
ダ
イ
」
と
は
カ
ン
ボ
ジ
ア

語
で「
く
ち
な
し（
の
花
）」を
意
味
す
る
こ
と
が
後
半
で
わ
か
る
。
邦
訳
名「
カ

ン
ボ
ジ
ア 

花
の
ゆ
く
え
」
の
「
花
」
に
結
び
つ
く
。
ミ
ア
ル
ダ
イ
の
心
を
暗

雲
の
ご
と
く
覆
っ
て
い
た
「
闇
」
は
消
え
、
ミ
ア
ル
ダ
イ
の
花
は
可
憐
な
姿
を

取
り
戻
す
。
物
語
の
時
代
背
景
に
関
し
て
は
、
巻
末
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に

詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
る
。

　

こ
の
小
説
の
発
表
さ
れ
た
一
九
八
八
年
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
ベ
ト
ナ
ム
寄

り
の
ヘ
ン
・
サ
ム
リ
ン
政
権
下
に
あ
っ
た
。「
表
現
の
自
由
と
い
う
も
の
は

な
く
、
厳
し
い
検
閲
を
通
過
し
た
作
品
だ
け
が
国
営
の
印
刷
所
で
印
刷
さ
れ

た
。」（p.198

）
と
の
記
述
が
見
え
る
。
そ
の
ヘ
ン
・
サ
ム
リ
ン
政
権
も
消
え
、

一
九
九
三
年
に
は
、
総
選
挙
を
経
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
に
な
り
、
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
文
学
状
況
も
一
九
八
八
年
当
時
と
は
様
変
わ
り
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
本
書
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
訳
者
が
適
切
な
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「
本
書
『
カ
ン
ボ
ジ
ア 

花
の
ゆ
く
え
』
も
例
外
で
は
な
く
、
政
治
的
ス
ロ
ー

ガ
ン
や
語
彙
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
愛
国
心
に
満
ち
溢
れ
た
登
場
人
物
た
ち
は
、

反
政
府
、
反
社
会
主
義
的
な
「
敵
」
を
憎
悪
し
、
国
家
建
設
・
防
衛
の
任
務
に

忠
実
で
あ
る
。
だ
が
主
人
公
ミ
ア
ル
ダ
イ
が
過
去
を
振
り
返
る
と
い
う
場
面
を

設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
お
決
ま
り
の
パ
タ
ー
ン
を
一
切
入
れ
な
い

一
九
七
〇
年
代
前
半
の
描
写
に
物
語
の
約
三
分
の
一
を
費
や
し
、
当
時
の
若

者
の
風
俗
を
取
り
入
れ
て
彩
り
を
添
え
、
作
品
が
完
全
に
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
の
道
具
と
は
な
ら
ず
に
読
者
の
興
味
を
ひ
く
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。」

（p.199

）

　

こ
の
小
説
を
読
ん
で
い
て
私
は
、
歴
史
と
虚
構
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

た
。
歴
史
の
重
み
を
小
説
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
は
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
れ
だ
け

虚
構
化
で
き
る
か
。
文
学
作
品
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
れ
だ
け
読
者
を
感

動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は

異
な
る
機
能
を
も
ち
、
効
果
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
文
学
者

に
も
こ
れ
は
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
う
。

　

本
書
訳
文
は
丁
寧
で
こ
な
れ
た
文
章
に
な
っ
て
お
り
、
訳
者
の
語
学
力
と
文

章
力
を
窺
わ
せ
る
。
訳
者
は
本
書
に
先
立
ち
、『
現
代
カ
ン
ボ
ジ
ア
短
編
集
』（
大

同
生
命
国
際
文
化
基
金
、
二
○
○
一
年
）
を
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
文
学
作
品
を
安
心
し
て
日
本
語
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
訳
者
の
よ
う
な
方
が
あ
っ
て
の
こ
と
、
今
後
の
翻
訳
紹
介
の
お
仕
事
に

期
待
を
寄
せ
た
い
。

　

著
者
の
パ
ル
・
ヴ
ァ
ン
ナ
リ
ー
レ
ア
ク
氏
に
は
、
シ
ハ
ヌ
ー
ク
国
王
文
学
賞

受
賞
作
の
長
編
『
忘
れ
得
ず
』
な
ど
、
他
に
も
優
れ
た
作
品
が
あ
る
よ
う
で
、

興
味
が
引
か
れ
る
。
ま
た
、
氏
は
小
説
家
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
シ
ナ
リ
オ

ラ
イ
タ
ー
、
作
詞
家
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
パ
ル
・
ヴ
ァ
ン
ナ
リ
ー
レ
ア
ク
氏
は
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金

ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
の
招
聘
に
よ
り
、本
書
刊
行
間
も
な
い
昨
年
十
一
月
に
来
日
、

講
演
さ
れ
て
い
る
。
同
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
の
企
画
「
開
高
健
記
念
ア
ジ
ア
作
家

講
演
会
シ
リ
ー
ズ
」
は
こ
れ
で
十
三
回
目
を
迎
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
口
健
一
）
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水
林
章
著

『
公
衆
の
誕
生
、
文
学
の
出
現
│
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
』

み
す
ず
書
房　
二
〇
〇
三
年
月
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
幸
福
へ
の
意
志
』、『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
埋
葬
』
に
つ
づ
く
本
書
『
公
衆

の
誕
生
、
文
学
の
出
現
│
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
』
を
読
む
者
が
ま
ず
経
験
す

る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
な
が
ら
オ
ペ
ラ
の
序
曲

の
よ
う
な
雰
囲
気
と
味
わ
い
を
も
つ
『
幸
福
へ
の
意
志
』
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
「
モ

ー
ツ
ア
ル
ト
の
い
る
風
景
」
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
と
き
の
驚
き
と
快
感
を
、
私

は
い
ま
で
も
思
い
出
す
。
こ
の
著
者
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
は
い
つ
も
、
き
わ

め
て
厳
密
な
学
術
性
に
く
わ
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
でsuave

と
言
い
た
く
な
る

ほ
ど
の
甘
美
さ
、
心
地
よ
さ
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
独
特
の
味
わ
い
は
ど
こ
か
ら

く
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

水
林
章
の
日
本
語
の
文
章
は
そ
の
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
て
も
、
い
さ

さ
か
も
不
自
然
さ
が
生
じ
な
い
も
の
と
断
言
で
き
る
が
、
こ
れ
は
自
然
科
学
の

論
文
な
ら
と
も
か
く
、
文
学
を
対
象
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
は
ご
く
ま
れ
な
こ
と

で
あ
る
。
私
た
ち
が
文
章
を
書
く
と
き
、
大
体
は
日
本
語
の
内
部
で
し
か
意
味

を
も
た
な
様
々
な
暗
黙
の
前
提
、
自
動
的
な
機
能
に
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
さ

え
な
く
依
拠
し
て
い
る
も
の
な
の
に
、
彼
の
場
合
は
そ
ん
な
傾
向
が
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
の
だ
。
で
は
彼
の
散
文
が
日
本
語
の
様
々
な
暗
黙
の
前
提
、
自
動

的
な
機
能
な
ど
に
頓
着
し
な
い
外
国
人
の
文
章
、
あ
る
い
は
科
学
者
の
書
い
た

論
文
に
近
い
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
と

い
う
異
質
の
言
語
空
間
を
全
的
に
通
過
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
る
日

本
語
の
新
鮮
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
じ
つ
に
繊
細
に
掬
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
い

わ
ば
濾
過
さ
れ
再
発
見
さ
れ
た
日
本
語
の
散
文
、
そ
こ
に
こ
そ
私
がsuave 

と

言
い
た
く
な
る
彼
の
文
章
独
特
の
瑞
々
し
い
魅
力
が
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
要
素
が
こ
れ
に
く
わ
わ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
音

楽
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
一
字
一
句
は
も
と
よ
り
、
句
読
点
ひ
と
つ

に
も
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
文
章
の
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
展
開
の
仕
方
に

そ
の
音
楽
的
な
感
性
が
秘
か
に
う
か
が
わ
れ
る
の
だ
。
こ
の
音
楽
性
が
彼
の
テ

ク
ス
ト
を
多
く
の
学
術
論
文
と
画
然
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
と

り
わ
け
本
書
が
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
『
告

白
』『
ル
ソ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
を
裁
く̶

対
話
』
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト

に
参
入
す
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
不
可
欠
な
資
質
な
の
で
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
が
中
江
兆
民
に
よ
っ
て
『
民
約
約
解
』
の
題
名

で
翻
訳
さ
れ
、
明
治
の
自
由
民
権
運
動
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
だ

れ
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
子
供
た
ち
が
幼
稚
園
で
歌
う
童
謡
「
結
ん
で
ひ
ら
い

て
、
ま
た
ひ
ら
い
て
結
ん
で
・
・
・
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
『
社
会
契
約
論
』
の

作
者
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
人

が
思
い
出
す
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
上
屈
指
の
名
文
家
で
あ
る

ル
ソ
ー
は
オ
ペ
ラ
作
品
『
村
の
占
い
師
』
が
宮
廷
で
上
演
さ
れ
た
ほ
ど
の
作
曲

家
で
あ
っ
て
、
彼
は
社
会
思
想
家
で
あ
る
ま
え
に
文
学
者
で
あ
り
、
文
学
者
で

あ
る
ま
え
に
、
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
ろ
、
す
く
な
く
と
も
文
学
者
で
あ
る

と
同
時
に
音
楽
家
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
ル
ソ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
に
は
音

楽
的
な
感
性
が
是
非
必
要
に
な
る
の
だ
が
、
わ
が
国
有
数
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
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い
手
で
あ
る
と
同
時
に
稀
代
の
メ
ロ
マ
ニ
ア
で
あ
る
水
林
│
こ
の
こ
と
は
本
書

で
も
随
所
に
う
か
が
わ
れ
る
│
は
、
こ
の
意
味
で
理
想
に
近
い
ル
ソ
ー
の
読
み

手
で
も
あ
る
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
『
幸
福
へ
の
意
志
』
か
ら
本
書
ま
で
の
水
林
章
の
研
究
お
よ
び
論
述
の
方
法
、

ス
タ
イ
ル
は
ま
た
、
厳
密
な
テ
ク
ス
ト
批
評
と
歴
史
社
会
学
を
結
合
さ
せ
る
意

志
に
よ
っ
て
も
一
貫
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
と
い
う
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
い
か

に
社
会
、
時
代
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
反
映
さ
れ
、
表
象
さ
れ
て
い
る

か
│
著
者
の
好
き
な
言
葉
で
言
え
ば
、「
打
刻
さ
れ
て
」
い
る
か
│
を
精
緻
、

細
心
に
読
み
と
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
方
法
の
急
所
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
分
析
す
べ
き
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
選
び
、
そ
の
語
彙
を
吟

味
し
、
文
体
特
徴
を
見
極
め
る
か
に
あ
る
。
こ
れ
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
れ
ば
、

ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
歴
史
社
会
学
的
見
解
で
あ
っ
て
も
、
た
ん
な
る
思
弁
的
な

言
説
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
彼
の
場
合
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の

選
択
お
よ
び
分
析
の
手
際
が
ほ
と
ん
ど
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
キ
ー
並
み

に
見
事
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
細
部
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
さ
き
に

私
が
言
っ
た
「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
の
な
か
に
は
、
む
ろ
ん
そ
の
こ
と
も
含
ま

れ
て
い
る
。

　

本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
題
名
に
も
あ
る
と
お
り
、
公
衆public 
で
あ
る
。
だ

が
、そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
語
のpublic 

は
公
衆
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

一
六
世
紀
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
国
家respublica

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
属
す
意
味
を

担
っ
て
い
た
の
だ
が
、
一
七
世
紀
の
絶
対
王
政
の
確
立
と
と
も
に
「
文
芸
の
国

家
」
の
意
味
に
、
そ
し
て
一
八
世
紀
の
市
民
社
会
の
成
熟
と
と
も
に
、
逆
に
国

家
や
君
主
権
に
対
抗
す
る
「
公
衆
」
の
意
味
に
転
化
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ

が
公
衆
の
歴
史
的
な
誕
生
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
著
者
は
各
種
の
辞
書
は
も
と

よ
り
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
デ
カ
ル
ト
を
経
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
い
た
る
ま

で
の
厳
密
な
文
献
学
的
考
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
だ
が
、
一
八
世
紀
の

啓
蒙
主
義
の
時
代
に
生
ま
れ
た
公
衆public

は
、
一
九
世
紀
以
降
資
本
制
市
場

経
済
の
圧
倒
的
な
展
開
と
と
も
に
、
誕
生
の
当
初
に
も
っ
て
い
た
批
判
的
理
性

を
有
す
る
公
衆
が
対
等
な
言
説
を
ぶ
つ
け
合
う
と
い
っ
た
公
共
性
の
枠
を
突
き

破
り
、
次
第
に
文
化
や
文
学
を
ひ
た
す
ら
個
人
的
な
消
費
の
対
象
に
し
て
疑
わ

な
い
「
大
衆
」
な
っ
て
い
く
。
む
ろ
ん
、
私
た
ち
は
久
し
く
そ
ん
な
時
代
を
生

き
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ばpublic

か
ら
派
生
し
たpublicité

言
え
ば
、
い

ま
や
公
開
性
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
広
告
の
意
味
で
の
み
つ
か
わ
れ
る
。
批
判

的
理
性
を
も
ち
、
と
き
に
は
国
家
や
君
主
権
に
対
抗
さ
え
す
る
公
衆
の
黎
明
期

に
、
の
ち
の
時
代
に
な
っ
て
次
第
に
露
わ
に
な
っ
て
く
る
そ
ん
なpublic

の
両

義
性
、
危
険
性
を
い
ち
は
や
く
敏
感
に
察
知
し
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
ジ
ャ

ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
だ
っ
た
。

　

本
書
の
題
名
『
公
衆
の
誕
生
、
文
学
の
出
現
│
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
』
に

も
う
一
度
注
意
し
て
み
よ
う
。
裏
表
紙
に
は
こ
れ
と
は
別
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
題

名
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
直
訳
す
れ
ば
、「
専
制
的
な
言
語
の
彼
方
に
│

公
論
の
時
代
に
お
け
る
文
学
の
出
現
、
ル
ソ
ー
の
経
験
」
と
な
る
。
こ
れ
は
水

林
章
の
仕
事
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
質
だ
が
、
彼
の
研
究
は
つ
ね
に
現
在
の
関
心

か
ら
出
発
し
て
、
専
門
領
域
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
一
七
世
紀
、
あ
る
い
は
一
八
世

紀
の
テ
ク
ス
ト
批
評
に
遡
り
、歴
史
社
会
学
的
考
察
を
く
わ
え
る
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ば
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
的
意
味
に
お
け
る
現
代
と
い
う
時
代
の
考
古
学
、

こ
れ
が
お
そ
ら
く
彼
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
の
言

う
と
お
り
、私
た
ち
の
「
現
代
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
商
品
価
値
を
基
準
と
す
る
「
専

制
的
な
言
語
」
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
と
お
し
て
支
配
す
る
時
代
で
あ
る
。「
わ
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た
し
た
ち
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
が
も
っ
と
も
単
純
な
貨
幣
の
言
語

に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
た
世
界
の
悲
し
い
住
人
で
あ
る
」
と
彼
も
断
定
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
う
つ
づ
け
る
。「
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
を
奴
隷
の
よ
う
に

つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
世
界
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
問
題
化
し
、
わ
た
し
た
ち
の
疑
似

植
民
地
人
と
し
て
の
悲
惨
を
消
費
の
快
楽
の
な
か
に
埋
も
れ
さ
れ
な
い
反
言
語

0

0

0

的
な
0

0

営
み
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
お
そ
ら
く
〈
文
学
〉
と
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
圧
倒
的
な
勢
い
で
流
通
す
る
画
一
化
さ
れ
た
言
語
の

な
か
に
、
そ
れ
に
抗
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
を
叩
き
あ
げ
る
密
猟
的
な
言
語

活
動
│
そ
れ
を
人
は
「
詩
的
な
」
と
形
容
す
る
だ
ろ
う
か
│
に
一
筋
の
希
望
を

見
出
す
人
々
に
共
感
を
抱
く
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
声
を
探
し
求
め
る
旅
に

出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
広
大
な
社
会
空
間
を
ぽ
っ
て
り
埋
め

尽
く
し
た
公
衆
の
言
説
＝
他
者
の
言
説
の
運
搬
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
効
果
に

す
ぎ
な
か
っ
た〈
フ
ラ
ン
ス
人
〉に
み
ず
か
ら
の
言
葉

0

0

0

0

0

0

0

を
見
出
さ
せ
、も
っ
て「
三

重
の
壁
か
ら
な
る
闇
」
の
な
か
か
ら
、
そ
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
死
滅
し
か
か
っ

て
い
た
お
の
れ
の
声
を
救
い
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル

ソ
ー
に
な
ら
っ
て
」。　

　

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
ほ
と
ん
ど
正
気
の
沙
汰
と
も
思
え
な
い
く

ら
い
徹
底
的
に
「
公
衆
」
を
疑
い
、
ほ
ぼ
完
全
な
孤
立
無
援
の
状
態
で
ラ
デ
ィ

カ
ル
に
「
公
論
」
と
闘
っ
た
様
は
、
本
書
で
は
『
告
白
』
の
テ
ク
ス
ト
の
胸
の

す
く
よ
う
な
読
解
を
中
心
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

前
述
の
よ
う
に
「
公
衆
の
誕
生
」
の
歴
史
的
・
文
献
学
的
考
証
も
間
然
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
だ
が
、
私
た
ち
が
も
っ
と
も
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
ず
に
は

お
れ
な
い
「
文
学
の
出
現
」
の
ほ
う
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
引
用
文
で
も
言
及
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
公
論
の
時
代
に
お
け
る
文
学
の
出
現
」
は
『
ル
ソ

ー
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
を
裁
く̶

対
話
』
の
精
緻
な
テ
ク
ス
ト
分
析
に
よ
っ

て
見
定
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
III 

「
言
語
の
専
制
の
彼
方
へ
│
『
対

話
』
に
お
け
る
公
衆
と
公
論
」、
と
く
に
そ
の
終
わ
り
の
数
十
頁
が
そ
れ
に
該

当
す
る
。
ル
ソ
ー
研
究
者
が
こ
の
『
対
話
』
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
は

そ
も
そ
も
稀
な
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
彼
は
「
公
衆
の
誕
生
」
と
い
う
歴
史

的
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
こ
の
奇
書
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

視
点
を
獲
得
し
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
〈
ル
ソ
ー
〉
と
公
衆
の
言
説
＝
他
者
の
言

説
の
運
搬
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
効
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
〈
フ
ラ
ン
ス
人
〉
と

の
対
話
を
克
明
に
た
ど
り
、「
第
一
の
対
話
」
の
後
半
か
ら
、「
第
二
の
対
話
」

を
経
て
「
第
三
の
対
話
」
に
い
た
っ
て
、
他
者
の
言
説
の
囚
人
だ
っ
た
〈
フ
ラ

ン
ス
人
〉
が
〈
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
〉
の
テ
ク
ス
ト
を
み
ず
か
ら

0

0

0

0

読
ん
で
み
る

と
い
う
「
直
接
的
＝
無
媒
介
的
な
経
験
」
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
「
公
衆
」
か
ら

最
終
的
に
離
脱
す
る
様
に
着
目
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
〈
ル
ソ
ー
〉、〈
フ
ラ
ン

ス
人
〉、
そ
し
て
〈
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
〉
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
反
言
説

の
主
体
」
と
な
り
、「
専
制
的
な
言
語
の
彼
方
」
に
「
精
神
の
共
同
体
」
を
形

成
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
成
り
行
き
に
「
文
学
の
言
葉
」
の
「
劇
的

な
誕
生
」
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
公
衆
の
誕
生
」
と
並
べ
て
「
文
学
の
出
現
」
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
非

対
称
的
、
エ
レ
ジ
ー
的
、「
密
猟
的
」
で
な
い
か
、
と
感
じ
る
読
者
も
い
る
だ

ろ
う
。
じ
つ
は
私
自
身
も
そ
ん
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
、
よ
く
よ

く
考
え
て
み
れ
ば
、
公
衆
と
い
っ
て
も
一
八
世
紀
の
そ
れ
は
ま
だ
そ
れ
な
り
に

批
判
的
理
性
を
も
ち
、
し
か
も
「
読
書
す
る
公
衆
」
の
側
面
を
具
え
て
い
た
。

こ
れ
に
反
し
て
現
代
の
公
衆
は
と
い
え
ば
、
著
者
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
が
も
っ

と
も
単
純
な
貨
幣
の
言
語
に
よ
っ
て
植
民
地
化
」
さ
れ
、「
疑
似
植
民
地
人
と
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し
て
の
悲
惨
を
消
費
の
快
楽
の
な
か
に
埋
も
れ
さ
せ
て
い
る
」
公
衆
だ
と
「
観

念
」
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
あ
ま
り
「
読
書
」
を
し
な
い
公
衆
で
も
あ
る
。

し
て
み
れ
ば
、「
ル
ソ
ー
的
経
験
と
現
代
」
と
い
う
問
題
を
ま
と
も
に
見
つ
め

よ
う
と
す
れ
ば
、
た
と
え
著
者
が
い
く
ら
「
臓
腑
の
底
か
ら
苛
立
ち
」
を
覚
え

て
も
、「
文
学
、
存
在
の
故
郷
」
と
い
う
い
く
ぶ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
響
き
も

感
じ
ら
れ
る
「
反
言
説
」
を
、
ど
う
し
て
も
た
だ
小
声
で
し
か
口
に
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
も
「
孤
独
な
夢
想
者
」
の
顔
つ
き
で
、
低
く
呟
い

て
み
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
の
よ
う
に「
文
学
の
出
現
」

の
一
言
に
期
待
の
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
読
者
は
、
そ
ん
な
「
密
猟
的
」
な
呼
び

か
け
の
声
に
共
感
を
覚
え
つ
つ
、
本
書
で
予
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

水
林
章
の
『
孤
独
な
夢
想
者
の
散
歩
』
論
に
、「
一
筋
の
希
望
」
を
つ
な
ぐ
べ

き
な
の
だ
ろ
う
。

（
西
永
良
成
）
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荒
こ
の
み
編
著

『
７
つ
の
都
市
の
物
語 ̶

̶

文
化
は
都
市
を
む
す
ぶ
』

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
三
年
三
月
刊

　

都
市
に
は
人
文
現
象
が
集
中
し
、
そ
の
集
中
す
る
過
程
も
、
現
象
の
堆
積
結

果
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
記
録
と
い
っ
て
も
言
語
に
よ
ら
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
読
解
に
は
そ
れ
な
り
の
勉
強
が
要
る
。
現
象
の
生
起

や
堆
積
が
波
動
的
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
時
間
に
よ
っ
て
濃
度
が
違
え
ば
、
見
や
す

い
、
鮮
や
か
な
地
層
を
な
す
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ

で
は
東
京 

（
松
山
巌
）、ハノ
イ
（
川
口
健
一
）、 プ
ラ
ハ 
（
篠
原
琢
）、ロ
ー
マ 

（
河
島

英
昭
）、ロ
ン
ド
ン 

（
小
池
滋
）、ブ
エ
ノ
ス・ア
イ
レ
ス 
（
増
田
義
郎
）、ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク 

（
荒
こ
の
み
）
と
い
う
七
つ
の
都
市
が
選
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
う
っ
て
つ
け
の
人

物
が
、
と
り
わ
け
二
〇
世
紀
の
両
大
戦
間
期
に
注
目
し
て
、
地
層
の
観
察
を
行
っ

て
い
る
。

　

両
大
戦
間
期
の
都
市
と
い
う
と
、た
と
え
ば
Ｇ・オ
ー
ウ
ェ
ル
や
Ｈ・ミ
ラ
ー「
が
」

記
録
し
た
パ
リ
、
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
の
画
家
た
ち
の
生 

「
を
」 

記
録
す
る
パ
リ

と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
す
ぐ
頭
に
浮
か
ん
で
、
ど
れ
も
こ
れ
も
一
冊
の
本
が
必
要

な
情
報
量
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
掘
り
下
げ
方
で
は
な
く
、

大
戦
や
世
界
恐
慌
、
植
民
地
主
義
の
清
算
、
大
量
移
住
、
亡
命
と
い
っ
た
で
き
ご

と
を
共
有
す
る
時
代
で
各
地
を
輪
切
り
に
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
狙
い
だ
っ
た

ら
し
い
。

　

活
字
が
大
き
め
で
、
行
間
や
余
白
も
広
め
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
組
み
方
で
実
に

読
み
や
す
い
本
だ
が
、
そ
の
分
文
章
の
密
度
が
濃
い
の
で
、
読
み
応
え
に
不
足
感

は
ま
っ
た
く
な
い
。

　

松
山
巌
氏
が
担
当
す
る
東
京
で
は
、
他
の
六
都
市
に
は
な
か
っ
た
関
東
大
震
災

と
い
う
自
然
現
象
の
比
重
が
当
然
大
き
い
。
し
か
し
、
震
災
が
あ
っ
て
も
な
く
て

も
鳴
り
つ
づ
け
て
い
た
は
ず
の 

「
近
代
化
」
と
い
う
通
奏
低
音
が
、
い
か
に
強
力
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
た
か
、
そ
れ
が
は
か
ら
ず
も
震
災
に
よ
っ
て
露
呈
す
る
あ

り
さ
ま
が
、
道
路
、
葬
儀
、
墓
地
、
犯
罪
の
変
容
を
通
じ
て
描
か
れ
る
。
説
教

強
盗
と「
文
化
住
宅
」
増
加
の
関
連
も
面
白
く
、
阿
部
定
が「
逃
げ
る
と
い
う
よ

り
も
繁
華
街
ば
か
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
」と
い
う
指
摘
に
も
大
変
刺
激
を
受
け
た
。

　
ハノ
イ
の
両
大
戦
間
期
は
、
西
欧
化
、
近
代
化
、
民
族
文
化
創
出
と
い
う
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
人
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
い
わ
ば
三
つ
巴
の
か
た
ち
で
か
ら
ま
り
あ
う
中
、
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
の
文
学
、文
化
、建
築
、市
民
生
活
が
変
貌
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
フ
ァ

ム
・
ク
イ
ン
と
い
う
人
物
が
ハノ
イ
の
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
で
の
仕
事
を
辞
め
て
ま

で
打
ち
込
む
こ
と
に
な
る
雑
誌 

『
南
風
』（
一
九
一
七
年
創
刊
）、
あ
る
い
は
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
近
代
文
学
の
出
発
点
と
さ
れ
る
小
説
『
ト
ー
・
タ
ム
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
興

味
深
い
事
例
が
、
み
ご
と
な
訳
文
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
川
口
健
一
氏
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
。

　

か
つ
て
の
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
の
王
都
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
帝
都
プ
ラ
ハ
が
、

一
九
一
八
年
に
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
首
都
と
な
っ
た
と
き
、
人
々
が
、
あ
る

い
は
マ
サ
リ
ク
の
よ
う
な
思
想
家
、
政
治
家
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
町
を「
整
形
」
し
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て
ゆ
こ
う
と
し
た
か̶

̶

時
折
自
分
も
通
り
か
か
る
町
の
こ
と
だ
け
に
、
篠
原
琢

氏
の
エ
ッ
セ
イ
を
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
読
ん
だ
。
こ
の
時
代
さ
ま
ざ
ま
な
方
角

か
ら
お
び
た
だ
し
い
亡
命
者
た
ち
が
や
っ
て
き
た
プ
ラ
ハ
だ
っ
た
が
、
そ
の
あ
り
方

を
、「
そ
れ
は
こ
の
町
の
多
文
化
性
、
あ
る
い
は
寛
容
さ
の
故
で
は
な
く
て
、
も
し

か
す
る
と
、
こ
の
文
化
的
な
亀
裂
に
亡
命
者
た
ち
が
潜
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
た

め
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
、
歴
史
学
者
篠
原
氏
の
控
え
め
な
感
想
が
示
唆
的
で

あ
る
。

　

本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
都
市
の
中
で
は
い
ち
ば
ん
地
層
に
厚
み
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
ロ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
河
島
英
昭
氏
が
執
筆
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
み
ず
か

ら
城
壁
内
《
ヴ
ェ
ッ
キ
ア・ロ
ー
マ
》
に
住
ん
で
、
歩
き
回
っ
た
河
島
氏
ほ
ど
、
フ
ァ

シ
ス
ト
に
よ
る
ロ
ー
マ
の
改
造
を
物
語
る
に
適
し
た
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。 「
近
年
、

世
に
溢
れ
る
案
内
書
や
概
説
書
の
中
に
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
都
市
ロ
ー
マ
の
街
角
に

残
し
た
爪
痕
に
敏
感
で
な
い
場
合
が
多
く
、
甚
だ
し
く
は
そ
の
傷
痕
を
〈
フ
ァ
シ

ズ
ム
も
良
い
こ
と
を
し
た
〉
と
い
っ
て
し
ま
う
場
合
さ
え
少
な
く
な
い
」
と
い
う
筆

者
の
言
葉
に
は
す
ぐ
さ
ま
同
感
し
な
が
ら
も
、
で
は
こ
と
ロ
ー
マ
に
関
し
て
自
分

に
明
確
な
分
析
眼
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
即
座
に
な
い
と
言
え
る
。

  

「
貴
君
は
解
放
の
作
業
を
続
け
る
の
だ
。
こ
の
樫
の
大
木
か
ら
、
幹
に
ま
つ
わ
り

つ
く
も
の
を
、
す
べ
て
取
り
除
く
た
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
の
霊
廟
、
古
代

マ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
劇
場
跡
、
カ
ン
ピ
ド
ッ
リ
オ
の
丘
、
そ
し
て
万
神
殿
の
周
囲
を
広
げ

る
の
だ
。
こ
の
退
廃
の
数
世
紀
の
う
ち
に
ま
つ
わ
り
つ
い
た
も
の
、
す
べ
て
は
、
消

え
失
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
五
年
以
内
に
、
記
念
石
柱
の
あ
る
コ
ロ
ン
ナ
広
場
か
ら
、

太
い
道
が
走
っ
て
、
行
く
手
に
巨
大
な
万
神
殿
の
姿
が
現
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
本

書
一
三
四
頁
）
と
い
う
一
九
二
五
年
大
晦
日
の
カ
ン
ピ
ド
ッ
リ
オ
の
丘
か
ら
呼
ば
わ

る
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
言
葉
を
知
っ
て
い
る
と
い
な
い
と
で
は
大
違
い
で
、
一
般
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
歩
く
こ
と
の
限
界
を
こ
れ
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
る
文
章
も
な
い
。

　

小
池
滋
氏
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
、
ク
ロ
フ
ツ
、
バ
ー
ク
リ
ー
（
ア
イ
ル
ズ
）
ら

の
小
説
を
具
体
的
に
紹
介
し
な
が
ら
、「
第
一
次
世
界
大
戦
と
、
そ
の
終
了
直
後
の

一
九
二
〇
年
に
は
じ
ま
っ
た
イ
ギ
リ
ス
・
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
黄
金
時
代
と
の
間
に

は
、
は
っ
き
り
と
し
た
因
果
関
係
が
あ
る
」
と
い
う
結
論
、「
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
は

本
質
的
に 〈
都
市
小
説
〉だ
」と
い
う
主
張
の
証
明
に
向
か
っ
て
推
理
を
展
開
す
る
。

後
の
方
の
主
張
は
、
私
に
も
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
、
自
分
で

も
そ
う
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
だ
け
の
よ
う
だ
が
、
大
戦
が
英
国

人
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
書
か
れ
た
く
だ
り
は
ど
れ
も
新
鮮
で
、
な
る
ほ
ど
な

る
ほ
ど
と
い
う
読
後
感
が
残
っ
た
。

　

私
は
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ

チ
と
い
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
作
家
が
い
て
、
一
九
三
九
年
の
夏
た
ま
た
ま
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
へ
遊
び
に
い
っ
て
い
た
と
こ
ろ
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め

に
、
ブ
エ
ノ
ス・ア
イ
レ
ス
に
残
る
こ
と
に
し
、
か
れ
こ
れ
二
四
年
間
こ
の
町
で
生
き
、

そ
こ
で
文
章
を
書
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
者
と
も
つ
き
あ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
あ
る
の
で
、
ま
っ
た
く
関
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

増
田
義
郎
氏
も
、
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
は
移
住
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
町
で

あ
り
、
内
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
た
が
い
に
異
な
る
文
化
的
伝
統
を
内
包
し
て
い
る
こ

と
を
ま
ず
述
べ
、
そ
の
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
文
化
的
環
境
」
の
中
で
ガ
ル
デ
ル
の

タ
ン
ゴ
や
ボ
ル
ヘ
ス
の
小
説
が
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
地
域
主

義
を
超
越
し
た
世
界
的
作
家
」
ボ
ル
ヘ
ス
が
、「
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
の
街
々
は
、
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も
う
わ
た
し
の
臓
の
腑
だ
」
の
句
で
始
め
る
『
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
の
情
熱
』
と

い
う
詩
集
を
出
し
て
い
る
と
い
う
意
外
な
事
実
を
私
は
知
っ
た
し
、「
そ
う
い
え
ば
、

宇
宙
論
的
な
彼
の
小
説
、
た
と
え
ば
、
幾
何
学
的
に
構
成
さ
れ
た
大
都
会
の
殺
人

を
扱
い
、
神
の
前
の
人
間
存
在
の
寓
意
を
秘
め
た
と
い
わ
れ
る
短
篇 

〈
詩
と
コ
ン
パ

ス
〉
も
、
結
局
は
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
を
舞
台
と
し
た
小
説
と
受
け
取
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
増
田
氏
の
言
葉
が
印
象
に
残
っ
た
。

　

本
書
の
も
と
と
も
な
っ
た
、
東
外
大
総
合
文
化
研
究
所
の
連
続
公
開
講
演
会

を
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
し
、
こ
の
本
を
と
り
ま
と
め
、「
ま
え
が
き　

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ

フ
ト
を
予
感
す
る
」「
あ
と
が
き
」
を
も
書
い
た
荒
こ
の
み
氏
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
章
に
「
ハ
ー
レ
ム
文
化
と
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
／
エ
グ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
い
う

副
題
を
付
け
、
他
の
章
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
音
楽
、
美
術
、
演
劇
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
も
目
を
向
け
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
領
域
で
二
〇
年
代
か

ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ
ー
レ
ム
で
起
こ
っ
た
文
化
革
命
「
ハ
ー
レ

ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
広
い
視
野
で
描
い
て
い
る
。
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
の

二
篇
の
詩
を
は
じ
め
、
豊
富
に
引
用
さ
れ
た
ど
の
テ
ク
ス
ト
も
、
荒
氏
の
生
彩
あ

る
翻
訳
が
素
晴
ら
し
い
。

（
関
口
時
正
）
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Rethinking History at its Sunset

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Uemura Tadao

I.

     History, more than anything else, is the face of ourselves who live in the "now."

In order to find clues to resolve the various difficulties we encounter, or sufferings and

desires we have in living our present lives, we turn towards the past and bring it close to

us ("kako o taguriyoseru," in Miki Kiyoshi's phrase). We then listen for the voices that

arise from the past and try to make them give us a direction for proceeding towards the

future.

     However, if we view history in this manner, it must be said that today we are in a

particularly paradoxical situation with regard to history. In order to bring the past close

to us and listen for voices that arise from it, we need a particular methodology to do so:

the past does not speak for us by itself. However, today we are in an extremely difficult

situation to acquire or discover this methodology. And it is as a result of the fact that

history itself, in trying to be "science," has always endeavored to polish its "method"

that we are in such a situation. It is probably safe to say that the time has come whereby

history must reflect on its very status as "science," on its scholarly way of approach

towards reality.  

     It is true that such a questioning of history did not begin today. To give a widely

known example from the past, Nietzsche had already presented us with this type of

question even amidst the height of the nineteenth century known as the "Century of

History." He says in "Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben" ("On the

Uses and Disadvantages of History for Life," 1874), the second essay of Unzeitgemässe

Betrachtungen (Untimely Meditations):

For the origin of historical culture...this origin itself must be known                  

historically, history must itself resolve the problem of history, knowledge must turn its

sting against itself -- this threefold must is the imperative of the "new age", supposing

this age really does contain anything new, powerful, original and promising more life.

     In Germany, a classicism appeared that tried to seek categories of universal

humanity in classical Greece during the period from the latter 18th century to the

beginning of the 19th century, during which Enlightenment reason in Europe, centering

on France, was leading the movements towards a radical revolution of the Ancient

Regime. What was characteristic of this German classicism was that it was

simultaneously accompanied by a positive evaluation of "history," among other things.
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"History" was recognized as something that expressed the total process of self-

cultivation/self-formation (Bildung) of humanity towards rational being. And it was

assumed that, only by including him or herself in such a total process of self-

cultivation/self-formation of humanity expressed in "history," each individual might

mold his or her life towards the ideals of universal humanity in the fashion of those

categories demonstrated by classical Greece.

     However, after the failure of the 1848 revolutions, history lost sight of this living

connection with the total process of self-cultivation/self-formation of humanity. Then,

on the one hand, history aimlessly multiplied "historical sense" alone and proceeded to

weaken the molding or "plastic" power of life. Moreover, following the direction of

positivism, which was gradually increasing its influence as a philosophy of the new era,

history strove for elaborating of the so-called "historical critical method" that would

make it acquire the status of "science," transformed the past from being "authority" or

an ontological base for life to an object of knowledge, and threw itself to the task of

criticism and compilation of documents.  What Nietzsche, who himself began as a

student of classical philology, must have observed was this state of history losing sight

of its connection with the total process of self-cultivation/self-formation of humanity,

becoming set free from the restraints of life, and propelling itself only towards the

haphazard acquisition and accumulation of knowledge of the past. Nietzsche

condemned this as the "malady of history," and threw down the above mentioned

imperative to his age, urging a fundamental reflection on the scholarly way itself of

relating to life.  

     Today, one century from that time, I think it is required of us to once again "turn

the sting of knowledge against itself," following Nietzsche's enjoinder. And we must

carry out this task under greatly different circumstances.

     For us, the "Century of History" has already gone. What we are living in is an

"Age without History." If I may borrow the title of a famous essay written by Hayashi

Tatsuo during the Second World War, we are "at the sunset of history." In the midst of a

hyper-real self-organizational or autopoietic system-society that capitalism has equipped

through the experience of total mobilization and the development of information

technology during the two world wars, we are living in an age where something like a

"historical sense" and a "historical consciousness" is all but dead, except for the

nostalgia of a small group of ladatores temporis acti. The Enlightenment reason that

strove in the past to be the leader of the revolutionary overthrow of the Ancient Regime

has now been completely transformed into an instrumental and functionalist reason that

supports a systemized capitalist society. We can summarize what happened to "history"

during this great transformation of knowledge as follows: While contenting itself with

its status as assistant to the social sciences, which underwent a rapid development as the

organ of instrumental and functionalist reason, history proceeded to tirelessly

concentrate its efforts merely towards establishing itself as "science," acquiring

precision and range far superior to Nietzsche's age with regard to "method." On the

other hand, skepticism towards the very possibility of grasping "truth," which Nietzsche

sowed more than anyone else, is strengthening its degree of intensity more and more,
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together with the advance of the so-called "linguistic turn." In such an "Age without

History," we must once again attempt to return to Nietzsche's enjoinder.

     Let us now look a little more concretely at locating this problem, based on my

own personal experiences from when I entered university to the present.  

II.

     I just used the term "Age without History." However, when I entered university in

1960 -- just around the height of the struggles against the first revision of Japan-US

Security Treaty -- "historical consciousness" was overflowing among Japanese radical

intellectuals.  

     To give an example of something that impacted me greatly back then, there are a

series of essays by Hashikawa Bunzo on "historical consciousness," which undertook a

critique of Japanese Romanticism.  These are gathered in the book, Rekishi to Taiken

(History and Experience, 1964). Concerning these Hashikawa's essays on "historical

consciousness," Noguchi Takehiko, a literary critic of my own generation, revealed an

interesting episode in the afterward of his book, Edo no Rekishika (Historians of the

Edo Period, 1979). It is an episode regarding the term "historical consciousness"

(rekishi ishiki), which serves as a key word in Noguchi's book. Noguchi writes:

I first had a superficial understanding of this term [“rekishi ishiki”] in June of 1960.

From nowhere else but Hashikawa Bunzo's Nihon Romanha Hihan Josetsu (Prelude to

a Critique of the Japanese Romanticists). Still at the height of my youthful impudence

of around age 20, an older friend took me to my first meeting with Prof. Hashikawa. He

said to me softly, "So, why are you joining in the anti-security treaty (ampo hantai)

demonstrations?" I most likely replied something to the effect that I wanted to be

present in the actual scene of history or that I wanted to grasp it deeply. He said, "You

know, my friend, that's historical consciousness." I still distinctly remember having no

words to say.

     The subtitle of Noguchi's book is "The Poison of the Name, History." In that

period, we were truly intoxicated with the poison of the name "History." And while

being drunk with this poison, we were attempting to instigate change by using history.  

     However, during the period from the end of the 1960s to the 1970s, in the context

of high-speed economic growth, we came to have a sense of an "Age without History"

as the very sense of our era. This sense is, for example, symptomatically expressed in

Mishima Ken-ichi's essay appeared in the October 1974 issue of Shiso (Thought):

"Towards a Historical Consciousness of an Age without History" ("Rekishi naki Jidai no

Rekishi Ishiki e"). This was an essay that tried to seek the possibility of regenerating

"historical consciousness" by returning to the "life-world" (Lebenswelt) of Edmund

Husserl, while taking up a Nietzschean questioning of the usefulness of history for life

within the line of hermeneutical reflection starting from Wilhelm Dilthey and going
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through Martin Heidegger, and finally leading up to Hans-Georg Gadamer.  Mishima

wrote also an excellent discussion of Nietzsche entitled "Keiken to Hansei"

("Experience and Reflection") as a continuation of this essay in the February 1976 issue

of the same journal, Shiso, where the problematic I described in Chapter One is clearly

spelled out.

     Now, at the beginning of Mishima's essay, "Towards a Historical Consciousness

of an Age without History," there is a reference to Giambattista Vico's theory of senso

comune (sensus communis, "common sense") through statements in Gadamer's

Wahrheit und Methode (Truth and Method, 1960). And the period from the late 1960s to

the 1970s was precisely the period in which I myself began to take up the thought of

this 18th century Neapolitan philosopher in earnest.

     In the spring of 1968, I stopped my course of study in graduate school and began

my new free, i.e. disoccupied life at my wife's country town in Hokuriku region by

reading Husserl's Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale

Phänomenologie (The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology,

1936/1954). My research theme in graduate school was fascism. It was when I set out to

first survey the interpretive history of fascism up to then in order to proceed with my

research, and so studied the views on fascism by representative intellectuals in Italy

during the fascist period, beginning with Benedetto Croce, that such questions as "What

is learning?" or "What is it to deal with the world in a learned, scholarly manner?"

aroused in my mind and I fell into a state of not knowing what to do anymore. Perhaps

one might call it the problem of rationalist mistake that accompanies the scholarly

understanding of the world. In fact, modern European scholarship has completely

driven away most of the life-historical facts of the common people as being irrational,

while achieving an understanding of the real as immediately rational, and the rational as

immediately real. The views of the Italian intellectuals I examined towards fascism are

one typical example of this kind of scholarship. Yet isn't there a grave mistake here, a

mistake that originates in the system itself of scholarly knowledge? I thought that it was

probably necessary to go back to the origin or starting point of the scholarly way of

knowing and to reflect on it. To speak in Nietzschean terms, we must attempt a

genealogical reflection of learning.  

     Under the spell of a terrible obsession, I decided then to re-question everything

from scratch. And, in the hope that a "science of the life-world" that Husserl tried late in

his lifetime would match with my task, I began to read The Crisis, using as a guide the

Italian phenomenologist Enzo Paci’s commentary on The Crisis entitled Funzione delle

scienze e significato dell'uomo (The Function of the Sciences and the Meaning of Man,

1963), in which the author suggested that Husserl's "science of the life-world" was "a

new science (neue Wissenschaft) in Vico's sense." This was the very occasion I began to

take up Vico.

     One more occasion was that Husserl attempted to realize his "science of the life-

world" through a mediation of the field of inter-subjectivity of language. This attempt,

which means to re-ask a question of the usefulness of the sciences for life from the
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standpoint of the life-world seen as a field of originary meaning-formation, was perhaps

originated from its connection with hermeneutics of Dilthey and Heidegger. But it led

me to Motoori Norinaga's philological method. He grasped "things/events" (koto) and

"intention/meaning" (kokoro) in a unified manner in "words" (kotoba) and persistently

tried to interpret the world in accordance with "the practical scene of language

"(monoihi no sama), in which, taking a cue from Muraoka Tsunetsugu's Motoori

Norinaga (1928) and others, I found something quite similar to Vico's New Science.

     The New Science was an extremely difficult book. However, it was also a book

that was rich in implications and suggestions. And there was no doubt that in terms of

the ideals and methods of learning, certain things meshed with Husserl's and Motoori's.  

     The passage at the beginning of the section called "Method" after "Principles" in

the first volume of the 1744 version of The New Science is one good example. Vico

starts by writing "This Science must begin where its subject matter begins." As shown

by the full title of the work,"Principi di Scienza nuova d'intorno alla comune natura

delle nazioni (Principles of New Science concerning the Common Nature of the

Nations), The New Science sought to explicate the "common nature of the nations," and

"humanity" (humanitas) was its subject matter. Therefore, what was required was to

begin by inferring from the point in time of the establishment of humanity, when "the

first men" began "to think humanly," and humanity was established among them.

Although, Vico says, "we cannot at all imagine and can comprehend [such a primitive

state] only with great effort." He adds, "To discover the way in which this first human

thinking arose in the gentile world, we encountered exasperating difficulties which have

cost us the research of a good twenty years."  

     When I encountered this passage, I was assured that I discovered a Motoori

Norinaga figure trying to force his way into the world of the Ancient Chronicles (Kojiki)

of Italy. Moreover, I understood this journey of Vico and Motoori into the primitive

origin of humanitas as something that corresponded to Husserl's attempt to go back to

the origin of scholarly knowledge. In the "Axioms" section, there is the following

passage:

It is another property of the human mind that whenever men can form no idea of distant

and unknown things, they judge them by what is familiar at hand. This axiom points to

the inexhaustible source of all errors about the principle of humanity that have been

adopted by entire nations and by all scholars.

     And under this heading, Vico gives two types of conceit: "the conceit of nations"

and the "conceit of scholars."  It would probably not be wrong to see this "conceit of

scholars" as pointing to the danger of a rationalist mistake contained in the scholarly

understanding of the world in general.  Starting from a clear self-awareness of such a

danger, Vico developed his science, while satisfying the demand to maintain the

fundamental difference separating self and other; that is, a sense of historicity.

Moreover, while this was no doubt an attempt to found a new science, at the same time,

there is an element here of a constant relativization of this very scholarly attempt at
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founding, an element of transcending it self-reflexively. I had completely became a

captive to Vico.

     I referred to my encounter with Vico in the beginning section of a

dialogue,"Rekishi no Ronri to Keiken: Biiko "Atarashii Gaku" e no Shotai" ("The Logic

and Experience of History: An Invitation to Vico's New Science") which is included in

the "History" volume, edited by Kabayama Koichi, part of the Shakai Kagaku e no

Shotai (Invitation to the Social Sciences) series, published by Nihon Hyoronsha in 1977.

Also my short autobiographical essay entitled "Yorroppa-teki Shogaku no Kiki ni okeru

Biiko: aru deai no naka kara" ("Vico in the Crisis of European Sciences: from out of an

encounter"), which was written for a 1987 special issue concerning Vico of the journal

Shiso and included in the beginning of my own book, Biiko no Kaigi (The Doubt of Vico,

1988), tells the same story.

III.

     "The Logic and Experience of History" was the first essay in which I attempted

an intervention in the problem of historical methodology from a theory of scholarship

standpoint, using Vico as my base of argumentation. However, in this essay, while

referring to the paramount axiom in Vico's New Science, "Doctrines must take their

beginning from that of the matter of which they treat," which appeared as the epigraph

and was discussed its significance for a theory of scholarship in Edward W. Said's

Beginnings: Intention and Method (1975), my main focus was on Vico's early work in

Latin, De nostri temporis studiorum ratione (On the Study Methods of Our Time). This

is a public lecture Vico delivered at the University of Naples in 1708. In his argument I

found something that strongly suggests the necessity to now re-consider the meaning of

the tradition of humanistic education in order to resolve the aporia that the sciences of

modern Europe, which strove to polish their "methods" in their goal to establish

themselves as "sciences", are facing today, especially the social sciences.

     For example, in this public lecture, Vico says, "The course of action in life must

consider the importance of the single events and their circumstances." And he adds, "It

is therefore impossible to assess human affairs by the inflexible standard of abstract

right; we must rather gauge them by the pliant Lesbic rule [referred to in Aristotle's

Nicomachean Ethics], which does not conform bodies to itself, but adjusts itself to their

contours," severely condemning those who "apply to the prudent conduct of life the

abstract criterion of reasoning that obtains in the domain of science." Then what about

the domain of history? History was originally part of the humanities. However,

especially from the beginning of the 20th century, history left the original arena of the

humanistic education and tended towards trying to take hold of in one way or another

the prestige of "science", in the form of becoming subject to the various branches of the

social sciences. But, in the present, when those very social sciences have fallen into a

total crisis, what if we were to now return the scene of history, which was originally of

the humanities, to its point of origin and look back at this? We would probably be able
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to find a way to resolve the total crisis of the social sciences itself. In my essay, "The

Logic and Experience of History," I used the expression "thick-headed historians," since

historians seemed to be totally unaware of this immense epistemological potentiality

hidden within their historiographical work. This evoked reaction from some historians;

however, by this expression, I meant to communicate my great hopes toward the study

of history.  

     Concerning Vico's On the Study Methods of Our Time, just at the time when I was

reading this work with one hand in my Latin dictionary, Shimizu Ikutaro, one of the

most outstanding social philosophers in Japan, also took up this work thematically in his

series of essays over 2 years, Rinrigaku Noto (Notes on Ethics), which began in the

November 1968 issue of Shiso, filled with distress on the aporia that the modern social

sciences, represented by economics, was coming up against with regard to the question

of ethics. Shimizu had read the same work of Vico's in English translation, which came

out in 1965. Also Jürgen Habermas referred to this work in his essay "Die klassische

Lehre von der Politik in ihrem Verhältnis zur Sozialphilosophie" ("The Classical

Doctrine of Politics in Relation to Social Philosophy"), which is included at the

beginning of Theorie und Praxis (Theory and Practice, 1963), a collection of essays on

social philosophy that appeared in a two volume Japanese translation by Hosoya Sadao

in 1969-1970 from Miraisha. Habermas, like Shimizu, begins his argument by looking

at how modern social philosophy became "science" and lost its capacity to provide

practical knowledge; that is to say, it no longer revealed any practical directions for

acting in accordance with the concrete circumstances of the times. He then also refers to

the passage I just quoted above from Vico's On the Study Methods of Our Times, the

passage denouncing those who "apply to the prudent conduct of life the abstract

criterion of reasoning that obtains in the domain of science." He writes, "This loss of

hermeneutic power [hermeneutische Kraft] in the theoretical penetration of situations

which were to be mastered practically was recognized as early as by Vico."  These

reflections by Shimizu and Habermas were guiding threads in my intervention in the

historical method.  Subsequently, I co-translated On the Study Methods of Our Times

with the historian of science, Sasaki Chikara, which in 1987 appeared under the title

Gakumon no Hoho (Methods of Study) in the Iwanami Bunko series.

IV.

     Looking back, my proposal in "The Logic and Experience of History" for history

to return to its original arena of humanities seems to be in concert with movements

towards the "Revival of Narrative" in the field of historical study which Lawrence Stone

surveys in his 1979 article in Past and Present.  

     However, it was only from the beginning of the 1980s when I began to focus on

and directly address this new current in the study of history.  In 1981, in his co-

authored book with the philosopher Nakamura Yujiro, Chi no Tabi e no Sasoi (Invitation

to a Voyage in Knowledge), the cultural anthropologist Yamaguchi Masao introduced
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the Italian historian Carlo Ginzburg and his books into the Japanese public: I

benandanti (1966; English translation: The Night Battles) and Il formaggio e i vermi

(The Cheese and the Worms, 1976). These two books aroused in me a deep interest in a

new current of historiography which Stone had named the "Revival of Narrative." What

especially astonished me was the methodology Ginzburg took to approach his objects.

     In fact, what Ginzburg is trying to explain in these two books is the religious

attitude or mind of the agrarian society in early modern Europe.  He tries to explain

this through the voices of the peasants themselves, which were recorded in the

Inquisition proceedings. But if this is the case, we can probably guess at how great the

difficulties confronting Ginzburg were. It was an age where the people generally did

neither read nor write, and even if they could read and write (like in the case of

Menocchio, the miller who is the subject of The Cheese and the Worms), there were few

chances to put their own experiences into writing. In this kind of era, even if it is true

that court records are one of the few materials where the voices of the people

themselves are recorded, it is also undoubtedly true that, based on the nature of the

court circumstances, many distortions and concealments arise in these descriptive

contents either from the judges or from the accused. What does one do to break down

the wall of distortion and concealment like this? When Ginzburg tried to approach the

mind of the peasants through the records of the Inquisition, this kind of difficult

question must have been confronting him.

     Ginzburg begins, however, first by paying attention to and reading the details of

the texts themselves. And, attending to the discrepancies between the questions of the

Inquisitors and the answers of the defendants, or between the descriptive contents of the

writings Menocchio attests to have read and the way Menocchio himself read them (in

many instances paying attention to the slightest discrepancy), he attempts to overcome

these difficulties by a unique method of reading that truly might be called "symptom-

deciphering." As Aby Warburg says, "the God is in the details."

     It was also impressive that Ginzburg gives a frank account of the process of

researching and reasoning of his own, and there is no hiding of anything. For me, it was

new and original. In The Cheese and the Worms, the expression "aggressive originality"

is used to describe Menocchio's reading, but this would also be applied to Ginzburg's

reading itself. Ginzburg's work gave me an opportunity to think concretely about the

practical possibility of "historical study as humanities," which I proposed in "The Logic

and Experience of History."  

     By the way, it is quite clear from reading Ginzburg's essay, "Spie: Radici del

paradigma indiziario" ("Clues: Roots of an Evidential Paradigm"), published in the

volume edited by Aldo Gargani, Crisi della ragione: Nuovi modelli nel rapporto tra

sapere e attività umane (Crisis of Reason: New Models of the Relation Between

Knowledge and Human Activities), that his practice is grounded in a clear,

epistemological self-awareness, and that it is not simply the return of the old narrative

historical description -- "a new old history" -- in the sense Stone understood it to be.

The practician of history was also quite an ambitious theorist.

     Regarding the work of Ginzburg, I worked on the Japanese translation of I
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benandanti, which was published in 1986 by Misuzu Shobo as Yoru no Kassen (The

Night Battles). And, as a commentary to this translation, I wrote an essay entitled

"Ginzuburugu no Ito to Hoho ni tsuite" ("On Ginzburg's Intention and Method"), which

was included in my book Kurio no Tekagami (The Hand Mirror of Clio) under a

different title "Karuro Ginzuburugu to Minshu Bunka-shi no Kanosei" ("Carlo Ginzburg

and the Possibility of a History of Popular Culture"). Kurio no Tekagami was my second

work after Biiko no Kaigi, where I analyzed reflections around "history," achieved by

the twentieth century Italian intellectuals starting from Croce, through Ernesto de

Martino, the advocate of a "historicist ethnology," all the way up to Ginzburg, and

examined their epistemological significance.

V.

     My dialogue with Ginzburg did not just end there. Storia notturna: Decifrazione

del sabba -- a report on the journey in search of the folkloric origins of the Sabbath,

which he had continued over the course of around ten years immediately after finishing

The Cheese and the Worms -- was published in the spring of 1989 (English translation:

Ecstasies: Deciphering the Witches' Sabbath). In this book, he attempted a stimulating

methodological experiment on thinking the conditions of possibility for historical

knowledge: an application of morphology to historical research. Ginzburg supposes

Shamanism to be the origin of the Sabbath story handed down from generation to

generation among the people, which was different from the Sabbath image created by

the demonologists of the Church. He attempts to verify this Sabbath story-Shamanism

relationship historically.  The common historical method that pursues a temporally and

spatially contiguous relationship is however inevitably forced to break down. Then, he

attempts to use morphology here: He identifies the Sabbath story in myths/narratives

scattered in each region around the world which possess a morphological affinity by

means of a structural analysis, and, based on the formal connections that arise from this

operation, attempts to supplement the historical approach. It was an experiment that,

more than anything else, looked closely at Claude Lévi-Strauss's structural

anthropological research into myth, while taking suggestions from Vladimir Propp's

morphology of the folk-tale and from Wittgenstein's notes on James George Frazer's

The Golden Bough. But, in this method of Ginzburg, there was something that strangely

made me think immediately of the method of approaching the world of "sapienza

poetica" (poetical wisdom) of "the first men" that Vico attempted in his New Science.

This was a method that sought the "senso comune" (sensus communis, common sense)

of humanity with regard to that which is necessary and useful for human beings to live

as human beings. Based on this "senso comune" of humanity, Vico compiled a "mental

dictionary" and attempted to produce a picture of an "ideal eternal history" he imagined

as existing at the foundation of history that various peoples or nations traverse within

time.

     This was the period when I noticed that within Vico's conception of an "ideal
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eternal history," there was something deeply consistent with Husserl's supposition of the

existence of a "universal, structural a priori of meaning," which he suggested in his

manuscript "Origin of Geometry" was the condition of possibility for historical study. I

had begun some investigations on the meaning of this complicit relationship for a self-

reflective theory of scholarship. Ginzburg's experiment provided me with one more

concrete piece of material for this my investigations.

     Moreover, Ginzburg locates the folkloric origins of the Sabbath in the human

nature itself, above all, in the categorical activity of the human spirit that tries to make

up the instance of death as a zero-degree bodily experience into a symbolic form. This

can be likened to the journey to the realm of "Mothers" that appears in Goethe's Faust:

that is, the realm of original formation where things that have a form in this world are

provided with their form. Mephistopheles explains that "here, there is neither place nor

time." Ginzburg's journey was a journey to the land before history where there was

neither place nor time. He writes in the Introduction to Storia notturna:

A long time ago [in I benandanti] I seriously set myself the task of experimentally

demonstrating, from a historical standpoint, the non-existence of human nature; twenty-

five years later I find myself supporting a diametrically opposed theory. As we shall see,

at a certain point my research was transformed into a reflection on the limits of

historical knowledge, developed through the examination of what is perhaps an extreme

case.

     These words also possessed something that really stimulated my interest in a self-

reflective theory of scholarship.

     Finally, right around the time from 1984 when he wrote the epilogue to the Italian

translation of  Natalie Z. Davis's The Return of Martin Guerre entitled "Prove e

possibilità" ("Proofs and possibilities"), Ginzburg began to develop a debate around the

significance of concepts such as truth and evidence, focusing on the American critic,

Hayden White, as his main target of criticism. White expressed his conception of

"poetics of history" in the general introduction to Metahistory: the Historical

Imagination in Nineteenth-Century Europe (1973). This was an argument that was

advanced using Vico's investigations into the world of "poetic wisdom" in his New

Science as a main reference point. In such a "poetics of history" conceptualized by

White I found an important path to deepen theoretically what I called "history as

humanities" in my 1977 essay "The Logic and Experience of History" or, more exactly,

what may be called "historiography as representation" (hyosho no rekishigaku). And I

had sawn within Ginzburg's work one of the most fruitful possibilities for this kind of

"historiography as representation." This very Ginzburg put however

"representationalism" which he found in White's conception of "poetics of history"

directly on the chopping block of criticism. Why was this? Ginzburg's attack on Hayden

White bewildered me greatly.

     I came therefore to further continue my critical dialogue with Ginzburg. The

memoirs of this dialogue were presented in Shiso and collected in a book published by
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Miraisha in 1994 entitled Rekishika to Haha-tachi: Karuro Ginzuburugu ron (The

Historian and the Mothers: Some Considerations on Carlo Ginzburg). A critical

investigation of mine into "microstoria" (microhistory) which Ginzburg and the

historian of economy, Giovanni Levi, jointly proposed, was also added to the book. I

think that the greatest achievement of this dialogue with Ginzburg was that it provided

me with an opportunity to reflect on the question of the relationship between the formal-

logical level and the empirical level at the point where historical objects are brought to

understanding, especially with regard to a transcendental relationship the former has

with the latter.

VI.

     Now, the year 1994 when I compiled the memoirs of my dialogue with Ginzburg

into a book was also the period in which a great change in the way I formulated my

question towards history began to arise. I came to face a problematic where I perhaps

had to fundamentally rethink the limits of that very "representation" assumed as a key

concept in "historiography as representation" of which I had hitherto sought an

epistemological possibility.

     I think you may be able to confirm my first self-awareness regarding the location

of this problematic in a supplementary essay at the end of my Rekishika to Haha-tachi,

entitled "Aushubuitsu to Hyosho no Genkai" ("Auschwitz and the Limits of

Representation"). I examined the presentations of both White and Ginzburg at the

conference on the "Final Solution and the Limits of Representation" held at UCLA in

the spring of 1990. In these presentations, what impressed me was White's assertion that,

since all there is to describe the "anti-representational" reality of an event such as the

Holocaust is a literalism that excludes all rhetorical invention, a form of intransitive

writing where the subject and the object are not divided is required, such as the one

whose original form Roland Barthes and Jacques Derrida found within the "middle

voice" of classical Greek. Or a descriptive form such as an Auschwitz survivor, Primo

Levi, writes about in his work, Il sistema periodico (The Periodic Table, 1975): "An

atom of carbon which migrates into a cell in my own brain [is] in charge of my writing

[and] makes my hand run along a certain path on the paper." I organized and conducted

the Japanese translation of the proceedings of this conference, Probing the Limits of

Representation: Nazism and the 'Final Solution', edited by Saul Friedlander, which was

published after my Rekishika to Haha-tachi again by Miraisha in 1994 under the title

Aushubuitsu to Hyosho no Genkai (Auschwitz and the Limits of Representation).   

     But, decisive for me was the essay, "Kiokusareenumono / Katarienumono"

("What Cannot be Remembered / What Cannot be Spoken"), in volume 9: "Tekusuto to

Kaishaku" (Text and Interpretation) of the Iwanami Koza "Gendai Shiso" (Modern

Thought) series in 1994  by Takahashi Tetsuya, the up and coming Derrida scholar

then receiving much attention in Japan, known for his 1992 work published by Miraisha,

Gyakko no Logosu (Logos in Counterlight). Taking cues from the definition of the
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concentration camps of Soviet Russia and Nazi Germany as "the holes of oblivion"

Hannah Arendt gave in her The Origins of Totalitarianism, and the essay on Claude

Lanzmann's film Shoah (1985) entitled "The Return of the Voice" by the Yale School of

Deconstruction critic Shoshana Felman, Takahashi discloses an "original violence" that

the discourse of history itself, which is woven by way of clearly presupposing "our

present," creates towards the Other of history that completely became a past being

which absolutely cannot present itself to "our present": he is calling attention to the act

of repression and exclusion contained in linguistic activity, including historical

description. Consequently, he calls for historians to deconstruct historical discourse

itself from an impossible viewpoint of the Other (in the Derridean sense) of history.

     This was a calling that truly had an impact on me, for my intervention towards the

study of history since "The Logic and Experience of History" was one that placed hope

in an epistemological potentiality contained in "historiography as representation,"

arising from my positive grasp of the nature possessed by historical description as

linguistic activity, against the background of a "linguistic turn" that the structuralists and

post-structuralists brought to the social and human sciences in general, who assumed

the mantle of the "linguistic revolution" by Saussure. Contrary to this orientation of

mine was presented a viewpoint that tries to pay attention to the repressiveness or to

what is "originally violent" in the act of representation performed by "historiography as

representation."

     Thus, the problematic was forced to shift drastically towards an ethical plane.

Gathering clues to resolve the question at this new level, I started to look for what

history could learn from psychoanalysis. In proceeding with this work, Dominick La

Capra's Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma (1994), Cathy Caruth's

Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, History (1996) and my dialogue with the

philosopher of aesthetics Taki Koji, which appeared in the July 1995 and October 1996

issues of the journal, Gendai Shiso, were of great help to me.  

     My book Rekshiteki Risei no Hihan no tame ni (For a Critique of Historical

Reason) published by Iwanami in May 2000 is a kind of mid-term report on my

inquiries into the above mentioned ethical question of language and historical discourse:

a book that incorporated my series of inquiries under the title "Rekishi no Heterorojii no

tameni" ("For a heterology of history"), which ran in Shiso from the fall of 1997 to the

spring of 2000 and several related essays beginning with "Haiboku no Kioku to Haikyo

kara no Monogatari" ("Memories of Defeat and Narratives from the Ruins"), which

appeared in the collection of essays, Shin Tetsugaku Kogi 8: Rekishi to Shumatsu-ron

(New Philosophy Lectures 8: History and Eschatology) also published by Iwanami in

1998. The term "heterology of history" was coined by me taking up in a different way

the necessity for a "heterogenization of history" from the viewpoint of the Other of

history that absolutely cannot present itself to "our present," as proposed by Takahashi.  

     In this my recent book, while focusing on the category of "history as fact (Tat-

Sache)" proposed by Miki Kiyoshi in Rekishi Tetsugaku (Philosophy of History, 1932),

the question of the subject-position (shutai ichi) of the historian became a center of

argumentation.  
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     In addition, I think that an impossible viewpoint of the Other of history that

absolutely cannot present itself to "our present" must be made to cope with

"heterotopia" or a heterogeneous counter-place of discourse to which the historian

should proceed to dislocate her/himself in a transversal/self-transcendent manner. As I

wrote in the opening essay of my book, Heterotopia no Shiko (Heterotopian Thinking,

1996), which bears the same title, the person who provided me with a model for a point

of orientation towards such a heterotopia of discourse was Edward W. Said: the very

same Said of Beginnings, who was the one guiding figure that encouraged me to

proceed with my dialogue with Vico. On the other hand, Gayatri Chakravorty Spivak's

book, A Critique of Postcolonial Reason (1999), became an important reference for me

with regard to the way of making this heterotopian place (or rather, counter-place) of

discourse relate to an impossible viewpoint of the Other of history.  

     In the meantime, Ginzburg, who was an indispensable critical interlocutor for me

to seek a possibility of "poetics of history" or "historiography as representation," also

seemed to be practicing a kind of heterotopian thinking similar to Said, in conjunction

with the shift in his base of activity from Bologna to Los Angeles at the end of the

1980s. On this point, it would please me if you read my essay, "Ginzuburugu ni okeru

'Hyosho to Shinjitsu' Mondai no Sonogo" ("The Aftermath of the Question of

'Representation and Truth' in Ginzburg"), which is the translator's postface to the

Japanese translation (2002) of Ginzburg's, History, Rhetoric and Proof (1999).

     Although somewhat of an abridged explanation, this is an overview of my

thinking since the 1970s concerning "history" at its sunset.

 This paper was delivered at Cornell University, 19 September 2003.
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Hélène ou la fascination de l’image
dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Vincent Brancourt

“C’est une image que je poursuis,rien de plus.”
Gérard de Nerval, Sylvie.

   Si dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu il est une rôle féminin qui suscite la
convoitise des comédiennes et qui ait la “vedette”, c’est bien celui d’Hélène au point
que l’autre grand rôle féminin dans la pièce, celui d’Andromaque, a été refusé par
Edwige Feuillère et Annie Ducaux.1 Nous aimerions revenir sur cette fascination
qu’exerce le personnage d’Hélène, en particulier sur la manière dont l’a traité
Giraudoux.
   Le théâtre de Giraudoux, on le sait, est un théâtre du langage et pour lui, c’est dans
le langage que l’essentiel de l’action devait se dérouler. Pourtant avec Hélène nous
sommes face à un personnage que d’abord on regarde et l’on contemple. Avec elle,
certes, essentiellement à travers le langage, le regard et l’image viennent sur le devant
de la scène giralducienne et ce mouvement permet à Giraudoux de s’interroger sur sa
propre esthétique et plus largement sur tout regard esthétique porté sur le monde.

＊　＊　＊

   Le motif d’Hélène placée sous le regard d’autrui revient à trois reprises dans la
pièce. C’est d’abord et fondamentalement la scène dont Giraudoux reprend le motif à
Homère et à Ronsard en le modifiant profondément : les vieillards contemplant Hélène
aux portes Scées. Dans La Guerre de Troie, c’est assurément la scène la plus élaborée
écrite autour de ce motif, puisque Giraudoux organise un dispositif raffiné où ce qui est
offert au regard du spectateur de la pièce, ce n’est pas Hélène ( elle n’apparaîtra qu’à la
scène 7 de l’acte I, après avoir été annoncée trois fois par Cassandre)2, ce ne sont pas
non plus les vieillards eux-mêmes la contemplant ( les spectateurs les verront mais
seulement dans la scène 5 ), c’est Cassandre montrant à Hector la scène empruntée à
Homère et la lui commentant. Nous sommes donc dans une situation où le jeu des
regards est complexe et que nous pouvons résumer ainsi : le spectateur regarde
Cassandre et Hector qui regardent les vieillards regarder Hélène. Celle-ci est ainsi au
centre d’un dispositif spéculaire complexe, existant fondamentalement comme un objet
de contemplation, point sur lequel Charles Mauron insistait déjà quand il définissait le
personnage dans son étude sur Le Théâtre de Giraudoux3.

                                           
1 Anecdote rapportée par Michel Autrand dans son article “La Figure de Cassandre” in La Femme chez Giraudoux
sous la direction de Choukri Hallak et Syviane Coyault, Université de Clermont.
2 Hélène est d’ailleurs constituée dans le premier acte de la pièce en objet d’attente, un peu à la façon de Tartuffe
dans la pièce de Molière. Dès la fin de la scène 3 elle est au centre de la discussion mais ce n’est qu’après trois scènes
où l’on aura beaucoup parlé d’elle que le spectateur pourra la voir. Il est intéressant de noter que Giraudoux choisit de
donner à ce personnage qui existe d’abord comme objet du regard des autres une présence essentielle verbale où elle
existe comme objet du discours des autres.
3 Charles Mauron, Le Théâtre de Jean Giraudoux, Corti, 1971, p.101.
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   La seconde apparition du motif est cette fois encore indirecte. Durant la scène de
l’ambassade d’Ulysse à l’acte II( II, 2), exaspérés, blessés dans leur fierté patriotique
par les efforts d’Hector pour présenter un couple Pâris-Hélène chaste et pur, les marins
de Pâris font soudain éclater la vérité. Face à la version édulcorée de l’enlèvement
qu’Hector avec diplomatie tente d’accréditer auprès des Grecs, surgit le récit véridique
de la traversée. Le récit alterné du gabier et d’Olpidès narrant la scène d’amour entre
Pâris et Hélène sur le pont du navire s’achève et culmine dans une multiplication des
voix, deux autres marins faisant choeur pour conter la scène. A cette polyphonie du récit
organisé pour ainsi dire à la façon d’une scène d’opéra ou d’un madrigal, répond le
déploiement progressif du thème du regard: au départ cette scène d’amour, bien qu’au
grand air, est une scène paradoxalement cachée, les marins ayant été enfermés dans la
cale; seuls le gabier, l’officier de bord, et Olpidès, oubliés par Pâris ont épiés la scène de
leur “cachette”, ce qui donne lieu à une narration dialogique alternant deux points de
vue spatialement opposés:

Le gabier: Il (Olpidès) était dans la hune, celui-là. Il a tout vu d’en haut. Moi, ma
tête passait de l’escalier des soutes. Elle était juste à leur hauteur, comme un chat
devant un lit...
(...)
Le gabier: Et de ma cachette, quand j’aurais dû voir la tranche d’un seul corps,
toute la journée j’ai vu la tranche de deux, un pain de seigle sur un pain de
blé...Des pains qui cuisaient, qui levaient. De la vraie cuisson
Olpidès: Et moi d’en haut, j’ai vu plus souvent un seul corps que deux, tantôt
blanc, comme le gabier le dit, tôt doré. A quatre bras et quatre jambes...
(II, 12, p.540)4

   Avec la multiplication finale des voix, on assiste dans le récit à une libération du
regard précédemment enfermé: au désir de voir qui fut celui des marins dans le navire
correspond le désir de dire qui est maintenant le leur; ce qui est caché demande à être vu
comme ce qui est tu demande à être dit:

Un autre marin: Et il n’y a pas que le gabier et Olpidès qui les aient vus, Priam.
Du soutier à l’enseigne, nous étions tous ressortis du navire par les hublots, et
tous, cramponnés à la coque, nous regardions par-dessous la lisse.
Le navire n’était qu’un instrument à voir.
Un troisième marin: A voir l’amour.
( II, 12, p.542)

   Et c’est sur cette image des marins contemplant le couple enlacé que s’achève ce
récit qui, tout autant qu’il vient aux yeux des Troyens rétablir l’honneur national mis à
mal par les pieux mensonges d’Hector, se construit comme une scène de voyeurisme
lyrique où le regard devient l’acteur principal.
   Avant de passer à la troisième occurence du motif, notons que cette exaltation du
regard lié à l’amour n’est pas sans évoquer le début d’Amphitryon 38 où Jupiter,
accompagné de Mercure, est descendu parmi les humains pour séduire Alcmène.
Giraudoux fait de la scène d’exposition un moment où les deux dieux se retrouvent sur
une terrasse près du palais à contempler l’ombre d’Alcmène; plus exactement ici encore
Giraudoux agence un dispositif complexe: comme dans la scène des vieillards aux
portes Scées, l’objet de la contemplation est hors-scène, inaccessible au regard du
spectateur de la pièce qui ne voit que les deux voyeurs; par ailleurs l’auteur se plaît à
jouer sur le thème du regard divin pouvant tout voir auquel justement Jupiter renonce

                                           
4 Les références au texte des pièces sont données dans l’édition de la Pléiade, Giraudoux, Théâtre complet, Gallimard,
1982
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dans un désir de mieux prendre place dans le jeu de l’amour humain:
Jupiter: Tu vois la fenêtre éclairée, dont la brise remue le voile. Alcmène est là!
Ne bouge point. Dans quelques minutes, tu pourras peut-être voir passer son
ombre.
Mercure: A moi cette ombre suffira. Mais je vous admire, Jupiter, quand vous
aimez une mortelle, de renoncer à vos privilèges divins et de perdre une nuit au
milieu des cactus et de ronces pour apercevoir l’ombre d’Alcmène, alors que de
vos yeux habituels vous pourriez facilement percer les murs de sa chambre,
pour ne point parler de son linge.
(I, 1, p.115 )

    Mais Giraudoux ne se contente pas de cette variation sur le regard du désir puisque
finalement Jupiter, bien qu’ayant renoncé à observer Alcmène grâce ses “privilèges
divins”, ne peut se résigner finalement à ne pas la contempler et va se faire le spectateur
de la scène amoureuse entre Alcmène et Amphitryon, mais en n’y accèdant qu’à travers
le récit que lui en fait Mercure:

Mercure: Tout à l’heure, pendant son bain, j’ai simplement repris une minute mes
prunelles de dieu... Ne vous fâchez pas. Me voici myope à nouveau.
Jupiter: Tu mens! Je le devine à ton visage. Tu la vois! Il est un reflet, même Sur
le visage d’un dieu, que donne seulement la phosphorescence d’une femme.
Je t’en supplie! Que fait-elle?
Mercure: Je la vois, en effet...
Jupiter: Elle est seule?
( I, 1, p.117 )

   Et suit la description de la scène par Mercure, docile aux questions de Jupiter. Ici
comme dans la scène des marins de Pâris le fait de contempler se donne comme une
pulsion puissante, liée par ailleurs de façon claire à la scène amoureuse. Mais dans les
deux cas, le voyeurisme, pourtant présent, est tenu à distance par le filtre du langage,
l’image devenant verbe, comme il va de soi dans ce théâtre logocentrique qu’est celui
de Giraudoux.5

   Pour en revenir à Hélène et aux deux scènes que nous venons d’évoquer, ajoutons
qu’elles sont de tonalité franchement contrastée: comiques, les scènes 4 et 5 de l’acte I
avec le motif des vieillards aux portes Scées nous montrent des personnages grotesques
exposés à l’ironie acerbe de Cassandre et au rire du spectateur. Rien de tel dans la scène
12 de l’acte II: comme nous le notions précédemment, le récit des marins se fait chant,
exaltation lyrique de la scène contemplée, imposant le silence à un Hector qui n’est
désormais plus maître de la situation.6 Remarquons aussi que dans la scène des portes
Scées qui occupe une place centrale de l’acte I, la contemplation d’Hélène s’est figée en
un presque rituel alors que ce que narrent les marins de Pâris est simplement une scène
qui s’offre à leurs regards et se transforme de façon improvisée en spectacle. Nous
reviendrons sur la signification qu’il convient d’accorder à de telles différences.
   Mais passons maintenant à la dernière apparition du motif. Il s’agit précisément de
la chute du rideau. Giraudoux isole cet instant où la question qui traverse toute la pièce
trouve sa réponse, en faisant tomber deux fois le rideau, la première sur la réplique

                                           
5 Dans Littérature, par exemple, il oppose à plusieurs reprises le théâtre allemand qui privilégie la mise en scène et le
spectacle scénique et le théâtre français dans lequel le langage est le véritable centre de l’action dramatique. Cela
s’associe à une méfiance face à l’image et à sa violence que sa transmutation langagière permettra de rendre maniable
et maîtrisable.
6 Ce n’est pas Hector qui malgré ses efforts pour rappeler à l’ordre les marins mettra fin à l’épisode de leur récit qui
s’achève de lui-même avec l’évocation du navire devenu “instrument à voir l’amour” et auquel succède l’apparition
d’Iris, la messagère des dieux.
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apparemment conclusive d’Hector: “La guerre n’aura pas lieu, Andromaque” ( qui était
d’ailleurs la première fin donnée à la pièce), la seconde sur une seconde réplique
d’Hector à Andromaque: “ Elle aura lieu.” et celle de Cassandre qui passe le relais du
récit à poursuivre au poète homérique. Cet instant où le basculement du destin est mis
sous les yeux du spectateur dans l’organisation symétrique des répliques, Giraudoux
décide de l’accompagner d’une image muette, livrée sans un mot de commentaire et
qu’on peut supposer négligée des personnages présents sur la scène; c’est celle d’
“Hélène qui embrasse Troïlus” alors que les portes de la guerre s’ouvrent à nouveau.
   On peut d’emblée mesurer la distance qui sépare cette dernière image des deux
précédentes. Alors que les deux premières étaient des scènes vues par les personnages
de la pièce mais invisibles au spectateur pour qui elles n’existaient qu’en tant qu’objet
de langage, ici la situation s’inverse. Peu importe que les autres personnages regardent
ou même voient cette scène; par contre, le spectateur de la pièce en est le destinataire
privilégié et aussi le seul interprète, puisqu’elle lui est offerte cette fois sans ce tissu de
langage qui faisait le corps des autres. Image par ailleurs particulièrement mise en
valeur par Giraudoux: le couple est encadré par les portes de la guerre, extrait de
l’espace scénique où se meuvent les autres personnages et constitué en icône. Image qui
encore une fois est une image amoureuse d’Hélène, mais qui n’est plus mise en scène
d’un désir de voir comme dans les deux cas précédents.
   Ajoutons que dans une première version, cette dernière scène muette trouvait son
symétrique au début du même acte II, lors du premier dialogue entre Hélène et Troïlus:
“Scène muette. Hélène entre suivie de Troïlus. Elle sait qu’il est derrière elle. Elle
s’amuse à s’arrêter brusquement [ alors que la  rayé ] pour que l’ombre de la tête de
Troïlus dépasse ses propres pieds à elle.” ( Pléiade, Notes et variantes, p.1512 ). Le
motif ici mis en scène sous les yeux du spectateur de l’ombre qui heurte les pieds
d’Hélène sera d’ailleurs repris dans la version définitive de la scène, mais uniquement
dans ses paroles. En abandonnant cette scène qui ouvrait l’acte II, Giraudoux donne en
fait une plus grande force à l’image finale qui se trouve mieux isolée à la fin de la pièce,
en cet instant seulement Hélène étant offerte au spectateur dans son statut de pure image
délivrée de tout commentaire.
   On voit donc qu’à trois reprises Giraudoux reprend le motif d’Hélène mise sous le
regard des autres, avec des variations considérables qu’il s’agit maintenant d’analyser
plus avant.

＊　＊　＊

   Pour mieux comprendre la récurrence de l’image d’Hélène et sa signification dans
La Guerre de Troie n’aura pas lieu, revenons à la question de la nature de ce
personnage　et de sa valeur telles que Giraudoux les traite. On peut dire que cette
question occupe tout le premier acte de la pièce, le second trouvant son centre de gravité
autour du personnage d’Ulysse et de sa confrontation avec Hector ( II, 12 et 13 ) même
si la scène 8 qui voit l’“explication” d’Hélène et Andromaque nous fournira elle aussi
de précieux éléments de réponse. Ainsi dans l’acte I, Hector de retour de la guerre, las
de combattre et désireux de jouir durablement de la paix ( la volonté de “fermer les
portes de la guerre” va devenir le leitmotiv qui scandera le discours d’Hector face à
Priam ) se trouve confronté à la question inattendue et pour ainsi dire saugrenue de
l’enlèvement d’Hélène. Giraudoux le mettra face successivement à Pâris, ravisseur
d’Hélène, puis au clan de ceux qui refusent de la rendre aux Grecs: Priam, Demokos, le
poète troyen et le Géomètre et les vieillards de Troie.
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   La question qui est au coeur du débat qui s’engage est extrèmement simple. Hector
la pose clairement à Demokos:
        “ Dis-moi pourquoi nous trouvons la ville transformée, du seul fait d’Hélène?                  

Dis-moi ce qu’elle nous a apporté, qui vaille une brouille avec les Grecs? “
        ( I, 6, p.497 )
   De même, la réponse que Giraudoux lui-même apporte à la question de la valeur
d’Hélène pour Troie semble fort simple et fort claire: ceux pour qui Hélène vaut bien
une guerre sont représentés comme des vieillards ridicules, objet des railleries des
femmes. Pas un moment où Hécube, Cassandre et même les servantes perdent une
occasion de tourner en ridicule Demokos et le Géomètre, principaux avocats de la
cause d’Hélène. Déjà avant même de pouvoir en juger par ses propres yeux dans la
scène 5 où deux vieillards s’époumonent pour alternativement voir et acclamer Hélène,
le spectateur les avait déjà découverts à travers l’échange de répliques d’une ironie
cruelle dans lequel Cassandre commente le spectacle des vieillards à Hector. Le
spectateur ne les voit pas encore que déjà l’essentiel du jugement sur les adorateurs
d’Hélène lui est donné. Vu l’intérêt de cet extrait, nous le citerons pour ainsi dire en
entier malgré sa longueur:
        Cassandre: (...) Vois aux créneaux toutes ces têtes à barbe blanche...On dirait
        les cigognes caquetant sur les remparts.
        Hector: Beau spectacle. Les barbes sont blanches et les visages rouges.
        Cassandre: Oui. C’est la congestion. Ils devraient être à la porte du
        Scamandre, par où entrent nos troupes et la victoire. Non, ils sont aux portes
        Scées, par où sort Hélène.
        Hector: Les voilà qui se penchent tout d’un coup, comme des cigognes quand
        passe un rat.
        Cassandre: C’est Hélène qui passe...
        (...)
        Hector: Incroyable! Tous les vieillards de Troie sont là à la regarder d’en
        haut.
        Cassandre: Non. Les plus malins regardent d’en bas.
        Cris au-dehors: Vive la beauté!
        (...)
        Cassandre: Je suis de leur avis. Qu’ils meurent vite.
        Cris au-dehors: Vive Vénus!
        Cassandre: Vive Vénus...Ils ne crient que des phrases sans r, à cause de leur
        manque de dents...Vive la Beauté...Vive Vénus...Vive Hélène...Ils croient
        proférer des cris. Ils poussent simplement le mâchonnement à sa plus haute
        puissance.
        Hector: Que vient faire Vénus là-dedans?
        Cassandre: Ils ont imaginé que c’était Vénus qui nous donnait Hélène...Pour
        récompenser Pâris de lui avoir décerné la pomme à première vue.
        ( I, 4, p.493- 494 )
   Ici Giraudoux réécrit la scène qu’il a emprunté à L’Iliade ( III, v.145 et suiv. ) en un
travestissement burlesque d’une violence extrême: les nobles vieillards d’Homère
deviennent des êtres libidineux et débiles, la contemplation de la Beauté à travers  celle
d’Hélène étant rabaissée à un pur spectacle pornographique. Le motif est repris dans la
scène suivante déjà évoquée:
        Premier vieillard: D’en bas, nous la voyons mieux...
        Second vieillard: Nous l’avons même bien vue!
        (...)
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        Deuxième vieillard: Songe à ce que nous avons vu d’elle aujourd’hui!( I, 5,
        p.494 )
   Ainsi avant même que n’ait commencé le débat qui occupera la scène 6, l’une des
deux parties en présence est d’emblée privée de toute légitimité. On voit mal comment
dans ces conditions le spectacle d’Hélène pourrait garder quelque valeur.
   Mais examinons maintenant les arguments qu’Hector emploie pour convaincre ses
adversaires que garder Hélène n’en vaut pas la peine. Comme le note Jacques Body
dans son introduction à la pièce dans l’édition de la Pléiade,7 ce qu’Hector reproche à
ceux qui refusent de rendre Hélène, c’est de céder à un désir d’ “idéalisation”:
        “Je vous comprends fort bien. A l’aide d’un quiproquo, en prétendant nous
faire battre pour la beauté, vous voulez nous faire battre pour une femme.”( I, 6, p.498 )
   Ce que refuse fondamentalement Hector, c’est ce “quiproquo”, c’est-à-dire ce
passage au symbole qui veut lui faire voir dans Hélène plus qu’une simple femme. Là
où Priam veut qu’il contemple la beauté, Hector, “réaliste” comme le lui reproche
Demokos, ne voit que “ deux fesses charmantes”. De même, face à Priam, puis à
Demokos qui tentent de le rendre sensible à la dimension symbolique d’Hélène, Hector
refuse de voir dans ce geste d’idéalisation autre chose qu’une illusion dont il s’agit de
ne pas être dupe.

Demokos: Un symbole, quoi! Tout guerrier que tu es, tu as bien entendu parler
des symboles! Tu as bien rencontré des femmes qui d’aussi loin que tu les
apercevais, te semblaient personnifier l’intelligence, l’harmonie, la douceur?
Hector: J’en ai vu.
Demokos: Que faisais-tu alors?
Hector: Je m’approchais et c’était fini...(...)( I, 6, p.496 )

   Et plus loin, Hécube félicitera Hector d’avoir “démasqué” ceux qui veulent se battre
pour Hélène. Le symbole n’est plus seulement une illusion à laquelle on se laisse
prendre, il devient aussi une supercherie dont on use pour tromper les autres.
  Ce motif de la puissance d’un regard à s’emparer du destin même de son objet et à le
modifier ou du moins d’en modifier le sens se retrouve à plusieurs reprises dans
l’oeuvre théâtrale de Giraudoux. Au début de Pour Lucrèce, dernière pièce de
Giraudoux, nous avons sous une forme plus ironique et souriante la reprise du reproche
qu’Hector adressait à Priam et Demokos. Il s’agit de la scène d’ouverture où, à la
terrasse d’une pâtisserie d’Aix-en-Provence, le comte Marcellus, personnage de
séducteur, s’empare pour mieux la tourner en ridicule de l’allégorie dont le Procureur
s’est servi pour le stigmatiser:
        “Alors sers-moi le rafraîchissement qui va au vice. Le Procureur Blanchard
        vient de proclamer en pleine Cour, au nom de l’Empereur, que le vice, c’est
        moi...”( I, 1, p.1035 )
   Le jeu sera ensuite repris et accentué à l’arrivée d’Armand et de Paola, qui fut la
maîtresse de Marcellus:
        Paola: Bonjour, le vice! Nous nous asseyons près du vice, Armand?
        Marcellus: Déjà au courant!
        Paola: La beauté est première au courant de ce qui arrive aux péchés capitaux.
        ( I, 1, p.1036 )
  Et plus encore à l’arrivée de Lucile, la femme du Procureur. De manière parodique,
Marcellus transforme cet instant en petit drame allégorique dont la scène est cette
terrasse et dont le public les habitants d’Aix:
        “Pardonnez-moi et gardez-vous de partir, honnêtes habitants d’Aix. Le vice a

                                           
7 Giraudoux, Théâtre complet, p.1496
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        aujourd’hui une mission qu’il ne cédera à personne. Celle de vous annoncer la
        vertu. Elle est en marche. Vous allez la voir en chair et en os s’asseoir dans
        quelques minutes sur cette chaise de ses fesses de vertu...Contemplez-la. La
        vue de la vertu est autrement puissante que celle du vice pour redorer vos
        sens un peu blasés.” ( I, 1, p.1038 )
   D’une manière fort différente d’Hector, Marcellus en prenant au pied de la lettre le
mot du Procureur et en improvisant avec l’aide de Paola un mini-drame allégorique
s’efforce lui aussi de briser ce même mouvement qui investit un objet particulier d’une
valeur symbolique. Dans deux contextes tres éloignés, on retrouve la même attitude de
méfiance face à ce qui apparaît somme toute comme un tour de passe-passe qui décolle
la réalité d’elle-même, la chargeant d’une valeur qui l’excède.

  De façon plus générale, l’appel à la lucidité et le refus de l’illusion qui caractérisent
Hector devant l’adoration des vieillards pour Hélène se rapproche d’une thématique
plus large dans le théâtre de Giraudoux; pour une part son oeuvre se construit autour de
l’inquiétude qu’un divorce s’insinue entre l’objet regardé ou offert en spectacle et la
signification dont il se trouve investi par ses spectateurs mêmes. Dans plusieurs de ses
pièces les personnages tendent à se scinder en deux groupes, l’un devenant spectateur
du second, ou bien si l’on préfère les protagonistes du drame sont souvent mis sous le
regard d’autres personnages et cette situation influe sur le déroulement du drame. De
façon générale, on a une communauté qui va s’emparer de faits et les magnifier pour y
lire la légende qu’elle désire et qu’elle veut faire sienne; car se faire conter ou se
représenter une histoire chez Giraudoux, c’est déjà se l’approprier8. C’est ce que nous
offre la fin de Judith où le peuple vient accalmer  Judith après la mort d’Holopherne,
se saisit de son histoire, se la récite et la joue en l’arrachant à la vérité qui était celle de
Judith( III, 5, p.263 et suiv.). Même mouvement dans Amphitryon 38 dans la scène III, 6
qui clôt la pièce où “ Thèbes entière est aux pieds du palais, et attend que ( Jupiter se
montre) aux bras d’Alcmène “. Sans entrer ici dans la complexité du jeu de dupes qui se
joue dans cette scène, notons simplement qu’à travers le regard le peuple de Thèbes
vient faire sienne l’union de Jupiter et Alcmène dont naîtra Hercule; l’événement qui est
promesse de prospérité pour la ville ne se suffit pas à lui-même, il lui faut être doublé de
sa représentation. La scène où Alcmène et Jupiter se montrent à la foule thébaine prend
dès lors un caractère particulièrement théâtral grâce notamment à un jeu d’apartés qui
viennent contredire les répliques adressées à la foule thébaine. Le divorce entre ce que
les protagonistes du drame donnent à voir, ce que ses spectateurs veulent en voir et
d’autre part la réalité même du drame se manifeste ici de manière toute aussi exemplaire
que dans Judith.
   Un même lien entre la légende et le mensonge, tissé au profit même de son
destinataire, est réaffirmé à la fin de Pour Lucrèce, quand Lucile, à l’instant de se
suicider, exige que son mari ne connaisse pas la vérité et continue à la croire adultère:
“ Mon dernier voeu, Armand. Que mon mari ne sache jamais la vérité. (...) Il vivra dans
la légende, cela le réhaussera à ses propres yeux. Ce sera une légende fausse, mais où
sont les légendes vraies! Le pauvre agneau Vérité est égorgé au pied de tous les
vitraux.” ( III, 7, p.1112-1113 ). Dans les trois cas, on retrouve le même jeu où la vérité
d’une aventure, devenant publique, s’altère en fonction même du désir du destinataire.
Devenant bien commun, l’histoire intime du héros perd sa vérité et le geste de

                                           
8 A la suite de Gérard Genette et des pages pénétrantes qu’il a consacrées à Giraudoux dans Palimpsestes, nombre de
critiques ont souligné l’importance de l’acte de réception comme problématique fondamentale dans son oeuvre. Et
c’est à l’intérieur même des intrigues que cette question est mise en scène.
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transmission est d’emblée trahison.
   On pourrait ajouter un dernier cas où la situation est extrême: celui du deuxième
acte d’Ondine, avec l’intervention du roi des Ondins à la cour du roi sous l’apparence
d’un illusionniste. Ici théâtre et réalité semblent coïncider puisque le divertissement que
le roi des Ondins offre à la cour est précisément l’histoire de Hans, d’Ondine et Bertha.
Nulle trahison, donc, la représentation du réel précédant pour ainsi dire son avènement.
En fait, nous sommes bien ici dans le même shème que dans les autres pièces et peut-
être de façon plus radicale encore: la logique de la représentation n’obéit pas au réel
mais au désir des spectateurs du divertissement. Désir impérieux au point d’influencer
sur la réalité même du drame de Hans et Ondine. Ondine pourrait d’ailleurs se lire
comme une réflexion sur le thème du danger de rompre la sphère close du couple et
d’entrer dans le monde, là où le couple est exposé au regard d’un tiers, la faute première
de Hans étant de vouloir montrer Ondine à la Cour ( I, 9, p.786 ).
   Avec le motif d’Hélène regardée par les vieillards et transformée en symbole de la
beauté ( c’est du moins la thèse d’Hector ou d’Hécube dans la pièce ), nous retrouvons
ce regard qui se pose sur son objet et en modifie la nature9. D’une simple femme, de
“deux fesses charmantes”, les vieillards de Troie font le symbole de la beauté. Il y a
pourtant une différence majeure entre la situation dans La Guerre de Troie et celles des
autres pièces que nous venons d’examiner: ici, Hélène n’est pas prise dans un récit, dans
une histoire que les spectateurs viendraient se faire conter ou représenter. Dans les
quatre cas évoqués, ce qui est avidemment contemplé, c’est une histoire ou ce qui
permet de la contempler en une image: histoire des amours de Jupiter et d’Alcmène
dont naîtra Hercule qui doit sauver Thèbes de tant de maux, celle de Judith qui a sauvé
Béthulie, celle de Lucile qui a trompé Lionel et qui se suicide, celle, enfin, de l’amour
malheureux de Hans et Ondine. A chaque fois, une trame narrative vient supporter le
spectacle et dans sa manipulation, dans sa falsification naît le sens désiré par les
spectateurs. Jamais l’image, la scène ne constitue une fin en soi. Avec Hélène, par
contre, le spectacle n’est jamais pris dans l’élan d’un récit mais s’immobilise au
contraire dans le statisme d’une image: promenade d’Hélène sur les remparts, scène
d’amour sur le pont du navire. Le personnage d’ Hélène fonctionne comme une image
qui se suffit à elle-même et n’a pas besoin de renvoyer à un récit.

   Pour en revenir à la scène des vieillards contemplant Hélène sur les remparts et à la
question de sa valeur , ici la falsification semble dans la signification que les spectateurs
donnent à ce qu’ils regardent. Le principe de cette idéalisation dénoncée par Hector et
Hécube se trouve dans ceux-là mêmes qui regardent. Regard idéalisant parce que regard
d’homme vieillissant: dans la scène, Giraudoux ne cesse d’insister sur cette association
de la vieillesse et de la contemplation de la beauté. Par exemple, à Priam qui tente de se
faire l’avocat d’Hélène et de faire comprendre à son fils que la voir est “une espèce
d’absolution”, Hector répond: “ L’avenir des vieillards me laisse indifférent.” Ce lien
entre vieillesse masculine et idéalisation, c’est ce qu’à un moment où la discussion a
quitté la question précise d’Hélène elle-même pour s’élargir au problème général de la
femme, Hécube exprime de façon très claire dans une réplique qui oppose terme à terme

                                           
9 Bien sûr, ce regard qui à l’intérieur de la pièce dénature la vérité d’une expérience correspond au niveau de
l’écriture de l’oeuvre au poids de la tradition littéraire dont s’empare l’auteur et qui pèse sur lui. Cette question du
texte toujours déjà là avec lequel on écrit et contre lequel on écrit a été clairement analyseé par Genette, notamment à
propos du récit du mendiant dans Electre. Notons cependant que Pour Lucrèce qui se développe autour d’une
intrigue originale déplace cette question hors de la problématique de l’écriture pour l’orienter vers celle de la
possibilité même de la transmission d’une expérience.



xxii

hommes et femmes: à la lucidité que l’âge apporte aux femmes s’oppose une incapacité
grandissante des hommes à voir la réalité de la femme :
      "A mesure que les hommes vieillissent, ils nous parent de toutes les perfections.
      Il n’est pas un souillon accolé derrière un mur qui ne se transforme dans vos
      souvenirs en créature d’amour” ( I, 6, p.500 )

   La cause semble donc entendue: dans cette scène majeure de l’acte I, on a face à
face d’un côté des vieillards ridicules, libidineux, abandonnés à une illusion mortifère
confondant non sans mauvaise foi une femme charmante avec la beauté et de l’autre un
“homme de bonne volonté”, représentant de valeurs humanistes comme on a pu définir
Hector, qui cherche simplement à jouir d’une paix chèrement acquise. Son combat
correspondrait parfaitement à la position de Giraudoux telle qu’il l’exposait à Benjamin
Crémieux dans un entretien accordé à Je suis partout ( 7 décembre 1935 ): “ Je
m’attache à dénombrer ces forces obscures et à leur enlever ce qu’elles ont d’obscur, à
les montrer en pleine clarté. Je fais mon métier; aux hommes qui m’écoutent, si je les ai
convaincus, d’agir contre elles, de les briser.” 10

＊　＊　＊

   Or la question n’est peut-être pas aussi simple: le spectacle d’Hélène ne se contente
peut-être pas d’être un simple jeu de dupe et il convient de s’interroger sur ce
qu’implique sa condamnation .
   D’une part comme l’affirment Jacques Body dans son introduction à l’oeuvre dans
l’édition de la Pléiade et Pierre d’Almeida dans son étude L’image de la littérature dans
l’oeuvre de Jean Giraudoux 11, il est difficile de se débarrasser d’un revers de main de
Demokos. Bien sûr il représente le poète nationaliste et belliciste qui met son esthétique
au service du militarisme. Mais Giraudoux lui donne aussi un tout autre poids, puisque
comme le notait Pierre d’Almeida son nom rappelle celui de Demodokos, l’aède des
Phéaciens dans L’Odyssée; de plus, à la fin de la pièce, quand il vient d’être tué par
Hector,la dernière réplique de Cassandre le met sur le même plan qu’Homère: “Le poète
troyen est mort...La parole est au poète grec.” ( II, 14, p.551 ). Enfin si on revient à la
scène 4 et 5 de l’acte I, son hypotexte est double: la scène de L’Iliade et le sonnet 67 des
Sonnets à Hélène de Ronsard. Or, il se trouve que la position de Demokos dans le débat
autour d’Hélène coïncide exactement avec celle de Ronsard: dans les tercets, celui-ci
s’adresse ainsi aux vieillards homériques qui contrairement à ceux de Giraudoux
préféraient renoncer à contempler Hélène et la rendre aux Grecs plutôt que voir la ruine
de leur cité:
          “Pères, il ne falloit à qui la force tremble,
        Par un mauvais conseil les jeunes retarder;
        Mais et jeunes et vieux vous deviez tous ensemble
           Pour elle corps et biens et ville hazarder.
        Menelas fut bien sage, et Pâris, ce me semble,
        L’un de la demander, l’autre de la garder.”  ( Ronsard, Oeuvres Complètes,   
        Sonnets à Hélène, 67, p.269 )
   Ainsi, pour Ronsard comme pour Demokos, la beauté d’Hélène par une hyperbole
pétrarquisante s’élève au niveau de valeur suprême qui justifie tous les sacrifices. A
travers Demokos, c’est donc avec la tradition poétique qu’ incarne ici Ronsard qu’

                                           
10 Cité dans Théâtre complet, p.1494.
11 Cahiers Jean Giraudoux, 17, 1988
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Hector rentre en débat. Le héros troyen et ses alliées féminines ont d’ailleurs conscience
qu’au delà de Demokos et de la question d’Hélène ce conflit les met aux prises avec la
poésie elle-même et un regard esthétique sur le réel. Répliquant à Démokos, Hécube le
raille ainsi: “ J’attendais la poésie à ce tournant. Elle n’en manque pas une.” ( I, 6,
p.502 ). Même méfiance face à la poésie dans la réplique d’Hector12 qui clôt pour ainsi
dire cette scène:
        Demokos: Tu as l’air de détester autant la poésie que la guerre.
        Hector: Va! Ce sont les deux soeurs! ( I, 6, p.504 )13

   L’alternative posée dans la scène 614, radicale et extrême, résume bien cette
problématique: il ne s’agit rien moins que de choisir entre un monde où la beauté est
préservée comme valeur, fût-ce au prix d’une guerre et un monde maintenu en paix par
le sacrifice de toute dimension esthétique:
       Demokos: Hector, je suis poète et juge en poète. Suppose que notre vocabulaire
       ne soit pas quelquefois touché par la beauté! Suppose que le mot “délice”
       n’existe pas!
       Hector: Nous nous en passerions. Je m’en passe déjà. Je ne prononce le mot
       “délice” qu’absolument forcé. ( I, 6, p.498 )
   Le conflit est ici entre deux visions du monde toutes deux centrées autour d’une
valeur suprême justifiant tout sacrifice: la paix ou la beauté.
   Par ailleurs, on retrouve exprimée de façon très directe cette condamnation de la
beauté dans la version primitive du grand dialogue entre Hector et Ulysse, avant-
dernière scène de la pièce. Ce passage intervenait juste après une première version
sensiblement différente du dialogue de la pesée et semble avoir sur le brouillon une
certaine autonomie si l’on en juge par les lignes blanches qui le sépare du passage
suivant:
         “Nous avons tout ce que chacun met dans la guerre. Les peuples croient
         adorer la beauté. En fait la beauté est un alibi de la fatalité. La beauté est
         cruelle, impitoyable, dure aux humbles. La beauté est le tyran le plus ignoble
         du monde. C’est le masque que nous mettons à notre servilité.” ( Pléiade, La
         Guerre de Troie n’aura pas lieu, Notes et variantes, p.1523 )
   Jamais la dénonciation de la beauté dans la pièce n’attendra cette violence. Ici la
beauté devient mensonge et tyran. On retrouve mais de façon plus directe le motif de
l’impuissance tel qu’il apparaissait à travers la figure des vieillards adorant Hélène dans
le premier acte. Il est intéressant que Giraudoux ait finalement renoncé à l’agressivité de
ce passage, ne gardant que le lien, d’ailleurs développé ensuite dans le brouillon, entre
Hélène et le destin. Comme nous essaierons de le montrer, il y a comme un effort de
Giraudoux à travers sa pièce pour rendre davantage problématique ce procès de la
beauté et ce passage était assurément trop univoque.
   
   Un des points essentiels des attaques d’Hector et des femmes contre ceux qui
voulaient garder Hélène reposait sur le reproche qui leur était fait de l’idéaliser, de voir
en elle autre chose que ce qu’elle était. Or, peut-être faut-il nous demander si ce

                                           
12 Il faudrait cependant nuancer ici car dans la scène 3 du premier acte c’est en recourant à des arguments de type
esthétique qu’Hector explique à Andromaque pourquoi il condamne la guerre; il lui reproche en effet d’ “avoir sonné
faux” cette fois.
13 Nous renvoyons ici aux analyses de Pierre d’Almeida dans son étude déjà citée et à la façon dont il met en rapport
le soupçon porté sur la poésie dans La Guerre de Troie avec une problématique plus vaste dans l’oeuvre de
Giraudoux que traverse une interrogation sur la littérature.
14 L’importance de l’alternative dans la pièce de Giraudoux a été soulignée par Michel Raimond au chapitre III de
son étude Sur Trois Pièces de Jean Giraudoux, “ La guerre de Troie ou l’axiomatique du tiers exclu”.



xxiv

reproche est entièrement fondé et si somme toute il n’y a pas quelque raison à voir en
Hélène le symbole de la beauté, c’est-à-dire si elle n’a pas en elle-même une nature
symbolique.
   On pourrait tout d’abord penser en ce qui concerne l’attitude même du personnage à
la complaisance qui est la sienne à se prêter à ce jeu. Cassandre ne se prive pas de la
souligner et ce dès la première apparition du personnage sur les remparts de Troie:
        “Elle est sur la seconde terrasse. Elle rajuste sa sandale, debout, prenant bien
        soin de croiser haut la jambe.” ( I, 5, p.494 )
   Et un peu plus loin, au début de la scène suivante:
        Hector: Je vois une femme jeune qui rajuste sa sandale.
        Cassandre: Elle met un certain temps à rajuster sa sandale. ( I, 6, p.495 )
   Complaisance qui d’ailleurs vient s’allier avec une disponibilité, une absence de
résistance en face du désir de l’autre. Ainsi quand elle dit à Hector qu’elle “adore obéir
à Pâris” ( I, 8, p.505 ), sans doute faut-il d’abord souligner plus son goût pour la
soumission que son amour pour Pâris. D’ailleurs dans la même scène, Hélène ne
résistera guère au projet d’Hector. Elle pourrait même, si l’on s’attache à la première
scène de l’acte II, être définie comme celle qui éveille l’autre à son désir: tout son
dialogue avec le jeune Troïlus apparaît comme une maïeutique qui amène l’adolescent
jusqu’à une réelle prise en charge d’un désir d’abord informulable.
   Mais cette complaisance au désir d’autrui qui pourrait n’être qu’un trait de caractère
du personnage, contribuant au portrait psychologique d’une femme facile, correspond
en fait bien davantage à une conscience qu’Hélène a de la fonction qu’elle exerce dans
la pièce et plus largement dans le monde humain. C’est ce qui apparaît avec évidence
dans la dernière grande scène où Hélène joue un rôle central: “l’explication” avec
Andromaque. A celle-ci qui la supplie, en quelque sorte, comme l’a montré Charles
Mauron, d’aimer réellement Pâris et d’arracher ainsi cette guerre qui s’annonce à son
insupportable insignifiance, Hélène répond par une fin de non-recevoir et cela en raison
même de la conscience qu’elle a du rôle qui est le sien dans l’existence:
      “Chère Andromaque, tout cela n’est pas si simple. Je ne passe point mes nuits,
      je l’avoue, à réfléchir sur le sort des humains, mais il m’a toujours semblé qu’ils
      se partageaient en deux sortes. Ceux qui sont, si vous voulez, la chair de la vie
      humaine. Et ceux qui en sont l’ordonnance, l’allure. Les premiers ont le rire, les
      pleurs, et tout ce que vous voudrez en sécrétions. Les autres ont le geste, la
      tenue, le regard. Si vous les obligez à ne faire qu’une race, cela ne va plus aller
      du tout. L’humanité doit autant à ses vedettes qu’à ses martyrs.” ( II, 8, p.531 )
   La réponse d’Hélène vient bien sûr d’abord légitimer l’absence de sentiment
qu’Andromaque reproche au couple d’Hélène et Pâris, mais dans le même instant elle
permet à Hélène de définir avec beaucoup de finesse son statut dans la pièce, c’est-à-
dire dans le monde humain. Remarquons déjà que par là elle met finalement sur le
même plan sa relation avec Pâris et sa présence devant les vieillards, c’est-à-dire qu’à
en croire ses paroles, son couple avec Pâris ne serait pas un couple qui aurait à vivre
l’amour, mais dont la fonction serait de styliser le couple aux yeux des autres, de le
rendre visible; dans les deux cas, elle donne à voir. Nous reviendrons ensuite sur ce
point.
   Passage fondamental, donc, où Hélène définit avec une lucidité étrange ce qu’elle
estime être sa fonction humaine et qui renvoie, quoiqu’elle s’en défende, à une vision
globale qui finalement inscrit l’acte même de la représentation ou de la figuration au
coeur de l’humanité et en fait un élément fondateur. L’acte de la représentation qui
apparaît ici comme un geste de stylisation qui permet à l’humain de se rendre visible à
soi-même est déplacé hors du domaine des arts en particulier pour trouver place dans
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l’existence elle-même. C’est la vie humaine qui, dans son essence,est pour une part
théâtralisée ou pour mieux dire devient mouvement vers la théâtralité. Théorie qui se
résume finalement dans le mot de “vedette”.
   Cette élection du personnage du drame qui en fait le centre des regards se trouvait
déjà esquissée dans le personnage titre de Judith. Celle-ci apparaît bien sûr d’abord dans
la pièce comme l’élue de Dieu ou plus prosaïquement comme celle que le peuple a
choisie pour être sauvé. Mais quand il vient la trouver et qu’il rencontre l’oncle qui
oppose son scepticisme à l’idée de mission divine, le grand rabbin Joachim souligne
combien Judith est un être qui existe d’abord sous et pour le regard d’autrui et que c’est
cet aspect même qui la désigne pour cette tâche:
      Le peuple de la rue a choisi Judith, et, plus je songe à elle, plus je crois à
      Judith. Je la connais, ta nièce. Je l’observe depuis des années. Elle est belle, et
      elle le sait... Avoue que les miroirs ne manquent pas ici. Et elle sait le prix de la
      beauté. L’état-major est peuplé de soupirants qu’elle éconduit. (...) A vingt ans
      elle a sa cour d’hommes de lettres, (...). Des sports et des talents, elle choisit
      peut-être trop volontiers ceux qui valent des succès et des succès de foule. Elle
      monte à cheval, et en garçon. Elle danse, et quelquefois dans un lieu public.
      Elle aime l’entrée brillante au théâtre, au restaurant, et maintenant dans ce
      harem sans danger qu’on nomme l’hôpital militaire. Je me suis jadis irrité de
      voir la mode coiffer ce beau cerveau, gonfler cette belle gorge... Aujourd’hui je
      m’en félicite, car dans ces imperfections la main de Dieu va trouver les poignées
      pour la prendre... ”( Judith, I, 3, p.203-204 ).
   On sent ce qui sépare les deux passages au delà de ce qui peut les rapprocher et ce
qui permet aussi de mieux isoler la spécificité d’Hélène. Cette “visibilité” de Judith qui
arrête le regard, en fait la “vedette” de Béthulie n’est que le signe de cette mission: ce
qui permet de la reconnaître comme l’élue de Dieu. Au contraire, à suivre les paroles
d’Hélène, on s’aperçoit que sa “visibilité”, ce qui la rend remarquable aux yeux de ceux
qui l’entoure est à proprement parler sa mission même, sa tâche terrestre. Elle n’est là
que pour être vue.
   On pourrait d’autre part reprendre la même analyse en opposant Hélène à Lucile,
dans Pour Lucrèce, que sa beauté lors de son arrivée à Aix désignait à l’attention de
tous. Ainsi Eugénie, l’amie de Lucile, au début de la pièce, lui reproche d’avoir trahi la
mission qui était alors la sienne:
       “Tu étais la plus belle. On te dépêchait du Nord pour jouer Psyché en Provence
       Chaque homme d’Aix, les premiers mois de ton séjour, n’a vraiment aimé que
       toi. Les autres femmes n’avaient que des délégations. Tous les gestes de
       l’amour, toutes les paroles de l’amour n’ont été hasardés et dites que pour toi.
       Tu étais leur marraine. Il y a eu les baisers à la Procureuse, les refus à la
       Procureuse. J’en passe. Tu rougirais. Mais tu t’en moquais bien. Tu étais là
       pour le tuer... ( Pour Lucrèce, I, 2, p.1041-1042 )
   D’une certaine façon le destin de Lucile aux yeux d’Eugénie était de devenir pour la
ville d’Aix ce qu’est Hélène pour Troie. Mais Lucile s’arrache à ce destin pour
finalement l’inverser et devenir l’allégorie de la pureté ou de la vertu dans cette ville.
  　Par ailleurs, on peut tenter d’éclairer cette division de l’humanité entre ses
“martyres” et ses “vedettes” et d’en mieux saisir la spécificité en la rapprochant de deux
autres passages où Giraudoux associe cette idée d’un partage du monde humain et celle
de la tragédie. On trouve tout d’abord ce motif dans la conférence prononcée le 18
novembre 1932 à l’Université des Annales et reprise dans Littérature sous le titre de
Bellac et la tragédie. A la fin de cette conférence, ayant tenté de répondre à propos de la
France et sa tradition théâtrale à la question de savoir pourquoi “ le pays de la tragédie
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n’est pas le pays du tragique “, c’est-à-dire d’interroger l’hétérogénéité entre le monde
du spectateur français et celle du héros tragique, il en arrive à une définition de la
tragédie où se retrouve cette division qu’évoquait Hélène:

       “ Ainsi le manque d’instinct littéraire de la masse et l’exagération littéraire de
       l’élite, et aussi la spécialisation de l’une et la modestie de l’autre, les ont
       conduites toutes deux au même résultat: constituer une humanité spéciale
       chargée d’éprouver les grandes souffrances et de supporter les grands coups du
       sort, à diviser le monde un nombre infini de spectateurs et un nombre limité
       d’acteurs: ce sont là exactement les définitions de la tragédie.”
       ( Littérature, p.255-256 )
   Dans cette citation, les “ acteurs”, ce sont les héros tragiques, définis plus haut
comme “ une sorte d’armée de gladiateurs sur laquelle on lâche (...) tous les fauves du
destin et du coeur”; les spectateurs, ce sont les bourgeois français qui se rendent au
spectacle et se sentent fondamentalement différents du héros qu’ils voient sur scène. Et
quelques pages auparavant Giraudoux parlait de “ cette distinction tracée une fois pour
toutes entre le personnage littéraire et l’être vivant.” ( p.254 )
   Avant d’opposer ce passage avec les paroles d’Hélène, penchons-nous sur un extrait
du “ Lamento du Jardinier” qui sépare les deux actes d’Electre, pièce représentée moins
de deux ans après La Guerre de Troie. N’étant “plus dans le jeu”, comme il l’indique
lui-même d’emblée, ce personnage vient, devant le rideau commenté la pièce et “dire ce
que la pièce ne pourra ( nous ) dire.” Et il en arrive à une définition de la tragédie,
comme dans le passage de Littérature que nous venons de citer. Ici encore nous avons
une distinction qui va isoler une part de l’humanité et lui faire assumer l’intégralité du
destin tragique en lieu et place de l’humanité toute entière: ce seront les rois15 :
        “Il se peut qu’à chercher ainsi sa mère dans sa mère elle ( Electre )soit obligée
        de lui ouvrir la poitrine, mais chez les rois c’est  plutôt théorique. On réussit
        chez les rois les expériences qui ne réussissent jamais chez les humbles, la
        haine, la colère pure. C’est toujours de la pureté. C’est cela que c’est, la
        Tragédie, avec ses incestes, ses parricides: de la pureté, c’est-à-dire en somme
        de l’innocence.” ( Electre, entracte, Lamento du Jardinier, p.642 )
   Dans les deux passages que nous venons de citer, il s’agit pour Giraudoux de
dégager une définition de la tragédie: définition qui, dans le “lamento du Jardinier”
partant du statut social caractérisant les personnages tragiques, en arrive à une
expression de type chimique, la tragédie étant une “expérience” permettant d’isoler des
sentiments humains à l’état pur; même façon d’isoler “les grandes souffrances” et “les
grands coups du sort” dans la définition proposée dans la conférence de 1932.
   On voit d’emblée comment les deux citations s’opposent aux paroles d’Hélène et ce
qui par là même constitue la spécificité du personnage. Si la distinction qu’établit
Hélène dans sa réponse à Andromaque institue bien une certaine théâtralité, une partie
de l’humanité semblant désignée par son statut même à être vue, saisie par le regard, ce
qui se donne à voir en elle, ce ne sont pas les émotions et les sentiments qui animent
l’humanité, mais ce n’en est que la forme: “l’ordonnance, l’allure”,“le geste, la tenue, le
regard”.
   A une tragédie où les épreuves humaines se concentrent jusqu’à atteindre au niveau

                                           
15 Giraudoux avait déjà proposé une telle association dans une conférence prononcée à l’Université des Annales en
décembre 1933 et reprise dans Littérature sous le titre de L’Auteur au théâtre, faisant du roi dans la France de Louis
XIV l’auteur du théâtre versaillais ou tout au moins le modèle même de l’humanité mise en scène dans ce théâtre; il
avait comme souvent dans ses essais limité cette interprétation au seul théâtre du second XVIIème, limite que
souligne la mise en parallèle avec le théâtre espagnol du siècle d’or, qu’il considérait, lui, écrit par le peuple.



xxvii

de pureté de l’élément chimique, s’oppose cette forme vide et élégante qu’incarne
Hélène.
   Avec la vacuité, nous avançons d’un pas dans notre analyse d’Hélène et de la
fonction qu’elle occupe dans la pièce. Le thème parcourt la pièce, se déployant d’abord
au niveau psychologique. Vacuité de ce personnage qui, bien que mû par des désirs,
semble privé de volonté propre. Nous avons déjà évoqué la complaisance du
personnage qui semble renvoyer à une absence de véritable intériorité et qu’illustre
jusqu’à la caricature le contraste entre les scènes 7 et 8 de l’acte où Hélène cède
successivement aux exigences contradictoires de Pâris et Hector.
   A cette vacuité, on peut encore rapporter la froideur du personnage et cette absence
d’émotion, soulignées à plusieurs reprises: par exemple, dans la scène 7 de l’acte 2,
Hécube qui découvre la petite Polyxène en larmes après son dialogue avec Hélène
s’adresse à cette dernière:
       “Vous me ferez le plaisir de laisser désormais Polyxène tranquille, Hélène. Elle
       est trop sensible pour toucher l’insensible, fût-ce à travers votre belle robe et
       votre belle voix.” ( II, 7, p.528 )
   L’insensibilité d’Hélène sera ensuite développée dans la scène suivante quand
Andromaque lui reprochera son absence de pitié. De même, Ulysse verra en elle “le
coeur le plus rigide” ( II, 14, p.548).
   Mais Giraudoux ne se contente pas de décliner sur le registre psychologique la
thématique du vide. A l’acte premier, juste après qu’Andromaque a évoqué pour la
première fois la question d’Hélène, Pâris arrive à la demande d’Hector et va se faire le
tout premier avocat d’Hélène et de sa présence à Troie ( I, 4 ). Pâris est bien sûr celui
qui a enlevé Hélène et celui qui la possède physiquement. Cela devrait suffir à le
distinguer de façon définitive des vieillards de la scène suivante, ceux-là mêmes
qu’Hécube qualifie d’“impuissants” ( I, 6, p.498 ). Or il n’en est rien et plus encore, les
arguments que Pâris emploient pour expliquer son attachement à Hélène nous semblent
éclairer de manière décisive la question de savoir pourquoi et comment elle accède à ce
statut de symbole ou de signe, la rendant apte à représenter la beauté.
   Le discours de Pâris s’articule fondamentalement autour de deux termes: “distance”
et “absence”. Il commence par opposer Hélène aux femmes troyennes; d’une part, le
“type effroyablement peu distant” des secondes, de l’autre, Hélène qui “même au milieu
de ( ses ) bras, (...) est loin de ( lui ).” ( I, 4, p.491 ).
   On peut se souvenir en lisant les remarques de Pâris au sujet de cette “distance”
d’Hélène que, lors du dialogue entre Hector et Demokos c’est la distance qui permet au
processus d’idéalisation de se déployer ( “des femmes qui, d’aussi loin que tu les
apercevais, te semblaient personnifier l’intelligence, l’harmonie, la douceur” )16 et que
c’était en franchissant cette distance que Hector échappait à l’emprise du symbole: “Je
m’approchais et c’était fini...”( I, 6, p.496 ) Or, il semble que cette distance
indispensable à l’apparition de la valeur symbolique soit ici part intégrante d’Hélène et
que celle-ci soit donc en soi symbole.
   Ensuite, cette première caractérisation d’Hélène, opposée aux femmes troyennes
s’achève sur cette formule:
        “L’absence d’Hélène dans sa présence vaut tout.” ( I, 4, p.491 )
   On pourrait bien sûr ici reconnaître une définition en soi du signe, pas si lointaine de
Mallarmé et de “l’absente à tout bouquet”. Mais au-delà de cette remarque générale,
notons aussi que cette “absence” d’Hélène coïncide aussi avec l’esthétique de
Giraudoux lui-même, univers qui privilégie les êtres accédant au statut de symbole. On

                                           
16 C’est nous qui soulignons.
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peut ici reprendre les remarques de René Marill Albérès dans son Esthétique et morale
chez Jean Giraudoux sur le “platonisme” de cet auteur cherchant à saisir le moment où
l’être ou l’objet retourne jusqu’à la perfection de son essence et devient en quelque sorte
le symbole de soi-même. Ici Albérès cite un extrait d’Eglantine, roman de 1927 où un
des deux personnages masculins, Fontranges, de visite à Paris, entend par hasard à
l’Exposition des arts décoratifs un orchestre jouer une fanfare de chasse qui va devenir
pour lui le symbole même de la chasse; nous ne reprendrons que la fin de la citation qui
nous semble éclairante pour mieux cerner la figure d’Hélène:
        “Peut-être manquait-il, pour les épisodes en mouvement, ces saccades, ces  
        reprises de lèvres que donne le galop du cheval; les monuments de pierre
        liquide tressaillent peu. Mais à cette immobilité même la chasse gagnait en
        gravité, en élévation. Elle devenait une chasse vide, courue sur l’air, celle que
        voient passer les paysans les nuits d’orage, une chasse de nuit derrière un cerf
        lumineux.” ( Eglantine, p.1018, Oeuvres romanesques complètes I, Pléiade,
        1990 )17

   On retrouve ici au coeur même du symbole ( notons qu’il s’agit ici d’une oeuvre
d’art, d’une exécution musicale qui s’élève à la puissance du symbole giralducien ) ce
vide et cette absence dont Pâris faisait la qualité première d’Hélène.
   On pourrait ajouter ici, comme l’ont noté plusieurs critiques18, combien les qualités
que le Géomètre attribue à Hélène dans la scène 6 sont celles-là mêmes de l’être dont le
dégré de perfection et d’harmonie avec soi permet au monde qui l’entoure d’accéder lui-
même à cette harmonie.
   Plus loin, à Hector qui souligne que le séducteur Pâris a l’habitude des séparations,
celui-ci répond en soulignant à nouveau ce qui distingue Hélène des autres femmes. Ici
elle n’est plus opposée aux femmes troyennes en particulier, mais acquiert une sorte de
singularité qui l’isole de toutes les autres femmes; bien que long, nous citons ce passage
dans sa quasi intégralité:
      “Mon cher Hector, c’est vrai. Jusqu’ici, j’ai toujours accepté d’assez bon coeur
      les séparations. La séparation d’avec une femme, fût-ce la plus aimée, comporte
      un agrément que je sais goûter mieux que personne. La première promenade
      solitaire dans les rues de la ville au sortir de la dernière étreinte, la vue du
      premier petit visage de couturière, tout indifférent et tout frais, après le départ
      de l’amante adorée au nez rougi par les pleurs (...) constituent une jouissance à
      laquelle je sacrifie bien volontiers les autres...Un seul être vous manque, et
      tout est repeuplé...Toutes les femmes sont créées à nouveau pour vous, toutes
      sont à vous, et cela dans la liberté, la dignité, la paix de votre conscience...Oui,
      tu as bien raison, l’amour comporte des moments vraiment exaltants, ce sont
      les ruptures...Aussi ne me séparais-je jamais d’Hélène, car avec elle j’ai
      l’impression d’avoir rompu avec toutes les autres femmes, et j’ai mille libertés
      et mille noblesses au lieu d’une.” ( I, 4, p.492-493 )
   Même si la logique du passage semble un peu abstruse, on retrouve ici cette
dialectique de la présence et de l’absence, qui définit le signe; alors qu’avec les autres
femmes, la rupture est nécessaire pour retrouver sa liberté et que la femme par sa
présence happe l’amant et l’arrache au monde, l’absence présente au coeur d’Hélène
rend à son amant la réalité dans sa plénitude. Hélène, figure de l’absence à soi, devient
médiation vers ce qui n’est pas elle.
   On voit combien la figure d’Hélène, loin d’être seulement une simple femme que le

                                           
17 Cité dans René Marill Albérès, Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, Nizet, 1957,p.223
18 Par exemple, Jacques Body dans les notes qui accompagnent le texte dans l’édition de la Pléiade( p.1509 ).



xxix

regard des vieillards investit d’une valeur extrinsèque, comme le voudrait Hector, est de
manière essentielle une figure qui au sein du réel même vient satisfaire point par point
aux exigences de l’esthétique giralducienne. Et c’est précisément cette figure parfaite
que l’auteur vient mettre dans sa pièce en procès. Il s’agit pour lui à la fois d’en
souligner la fascination, fascination à laquelle succombent non seulement les vieillards,
mais aussi Pâris, ses gabiers et finalement Troïlus, et en même temps de la tenir à
distance et d’essayer de poser un regard lucide et froid sur cet inquiétant symbole de la
beauté.
   A travers Hélène, Giraudoux entreprend de façon radicale une mise en cause de sa
propre esthétique et de la place de la beauté dans le monde des valeurs humaines.
   On comprend dès lors mieux la tension que nous avions relevée au début de cet
article entre les deux scènes où Giraudoux met en scène ou plutôt met en récit – puisque
rien ne nous sera donné à voir de deux scènes de nature érotique: d’une part cette scène
burlesque et grimaçante centrée autour du regard libidineux des deux vieillards; de
l’autre, celle, lyrique et exaltée, où les gabiers par le récit de la scène d’amour sur le
navire restaure la dignité blessée de l’honneur troyen. Tension qui souligne l’ambiguïté
inhérente au spectacle de la beauté elle-même, source de réconciliation capable de
mettre en ordre le monde et aussi puissance aveuglante et mortifère conduisant à la
guerre et au désastre ceux qui y cèdent.
   Cette puissance maléfique qui réside au coeur de la beauté, Giraudoux la dénonçait
dans le passage de la version primitive de la scène II, 13 que nous citions précédemment
et où la beauté est qualifiée de “cruelle, impitoyable, dure aux humbles” et finit par être
définie comme “le tyran le plus ignoble du monde”.
   Ce rapport ambigu à la beauté qui balance entre fascination et rejet, on le retrouvera
dans une pièce ultérieure, souvent présentée comme un agréable divertissement,
L’Apollon de Bellac 19. Pièce étrange où une jeune fille timide se voit révéler le moyen
de parvenir par un mystérieux “monsieur de Bellac”: dire aux hommes qu’ils sont beaux,
quel que soit le mensonge que cela puisse représenter. Or, le procédé réussit si bien et
Agnès en use tant qu’ à force de “dire qu’ils sont beaux à ces gens si laids”, elle éprouve
l’envie de “dire qu’il est beau à quelqu’un de vraiment beau.” Cette envie, elle la
qualifie de façon caractéristique à la fois de “récompense” et de “punition”. Et Agnès
contemplera la forme parfaite de la beauté humaine, l’ “Apollon de Bellac”, mais les
yeux fermés puisqu’ “il n’existe pas.” Scène paradoxale où la comédie burlesque avec
ses personnages bouffons qui précède prend un tour soudain grave. La beauté utilisée
comme simple monnaie langagière dans les transactions humaines a permis à Agnès de
parvenir, de se faire une place dans le monde, mais à user de ce mot, elle s’est fait
prendre au piège et se retrouve face à un fantôme terriblement présent et encombrant
qui lui rend plus invivable sa “médiocrité” humaine et prive finalement de réalité ce
monde dans lequel elle avait trouvé place. Le passage de la contemplation de la beauté,
avant que la scène et la pièce ne s’achèvent par un retour au ton de la comédie légère, se
clôt par le renvoi d’Apollon par Agnès qui tente ainsi de préserver son monde humain:
      “Va-t’en, Apollon! Disparais quand j’ouvrirai les yeux.” ( Apollon de Bellac, IX,
      p.945 )

  Nous notions le caractère mortifère de la beauté dans le lien que Giraudoux opère
dans la dernière scène de La Guerre de Troie où le couple d’Hélène et de Troïlus est

                                           
19 voir par exemple la notice de Janine Delort dans l’édition de La Pléiade qui parle d’ “impromptu malicieux,
badinage ironique” ( p.1702 ) et Jouvet parlait lui-même de “pièce gaie” ( p.1704 ).
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encadré comme une oeuvre d’art, sculpture ou peinture, par les portes de la guerre20.Ce
rapprochement entre la beauté et la guerre, Demokos l’opérait de façon explicite au
début de l’acte II quand, préparant son chant de guerre, il faisait part à Pâris de son
“idée merveilleuse”: “j’ai l’idée de comparer son visage ( le visage de la guerre) au
visage d’Hélène.” ( II, 4, p.517 ). Ici la comparaison flatteuse que Demokos croit faire à
l’avantage de la guerre qu’il suppose “lasse qu’on l’affuble de cheveux de Méduse, de
lèvres de Gorgone” se retourne aisément en son contraire et laisse voir au coeur même
de la beauté le travail de la mort.
   Ce caractère est ici aussi souligné par Giraudoux; outre que le spectacle de la beauté
est insupportable aux yeux humains21, l’Apollon de Bellac par la bouche du monsieur
de Bellac met directement en rapport la beauté et la mort:
        “L’idée de la mort est venue aux hommes des yeux de la beauté.”( IX, p.944)

   On voit comment le texte de L’Apollon de Bellac et celui de La Guerre de Troie se
répondent à sept ans de distance. La première des deux pièces incarnait l’idée dans une
figure féminine, “une des rares créatures que le destin met en circulation pour son usage
personnel” ( La Guerre de Troie, II, 13, p.547 ) comme le notait Ulysse dans son
dialogue avec Hector. Comme nous avons essayé de le montrer contre Hector, Hélène
est bien la beauté elle-même descendue ici-bas, même si ensuite elle peut être récupérée
et instrumentalisée dans le discours de ceux qui s’en emparent, tel Demokos qui en fait
une pièce dans son discours belliciste. Au-delà du discours des hommes qui la
contemplent, elle reste objectivement ce qu’elle est, un signe vide et ancré dans le réel
qui capte la fascination humaine. Le choix fait par Giraudoux dans L’Apollon de Bellac
joue comme une réponse symétrique, une variation, qui vient réaffirmer la même
ambiguïté et la même inquiétude: ici l’Apollon, figure de la “beauté suprême”, n’existe
pas et, contrairement à ce qui passait avec Hélène, on ne le contemple pas dans un corps
humain au regret d’Agnès, mais le rapport à la beauté dans son essence, prise au sérieux
– dès lors qu’elle cesse d’être ce mot qui sert à appâter les proies masculines et leur
tendre un miroir complaisant – vient immédiatement troubler la vie humaine et la rejeter
dans un néant insupportable22.

     Dans La Guerre de Troie cette vision noire de la contemplation de la beauté vient
s’allier au discours même d’Hélène tel qu’il apparaît dans les scènes avec Hector( I, 8 et
9 ) et celle avec Andromaque ( II, 8 ). A ce monde qui vient tournoyer ivre autour de la
beauté incarnée en son symbole s’oppose une vision froide du monde dont la pitié est
exclue et où tout semble s’équivaloir: acceptation “stoïcienne” du réel comme le dit
Charles Mauron dans son étude23, mais surtout univers privé de valeur, à l’extrème
opposé de celui d’Andromaque et Hector qui vivent dans un univers de valeurs
humanistes pour lequel ils combattent; ils ont d’ailleurs face à Hélène la même attitude
de révolte indignée: le  “Vous blasphémez, Hélène.” que lui adresse Andromaque ( II,
8, p.532 ) répond au “votre album de chromos est la dérision du monde” d’Hector,
évoquant les visions par lesquelles Hélène perçoit l’avenir ( I, 9, p.508 ). Dans les deux

                                           
20 Monument au demeurant étrange puisqu’il ne consiste qu’en ces portes que voit le spectateur durant tout l’acte II et
qu’à la différence du temple de Janus à Rome, il n’est qu’un lieu de passage, débouchant littéralement sur la guerre
elle-même.
21 Agnès le dit:“Moi, j’ai de pauvres yeux d’agate et d’éponge. Tu leur fais jouer un jeu cruel. Ils ne sont pas fait pour
voir la beauté suprême. Elle leur fait plutôt mal.”( IX, p.944)
22 Notons cependant que dans La Guerre de Troie si elle apporte finalement avec elle la guerre, la contemplation de
la beauté est perçue par ceux qui la contemplent comme un salut; c’est que Priam exprime le mieux quand il parle de
“l’absolution” apportée par le spectacle d’Hélène. ( I, 6, p.497 )
23 Charles Mauron, op.cit, p.103.
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cas, nous sentons la même inquiétude devant un monde où tout s’égalise dans un
sentiment de parfaite indifférence et qui est la “négation” de l’univers qu’essaient de
préserver ou de bâtir Hector et Andromaque, le monde proprement humain. Dans son
refus de la pitié, Hélène finissait dans la version primitive de la pièce par pousser sa
logique jusqu’à la suprême confusion, celle de la vie et de la mort:
        “Je l’ai pris dans ma main, l’oiseau mort. Mais les larmes ne me venaient pas
        aux yeux. J’avais le sentiment que son état d’oiseau mort était l’égal de celui
        d’Hélène vivante.” ( notes et variantes, p.1519 )
   De même, toujours dans la version primitive, beauté et laideur s’égalisaient; parlant
de son enfance, elle évoquait les “enfants pustuleux” qu’elle allait voir: “J’étais belle et
ils étaient laids. Mais ce n’était pas une inégalité.” ( notes et variantes, p.1519 ). Et dans
la version définitive de cette même scène, si Giraudoux estompe encore une fois
l’aspect direct et violent du discours d’Hélène, revient cependant cette alliance de la
beauté et de la laideur, maintenant cristallisée autour de la figure d’Hélène elle-même.
Criant à la face d’Andromaque sa capacité à endurer le pire, elle évoque cette image
d’elle à venir que Ronsard a rendu célèbre dans un de ses sonnets:
        “Et si vous croyez que mon oeil, dans ma collection de chromos en couleurs,
        comme dit votre mari, ne me montre pas parfois une Hélène vieillie, avachie,
        édentée, suçotant accroupie quelque confiture dans sa cuisine! Et ce que le
        plâtré de mon grimage peut éclater de blancheur! Et ce que la groseille peut
        être rouge! Et ce que c’est coloré et sûr et certain... Cela m’est complètement
        indifférent.” ( II, 8, p.532 )
  Ainsi l’univers d’Hélène s’immobilise dans une froideur indifférente d’où toute
valeur semble avoir disparu.
  Cet univers immobile, “vitrail rigide” qu’évoquait Andromaque dans le brouillon de
la scène II, 8, trouve sa parfaite expression dans le thème original introduit par
Giraudoux, celui des visions prophétiques d’Hélène. Faute de “tendresse” ou de “pitié”,
l’univers qui est le sien n’offre plus place qu’à la contemplation. La volonté non plus
n’y a plus place et ne subsiste qu’un devenir inhumain; Hélène l’explique clairement à
Hector dans la scène où celui-ci s’efforce d’obtenir son consentement: alors que le héros
troyen vit dans un monde de valeurs où certains événements sont préférables à d’autres
et où l’homme a à vouloir et agir en fonction de cette volonté, Hélène, elle, est dans un
monde où choisir se résume à voir:
      “Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis
      ceux qui ne sont pas pour moi des ombres. Je choisis ceux que je vois.” ( I, 9,
      p.508 )24

   On voit immédiatement l’intérêt que Giraudoux tire de cette variante personnelle
qu’il introduit dans le mythe. Le personnage est si l’on veut définitivement enfermé
dans la sphère esthétique, définie comme inconciliable avec le domaine de la morale:
Hélène n’est plus seulement la femme par qui les hommes peuvent contempler la beauté,
fût-ce en mettant en péril le monde dans lequel ils vivent; c’est aussi celle qui vit dans
un univers qui n’est qu’esthétique, et cela doublement. D’abord au sens etymologique
puisqu’il n’est pas le lieu d’un vouloir ou d’une action, mais simplement l’objet d’une
perception25; mais aussi au sens moderne, le regard d’Hélène sur ses visions privilégie

                                           
24 Evidemment, ce monde de visions par quoi l’avenir devient un spectacle à contempler pour Hélène, c’est d’abord –
et nous retrouvons ici la problématique de Genette dans Palimpsestes – l’univers littéraire qui sous-tend l’oeuvre de
Giraudoux puisque ce que voit Hélène du futur c’est ce que nous lecteurs avons déjà lu avant même d’ouvrir l’oeuvre
de Giraudoux ou de nous rendre au théâtre.
25 On pourrait ici citer la conception fondamentalement sensible qu’Hélène a de l’amour quand elle répond à Hector à
propos de son goût pour les hommes: “Je ne les déteste pas. C’est agréable de les frotter contre soi comme de grands
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l’éclat: ce qui s’impose à elle, c’est ce qui n’est pas terne, mais qui brille, ainsi les
couleurs ou les bijoux. De même, comme nous l’avons déjà noté, dans la bouche
d’Hector, les visions d’Hélène deviennent un “album de chromos”, des “gravures”.

      Ce thème d’Hélène beauté contemplée et contemplatrice du monde se trouve
résumé dans l’image du “miroir” et de la “lentille du monde” qu’emploie Hector dans la
scène I, 9 et qui semble bien correspondre à la double nature du personnage dans la
pièce. La figure d’Hélène jouerait ainsi au coeur de la pièce de Giraudoux comme une
sorte d’Aleph aveugle borgésien, miroir vide et insensible où le réel vient se refléter
dans toute sa cruauté mais en restant invisible à ses spectateurs qui n’en saisissent que
la beauté fascinante. Métaphore jusqu’à un certain point de l’oeuvre de Giraudoux où
un univers sombre et cruel vient se refléter dans les miroitements d’une écriture
brillante et virtuose au point que bien de ses contemporains ne voyaient guère plus que
cette préciosité.

                                                                                                                               
savons. On en est toute pure.” ( I, 8, p.507 ).
  On notera ici par ailleurs qu’Hélène privilégie la pureté comme valeur hygiéniste: l’amour comme acte de
purification aussi le plus matériel du terme. Ce thème n’est sans doute pas étranger à celui de la vacuité du signe, à
son néant que nous évoquions précédemment. De même, il serait possible de le mettre en rapport avec “l’absolution”
des fautes passées que Priam invoquait comme bénéfice essentiel de la contemplation d’Hélène. Eléments qui tous
s’orientent vers un travail du négatif.
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DUDA MACHADO
variedade, multiplicidade, mistura e complementariedade

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

RONALD POLITO

1. UMA POÉTICA ILIMITADA

O subtítulo deste pequeno artigo foi retirado de um texto do poeta Duda Machado, no

qual ele busca caracterizar o seu trabalho poético. No panorama da poesia brasileira

contemporânea, poucos são os poetas aos quais poderíamos aplicar todos esses

substantivos. A maioria, uma vez inventada uma “voz” poética particular, tende a

explorá-la em sua extensão, o que não significa menor qualidade literária. Duda

Machado, pelo contrário, não possui uma “voz” que se repita ou se desdobre de forma

unívoca. Pelo contrário, a “voz” deste poeta parece se situar entre inúmeras

embocaduras e instrumentos possíveis para executar suas partituras, constituindo-se

como algo profundamente singular.

Duda Machado publicou, até hoje, apenas 3 livros de poesia: Zil (1977), Um outro

(1990) e Margem de uma onda (1997), que totalizam cerca de 110 poemas. Comparado

aos poetas de sua geração, escreve pouco, pois os demais já editaram muitos livros. Mas

esse “pequeno” corpus poético possui, contudo, virtualidades praticamente ilimitadas, o

que nos chama a atenção para a distância que existe entre quantidade e qualidade. O

próprio poeta comentou que a sua prática poética é “pouca e intermitente” e a pensou,

inicialmente, como uma “poética dos limites”, entendendo esta expressão como uma

permanente “indagação e exploração dos limites da linguagem poética, da natureza

tradicional da lírica, das estruturas de composição e sintaxe, e até da destinação da

poesia.” A “poética dos limites” situou-se, portanto, no horizonte de uma “poética de

ruptura ou tradição de ruptura ou ainda tradição do novo”, em que as vanguardas

desempenham um papel central.

Foi só com quase trinta anos que Duda Machado se decidiu a escrever poemas. Antes,

experimentou o cinema e escreveu letras de música, tendo participado centralmente do

amplo movimento cultural brasileiro denominado Tropicalismo. Em sua formação

inicial, os poetas que mais o marcaram foram Baudelaire, Drummond e Fernando

Pessoa. Posteriormente, seu paideuma ampliou-se bastante, podendo-se ver como o

poeta absorveu de forma muito particular um número extenso de poéticas tanto

brasileiras como estrangeiras.

Selecionei doze poemas de seus três livros: dois de Zil, três de Um outro e sete de

Margem de uma onda. Privilegiei o último livro por ser uma obra de grande maturidade

poética e expressar melhor o que o poeta Duda Machado prioriza hoje. Igualmente, dei

preferência a poemas que possuam, digamos, uma linguagem mais universal, capaz de
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ser compreendida razoavelmente por leitores de outras culturas. Isto, claro está, não

permitirá perceber em toda a extensão o que o subtítulo deste texto indica, pois há

diversas facetas dessa poética que não puderam ser contempladas, tais como aquelas

que se referem bem diretamente à realidade econômica, social e política brasileira,

inclusive pelo uso de gírias, expressões coloquiais e termos de significado muito

particular. A seguir, reunirei breves comentários sobre os 3 livros do autor e alguns dos

poemas, pois estes possuem referências que podem não ser muito claras para um leitor

estrangeiro. Note-se, por fim, a experimentação sintática de certos poemas. A tradução

efetuada pela profa. Chika Takeda buscou exatamente respeitar as rupturas sintáticas

propostas pelo original.

2. ZIL

Zil é um pequeno livro com mil e uma vozes, formas, experimentações gráficas,

citações. O próprio título quer indicar isto: “zil” não é uma palavra dicionarizada.

Certamente é uma contração de “zilhão”, que, como esclarece o dicionário Houaiss, é

“um pseudonumeral multiplicativo que descreve um grande número indeterminado de

algo”. Quem melhor delimitou o projeto do livro foi o próprio Duda, esclarecendo que

os textos buscam incorporar procedimentos da Poesia Concreta, de textos de Gertrude

Stein (com sua técnica de repetições que produzem um curto-circuito sintático e ainda

com sua recusa da metáfora) e de composições baseadas na visualidade. Em suas

palavras: “São poéticas em que a construção toca os limites da linguagem:

desmontagem sintática; abolição do verso em favor da configuração espacial de

palavras que se organizam em planos descontínuos e por proximidade sonora;

transformação do poema em objeto misto de palavras e design.” Há no livro, portanto,

ainda segundo o poeta, “múltiplas dicções e formas de composição, sem que haja –

espero – quer anarquia em seu foco, quer uma dispersão eclética”. Sebastião Uchoa

Leite, grande poeta e fino leitor de poesia, também escreveu um comentário preciso

sobre Zil: “um produto característico da Tropicália, com algo da antropofagia lúdica

desse movimento, mesclando elementos coloquiais-irônicos ao uso do espaço, da

visualidade e da própria iconicidade inerente à configuração do poema na página,

elementos advindos das pesquisas de vanguarda, às quais o poeta não foi indiferente.”

O poema “Viver” nos permite observar algumas dessas linhas de força.

Retomando um provérbio clássico na epígrafe (Nulla dies sine linea – Nenhum dia sem

linha. Plínio aplica esta frase a Apeles, que não passava um dia sem exercitar-se na

pintura), o poema ironiza o próprio dito, construindo-se como uma sucessão de linhas

(frases) que nada dizem além da impossibilidade de dizer. Devemos indicar, ainda, outra

relação intertextual, notando que este poema dialoga de perto com um poema famoso de

Augusto de Campos, pertencente ao livro Poetamenos (de 1953) e cuja leitura foi

gravada por Caetano Veloso, em que nos primeiros versos podemos ler26:

                                           
26. Não é possível reproduzir fielmente aqui este fragmento, pois o poema é todo composto em diversas cores. No
caso, as palavras ‘‘sem’’, ‘‘uma’’ e ‘‘linha’’ são impressas em vermelho. As demais, em verde.
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dias      dias      dias
             sem
　　　         uma
esperança        linha deum só dia

“Linha”, em língua portuguesa, pode significar muitas coisas: uma frase escrita,

o limite do horizonte, ou, ainda, quando acrescida da preposição “sem” (resultando na

locução “sem linha”), “sem elegância, sem boas maneiras”, o que permite ao poeta

jogar todo o tempo, no mínimo, com esse triplo sentido. Há frases de forte ruptura

sintática, como “dias sem mais nenhuma linha um/ um sem mais nenhuma linha o

horizonte”, nas quais, como suprema ironia icônica e em diálogo com os “métodos” de

Gertrude Stein, a extensão do dito mais reafirma o nada a se dizer. Desse modo, num

único gesto, o poeta cumpre e nega o provérbio: um dia com algumas linhas sobre um

dia sem linha nenhuma.

Se este poema é essencialmente antilírico (voltaremos mais adiante a este aspecto), o

segundo, sem título, cujo primeiro verso diz “habitar os abismos”, situa-se no campo

típico da lírica. Nele, por montagem e repetição, insinua-se a tarefa do homem

contemporâneo: habitar os abismos e manter a face e os abismos voltados para o sol, à

busca de alguma epifania, mesmo que difícil.

3. UM OUTRO

Em 1990, Duda Machado edita seu segundo volume de poemas, intitulado Crescente

(1977-1990), onde republica Zil com supressões e modificações e o livro inédito Um

outro. O título do volume, com tantos significados, aqui pode ser compreendido

principalmente no sentido de caracterizar uma obra em crescimento, em

desenvolvimento. Já o título Um outro, tão feliz, é pleno de ambigüidades, pois tanto

pode significar continuidade em relação ao livro anterior, quanto precisamente o

contrário: descontinuidade e diferença para com o já feito. A respeito deste volume,

Duda Machado fez um comentário esclarecedor, ao dizer que se vê “obrigado a estes

conjuntos de orientação heterogênea”, sem que seja impossível a verificação, para além

das diferenças entre esses dois livros, de “uma ligação interna, uma força de coesão”.

Novamente Sebastião Uchoa Leite delimita com precisão os traços centrais do poeta de

Um outro: trata-se de “um minimal poet, mais breve e homogêneo, sem as disparidades

métrico-espaciais de antes. Menos anárquico porém não pró-sistema, pois, fino, guarda

a sensibilidade para o diferente”. Mais adiante, diz: “No minimalismo de Um outro os

contrastes cedem lugar ao eixo composicional fixo, os versos blocados em

miniestrofes.” E ainda aborda os “vários momentos epifânicos” do livro, bem como a

permanente desconfiança crítica de Duda Machado, expressa geralmente “em linhas

elípticas e sibilinas”.
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Há, portanto, continuidade, mas também há diferença entre os dois livros. Talvez a

mais importante seja a seguinte: se em Zil há um domínio, mesmo que tênue, da

antilírica, em Um outro o peso um pouco maior é o da dominante lírica. Para Duda,

lírica e antilírica, em vez de serem termos excludentes, possibilitariam uma recíproca

iluminação, pois essas diferenças “podem conviver de modo a criar um espaço de

intercomunicação”.

No primeiro poema selecionado, que é o poema de abertura de Um outro, titulado

“Fala”, Duda está discutindo o problema da individualidade “como o limite da própria

linguagem” (Sebastião Uchoa Leite). O poema se inicia com uma referência a um

“varal” (enquanto metáfora de “lugar de máxima exposição pública”) onde se apresenta

um sujeito com a idade de 33 anos. Este número, evidentemente, está carregado de

simbolismo na cultura ocidental, pois foi a idade com que Cristo morreu. Fazer 33 anos

no Ocidente é, em geral, um momento de reflexão, de balanço. Esse sujeito, ao que

parece, comeu “o pão que o diabo amassou” (provérbio popular que significa “passar

por enormes dificuldades”). Na terceira estrofe, esse sujeito expõe o fluxo de seu

pensamento e se pergunta: repetir François Villon, poeta francês de uma individualidade

biográfica tão marcante? Recuperando suas forças, o sujeito lírico enuncia para si

mesmo: “diga trinta e três”, como que para se acostumar com esse fato intergiversável.

Este verso, no entanto, dialoga ironicamente com o poema “Pneumotórax”, de Manuel

Bandeira, redefinindo completamente o significado do dito. Como se sabe, esta frase era

falada pelos médicos no Brasil quando queriam auscultar o pulmão dos seus clientes e

verificar se eles tinham algum problema pulmonar ao repetirem “trinta e três”.

Em “Teatro ambulante” vemos o poeta experimentando o poema em prosa ou a prosa

poética, pois não é fácil decidir a quais desses “gêneros” pertence o texto. Duas coisas

poderiam chamar a atenção nessa pequena narrativa. Em primeiro lugar, um diálogo

implícito com Franz Kafka, autor de sublimes contos-enigmas. Em segundo, uma

reflexão talvez amarga sobre o significado da arte. Nesse sentido, trata-se de um texto

de “arte poética”, no sentido amplo dessa expressão, ao discutir, simultaneamente, os

problemas da perda da aura dos objetos artísticos (Walter Benjamin) e da recepção

estética. Como bem observou Sebastião Uchoa Leite a respeito do primeiro problema, o

texto “representa o retorno ao idêntico como uma necessidade que se impõe a

contrapelo do artista.” A respeito do segundo, seria o caso de pensarmos na crescente

perda de instrumentos interpretativos por parte do público transformado em mero

consumidor de objetos de arte, hoje convertidos em mercadoria como qualquer outra.

4. MARGEM DE UMA ONDA

Novamente, seria interessante considerar a opinião do próprio poeta sobre seu último

livro: “Acredito que este é mais abrangente, mais múltiplo que o anterior”. Margem de

uma onda é, inclusive, mais extenso, pois totaliza 51 poemas escritos entre 1990 e 1997.

O título não é de fácil interpretação. Talvez o poeta queira se referir à sua posição no

campo da poética brasileira hoje, situando-se no limite, ou mesmo fora dele, num
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movimento, a um só tempo, de inclusão e exclusão do campo das poéticas atualmente

em vigor. Mas também esse título pode ser lido como uma definição da tarefa da poesia,

tal como podemos ler no poema precisamente intitulado “Margem de uma onda”: “a

uma onda extrema/ quer te levar o poema// lá onde é tão difícil/ estar – onde é sem

nome”. A tarefa da poesia, portanto, seria conviver com e nomear o ainda inominado.

Alberto Martins sistematiza alguns elementos dominantes do livro e que me parecem

importantes serem aqui retomados. Para o crítico, a obra de Duda é uma “poética do

flagrante e do conciso, mas também da indagação existencial e da atenção cerrada aos

problemas da linguagem”. Em Margem de uma onda o leitor pode ter a sensação de

abrangência alcançada por um poeta que, “fiel a seu trajeto de rigor e condensação,

avança para um sentido mais amplo de captação do eu, do tempo e da realidade”, num

movimento de “abarcar o real em planos e seqüências cada vez mais articulados”. A

sintaxe, portanto, se altera: em vez da captação explosiva e desordenada dos fenômenos,

o que se busca é “apreendê-los mediante vínculos de sentido, relações temporais,

cláusulas de subordinação e outros procedimentos”. Haveria, inclusive, na trajetória dos

livros de Duda, um recuo da espacialização a favor de uma busca da temporalidade.

O poema de abertura de Margem de uma onda, intitulado “Oração com objetos”, foi

superiormente comentado por Luiz Costa Lima no texto de apresentação que escreveu

para o livro. Analisando os traços da ambivalência e da desconexão dos poemas de

Duda, escreve o crítico: “Parta-se mesmo deste: ‘um mútuo desgarre/ desterra as partes/

que parem o mundo’. Porque ‘imersos na mais compacta exterioridade’, os objetos (...)

provocam neste humano uma sensação de vácuo e extravio. Isso leva o poeta a escrever

o dístico final: ‘amor/ me acolhe’. Mas que escreve? Uma frase declarativa ou que

solicita? Ao reler o poema, o leitor reencontra seu título, ‘Oração com objetos’ e, com

ele, a irredutível ambivalência: ‘oração’ tanto pode se entender no sentido gramatical

como na acepção de prece. A ironia circula entre os dois sentidos.” Seria talvez o caso

de acrescentar que, para além da ironia, o dístico final surge como índice de promessa

ou, pelo menos, de grito agônico, chamando a atenção para a superação da própria

ironia. É o que também podemos encontrar na estrofe final de um poema que aqui não

foi traduzido, mas que é importante citar neste contexto. Trata-se do poema “De um

instante a outro”, onde lemos: “pode-se até mesmo/ dizer esperança,/ mas conseqüente,/

já que deixa visível/ a decepção da qual/ provém e depende”.

Esse desejo de futuro e de encontro é visível, por exemplo, num poema como

“Margem de uma onda”, acima citado. É só pensarmos na referência implícita nos

versos: “ondas do mar de Vigo/ como hei de estar contigo?”. Aqui, o poeta está citando

livremente uma cantiga d’amigo de Martín Códax, jogral galego do século XIII. No

poema de Códax lemos, em uma de suas transcrições possíveis, nos dois primeiros

versos: “Ondas do mar de Vigo,/ acaso vistes meu amigo?” Estes versos, que vêm sendo

ultimamente glosados na poesia em língua portuguesa, aqui são refuncionalizados na

perspectiva da possibilidade de comunhão entre poeta, poesia e o outro (o leitor).

No poema “Espécime” é novamente Kafka que poderia ser presentificado. Mas aqui

numa forma ainda mais cara ao autor de A metamorfose: o apólogo. O animal (o

homem) do poema realiza o aparente paradoxo de saltar somente depois que apaga o
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seu rastro. Mas não é este o próprio cerne da arte? Disfarçar, mascarar com perfeição

suas engrenagens, o funcionamento da máquina? Novamente, estamos diante de uma

definição possível da “arte poética”. E se há ironia, talvez haja mais maravilhamento.

Aqui não é o lugar para desenvolvermos essas correlações, mas não apenas nesse poema

e no já citado “Teatro ambulante” podemos detectar um diálogo entre a obra de Duda

Machado e de Franz Kafka, pois este também pode estar presente em outros textos do

poeta.

Sobre o poema “Giro” há um comentário de Vera Lins que me parece oportuno: “O

tópos da ilha é substituído pela cidade deserta. No que parece uma conversa com

Baudelaire, que trazia à cena poética, no início da modernidade, a cidade, a multidão e o

convite à viagem, em ‘Giro’, a fuga à Ilha de Citera virou pacote de viagem – sonho de

milhões, que esvaziam a cidade de uma intervenção humana, estamos no deserto dos

homens, também já do poeta francês.”

Por fim, a seleção se conclui com o epifânico poema “Espaço com vozes”. Abstenho-

me de comentá-lo, para além de indicar sua natureza epifânica, pois poderia ferir sua

perfeição e delicadeza. Ele seria um ótimo exemplo de um dos grandes movimentos

encenados pelo livro e tão bem captado por Alexandre Martins: “enquanto o eu

esgarçado, sujeito à descontinuidade das coisas, tem no discurso irônico, elíptico, sua

quase ou única possibilidade formal, os poemas de ‘Margem de uma onda’ aspiram

igualmente a ‘uma perspectiva/ que domine também a ironia’ (in ‘Vida Nova’). Daí a

busca, ao longo de todo o livro, de uma forma que abranja tanto a fina veia analítica

quanto um desejo fluido de encantamento e metamorfose.”

NOTA BIOBIBLIOGRÁFICA

Duda Machado (Carlos Eduardo Lima Machado) nasceu no dia 3 de maio de 1944, em Salvador,

Bahia. Formou-se em Ciências Sociais em 1967, realizou algumas experiências com o cinema

(chegou a fazer um curta-metragem de ficção em 1968) e escreveu letras de música. Viveu no Rio

de Janeiro nos anos 70, onde editou o número único da revista Polem (1974) e publicou o livro de

poemas Zil (Rio de Janeiro: Grupo de Planejamento Gráfico, 1977). Nesse mesmo ano, voltou para

Salvador e, em 1980, mudou-se para São Paulo. Fez mestrado e doutorado em Letras na

Universidade de São Paulo. Sua tese de doutorado foi a respeito do livro Galáxias, de Haroldo de

Campos. Seu segundo livro de poemas, Crescente (1977-1990) (São Paulo: Duas

Cidades/Secretaria de Estado da Cultura, 1990. Coleção Claro Enigma), traz a reedição de Zil e um

livro inédito, intitulado Um outro. Trabalhou como coordenador editoral na Editora da

Universidade de São Paulo. Publicou, ainda, o livro de poemas Margem de uma onda (São Paulo:

Ed. 34, 1997). Atualmente é professor de Teoria Literária do Departamento de Letras da

Universidade Federal de Ouro Preto. No momento, está realizando o seu pós-doutorado. Publica

freqüentemente poemas nas principais revistas literárias do Brasil. Escreveu ainda alguns ensaios

de crítica literária divulgados na Revista USP e publicou um livro de poemas para crianças,
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intitulado Histórias com poesia, alguns bichos & cia. (São Paulo: Ed. 34, 1997. Ilustrações de

Guto Lacaz).
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DUDA MACHADO

VIVER 　　　生きる

　　　Nulla dies sine linea　　　　　　　　　　　　　Nulla dies sine linea

dias 日々

dias sem nenhuma linha 一行もない不行状の日々

nenhuma linha 一行も

salvo o horizonte 地平線があるだけ

dias de nenhuma linha 一行もなしの日々

nenhuma 一行も

dias de dias de dias: o horizonte 日々に日々に日々：地平線

dias sem nenhuma linha 一行もない日々

dias sem mais nenhuma linha さらに一行もない日々

dias sem mais nenhuma linha um さらに一行もない日々一*

um sem mais nenhuma linha o horizonte 　　　 さらに一行もないもの地平線

sem nenhuma linha 一行も

dias 日々

um 一

sem mais nenhuma linha さらに一行も

nenhuma linha 一行も

nenhuma 一つも

　　　　　　　　　　　　　*漢数字の「一」。「日」にも「地平線」にもかけて読める。

＊＊＊

habitar os abismos 深い淵に棲む

manter a face 顔を太陽に

voltada para o sol 向けたまま

habitar 棲む

manter os abismos 深い淵を太陽に

voltados para o sol 向けたまま

os abismos 深い淵

a face 顔

o sol: 太陽：

gozo louco 狂おしい喜び
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FALA  　　　はなし

no varal: 物干し台で：

os trinta e três 三十三

o pão 悪魔がこねる*

que o diabo amassa パン

às vezes ときには

em salvas de prata 銀のプレートで

às vezes ときには

não こねず

“o quê? 「なんでまた？

uma queda autobiográfica 自伝を書き始め？

a essa altura do campeonato? いまごろ？

villon já passou por aí ヴィヨンや

e tantos outros. 　　　　 　　　　 ほかの大勢の二番煎じかい

diga trinta e três” 三十三と言ってみるんだね」

e daí? それで？

eu sou mais eu 私がもっとも私なのさ

– ou melhor – ̶̶というか̶̶

não existe ほかにはいないのさ

ninguém だれも

que possa estar 私の代わりを

em meu lugar 務められる人は

não é este ここじゃないのか

o limite どの言語も

que quer 求める

toda linguagem? 極限は？

a vida é 生とは

sem medida 測り知れぬもの

e isto それは

é rigor 確固たる事実

*「悪魔がこねるパンを食べる」で「非常に

苦労する、窮地に立たされる」の意味がある。
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TEATRO AMBULANTE

Há três anos, representavam a mesma peça. O sucesso era tão grande e tantos os pedidos

vindos de cidades do interior, que resolveram excursionar. Mas as viagens, ao contrário do que

esperavam, iam acentuando ainda mais o cansaço e a rotina daquelas representações sempre idênticas.

Para aliviar-se, os atores foram aumentando cada vez mais os trechos improvisados até que, pouco a

pouco, a história e as personagens começaram a se alterar. Por fim, a peça se transformou. Mas a

platéia não dava mostras de reparar naquela completa mudança. Ninguém reclamava e o público

aceitava entusiasmado o outro drama representado e a presença daqueles atores famosos. Estes

sentiam-se revigorados e o segredo da metamorfose atuava como um pacto a fortalecer a ligação

entre eles.

Uma noite, passado algum tempo, sem que pudessem compreender ou controlar o que

acontecia no palco, as palavras e os gestos que executavam, começaram a tornar-se alheios,

irreconhecíveis. No segundo ato, todo o elenco estava assustado e atordoado. No entanto, no

momento de cada réplica ou ação, o pânico desaparecia. Terminado o espetáculo, o público aplaudiu

com o entusiasmo de sempre. Nos camarins, os atores mal conseguiam se entreolhar. Só mais tarde

quando jantavam no restaurante do hotel, é que se sentiram capazes de reconhecer com excitação que

haviam seguido diálogo por diálogo, cena por cena, a peça original, abandonada algum tempo atrás.

旅芝居

　三年間、同じ芝居ばかりをやっていた。あまりに好評であまりにたくさんの声が地方の都市からか

かったため、興行に出ることにした。だが巡業は、予想に反して、さらに疲労を強めるばかりで、マ

ンネリ化した公演はいつも変わりばえがしなかった。気分を変えようと、役者らは毎回徐々にアドリ

ブを増やしてゆき、やがて話や人物は少しずつ変わっていった。ついに作品は別のものになった。だ

が観客は、その一変ぶりに気づいた様子もない。だれ一人文句も言わず、様変わりしてしまった演目

と、かの名高き役者の存在を感激して受け容れる。役者らは新たな活力をもらい、その変容の秘薬は

まるで彼らの絆を強める契りのように利いた。

　しばらくたったある晩のこと、舞台で起こっていることが理解できず統制が取れなくなり、口にし

ているせりふや演技は自分のものではなくなって、わけがわからなくなった。第二幕目には、役者ら

全員に驚きと動揺が広がっていた。だが、せりふと動作のひとつひとつを演じるうちに、混乱は収ま

っていった。幕が下りてみると、観客はいつものとおり拍手大喝采をおくっていた。楽屋で役者たち

は、目を合わすこともできなかった。ようやく余裕が出てきたのは、ホテルのレストランで食事をし

ていたときだった。そこで初めて、各せりふ、各場面のどれをとっても、それらがしばらく前に打ち

捨てた原作どおりであることに気づいて、興奮したのであった。
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JUNTOS 一緒

o horizonte é a luz 地平線は

que em cor tão unânime すっかり同一色に染まり

apaga as superfícies 自らが糧とする

de que vive 表面を消してしまう光

esta paisagem この風景は

é só o sopro ただ存在するだけの

de um instante-abismo 一瞬/深き淵の

que apenas há ほんのひと吹き

ei-los depois. やがて立ち現われる。

recém-nascidos, 新生児が、

já se respiram: もう息をして：

contemplador, 凝視する人、

horizonte, 地平線、

céu e mar. 　　　　　 空と海。

ORAÇÃO COM OBJETOS ものと共に唱える祈り

　　　　　　　a Ana Helena 　Ana Helena へ捧げる

desconectados, imersos 分解され、潜りひそむ

na mais compacta exterioridade もっとも緻密な外面性に

já não se atingem もはや互いを寄せつけず

em seus próprios domínios 自らの王国に閉じこもり

um mútuo desgarre 互いの乖離が

desterra as partes この世を生み出す

que parem o mundo 部分を放逐する

— volta à superfície ̶̶表面に帰って来い

ânimo 元気を出せ

salve さあ



 xliv

definição vária 生きものの、ものの、状態の

de seres, coisas, estares さまざまだな定義

alma do gesto que escolhe 選びとるしぐさの心

olho que impele o toque 触りたくなる目

amor 愛よ

me acolhe わたしを受け止めておくれ

MARGEM DE UMA ONDA 波の縁

você entra no mar あなたが海に入っても

mas é deserto そこは砂漠

areia empedran- 骨の芯まで石

do até os ossos 化する砂

(ondas do mar de Vigo （ヴィーゴの海の波よ

como hei de estar contigo?) 　 どうしておまえと居られよう？）

mar que se diz deserto 砂漠と称する海

mas onde água é ter nome だがそれは水が名称を持つ範囲のこと

a uma onda extrema 境界の波へ

quer te levar o poema 詩はおまえを連れて行くという

lá onde é tão difícil はるか彼方の存在自体が

estar — onde é sem nome 困難な̶̶名のなき̶̶あの場所へ

CARTÕES-POSTAIS 絵はがき

Atravessar a obscuridade aclara. 闇を通り抜けると光射す。

Do rigor da ausência surge o sentido. 不在の厳密から意味は生まれる。

O que foi se renova e revém sob luz rara. 過去は更新されまばらな光の下に帰来する。

Viver inclui o que poderia ter sido.　　　　　  生きることにはあったかもしれない過去も

　含まれる。
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MERIDIANO 子午線

tempestades sem céu 一睡もせず明かした夜の

de noites em claro 空なき嵐

em que o espírito そこでは精神が

rasga a carne 肉体を引き裂き

e a memória se contrai 記憶が萎縮する

ante um mapa 地図を前に

de linhas equívocas 曖昧な線の

cujos pontos foram percorridos 点から点を辿る

ao vivo リアルタイムで

entre gestos hipnoticamente acesos 睡眠にかけられたように爛々と輝いて

ignorantes 　　　 無知で

inacessíveis estrelas: 手の届かぬ星：

viver também pode 生きることはやはり

ser longe 遠いことなのかもしれない

acordar é raro 目覚めることがまれ

breve 束の間のこと

um cochilo, piscar de olhos まどろみ、瞬き

por onde irrompe その間隙を縫って

o entrevisto espanto 立ち現われる驚き

do que somos 私たちとは何なのか

acordar é um sonho 目覚めこそが夢

ESPÉCIME 種族

Este animal この獣

— que artista — ̶̶なんという芸術家̶̶

só dá o salto 飛ぶのはいつも

depois de desfazer 自分の足跡を

seu próprio rastro 消してから



 xlvi

GIRO
そぞろあるき

漫 歩

　a Hélio R. S. Silva 　　　　　Hélio R. S. Silva へ

Mon cher, 　　　Mon cher,

hoje a fuga é 　　　こんにち逃避は

o sonho de milhões. 　　　百万の夢。

(Daqueles mortais, filhos da nova ânsia 　　（幼き時代を大衆として過ごした

que foram a multidão em sua infância.) 　　　新しい不安の申し子であるあの死せる者たちの。）

E talvez 　　　そしておそらく

o desejo de fuga ou 　　　逃避か

de consumo sem fadiga, 　　　疲れを知らぬ消費への欲望、

última visão da Ilha, 　　　すなわち「島」という最後の幻想が、

agora esconda 　　　今は隠しているのかもしれない

— recalcada, inquieta — 　　　̶̶抑鬱され、不安に駆られた̶̶

uma imagem coletiva: 　　　ある集団のイメージを：

a Cidade Deserta. 　　「無人の街」。

Entre cimento 　　 　　　セメントと

e fumaça, 　　　煙に紛れて、

somos 　　　私たちは

tão só o vento 　　　そこを吹き抜ける

que por 　　　ただの

ela passa. 　　　風。



 xlvii

ESPAÇO COM VOZES 　　　声のある空間

junto aos montes, abandonando 　　　山腹の

as grutas, as vozes iam 　　　岩屋をあと、声たちは行く

se firmando uma a uma, até 　　　おのおのが自信を深めながら、終いには

se apresentarem todas lado 　　　全員が横一列に並んで姿を

a lado, em tons e falas variadas 　　　見せる、口々にさまざまなことを言いながら

ainda que o teor 　　　たとえはなしの

das falas fosse claro, 　　　内容は明快でも、

sua coexistência prevalecia 　　　その共存の方が

sobre o que era dito 　　　話された事柄に勝り

e afirmava seu principal sentido 　　　その主意を明言していた

também as vozes, apesar 　　　というのも声たちは、その

da vibração contínua, 　　　絶え間ない振動にも拘わらず、

insinuavam uma existência além 　　　ある存在をほのめかしていたから

de seu próprio limite físico 　　　己の肉体的限界をも超える存在を

enquanto se deixavam 　　　己の姿を空中に

traduzir no espaço 　　　訳出させながら

como se abandonando 　　　まるで山腹の

as grutas junto aos montes, 　　　岩屋をあとにして

ganhassem o ar, 　　　空へとはばたき

encobrissem o rio, o vale, 　　　川を、谷をも覆うかのように

à imagem de nuvens tomadas 　　　自己確立への野心に

pela ambição de fixar-se 　　　とりつかれた雲さながらに

（訳：武田千香）



公開講座

　「世界の神々」
　10月 8日～ 11月 12日　全 6回
　主催　総合文化研究所
　西永良成、水野善文、岡田知子、栗田博之、
　八木久美子、渡辺雅司

特別学術シンポジウム

　「《記憶の場》の問いから
――想起すること /忘却すること /叙述すること――」
　11 月 22 日
　共催　総合文化研究所／海外事情研究所
　協力　駐日フランス大使館
　後援　朝日新聞社
　協賛　岩波書店
　ピエール・ノラ（アカデミー・フランセーズ会員）、
　イ・ヨンスク（一橋大学）、成田龍一（日本女子大学）、
　西永良成、鈴木茂、孫歌、工藤光一、岩崎稔

映写会

　「映像から観る台湾」
　5月 14日～ 12月 10日　全 6回
　主催　台湾文化研究会
　後援　総合文化研究所

学術講演会

　　　　「香港文学に関する諸問題」
　　　　12月 11日
　　　　梁秉鈞（香港嶺南大学）
　共催　中国語研究室　総合文化研究所

　　　　「読むことと書くこと」
　　　　3月 4日
 リュドミラ・ウリツカヤ
　主催　総合文化研究所

シンポジウム

　「台湾、アイデンティティのゆくえ」
　12月 13日
　主催　台湾文化研究会
　後援　総合文化研究所
　辻昭二郎（熊本大学）、小出正之（映画監督）、
　佐藤公彦、三尾裕子、蕭幸君、中山智香子

編
集
後
記

　

線
は
な
ぜ
引
か
れ
、
境
界
と
な
る
の
か
。
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
な
か
に
も
、

越
え
て
は
な
ら
な
い
（
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
）
線
は
お
び
た
だ
し
く
存
在
す
る
。

そ
し
て
、
線
＝
境
界
は
、
禁
止
な
い
し
禁
忌
と
い
う
抑
圧
や
命
令
を
は
ら
む
た
め
に
、

か
え
っ
て
そ
の
侵
犯
に
対
す
る
欲
望
を
つ
ね
に
誘
い
出
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、〈
越

境
〉
と
い
う
行
為
に
は
、
人
間
の
強
さ
と
弱
さ
を
め
ぐ
る
根
源
的
な
ド
ラ
マ
が
立

ち
現
れ
る
の
だ
。〈
越
境
〉
は
あ
る
意
味
で
、
人
間
の
宿
命
で
あ
り
、
あ
る
い
は
人

間
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
生
け
る
も
の
み
な
）
の
基
本
的
な
条
件
と
さ
え
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
世
界
の
神
話
や
伝
説
で
、
繰
り
か
え
し
語
ら
れ
る
禁
忌
と
侵
犯

の
モ
チ
ー
フ
も
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
が
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
や
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
を
モ
デ
ル
に
明
ら
か
に
し
た
カ
ー
ニ
バ
ル
論
も
明
ら
か
に

〈
越
境
〉
の
本
質
に
根
ざ
す
も
の
だ
。
し
か
し
他
方
、
そ
う
し
た
境
界
そ
の
も
の
や
、

境
界
を
越
え
る
行
為
の
も
つ
意
味
が
、
か
つ
て
の
よ
う
に
一
義
的
で
は
な
く
な
り
、

た
え
ざ
る
変
化
や
流
動
性
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
あ
る
事
実
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
。
人
、
情
報
、
資
本
、
ウ
ィ
ル
ス
を
含
め
た
文
化
総
体
が
向
か
い
つ
つ
あ
る

世
界
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
い
っ
た
ん
は
消
え
去
る
か
に
み
え
た
境
界
が
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
ホ
ッ
ト
で
神
経
症
的
な
ト
ポ
ス
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。『
総
合
文
化
研

究
』
第
７
号
で
は
、そ
う
し
た
〈
境
界
〉
と
〈
越
境
〉
が
は
ら
む
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

所
員
の
先
生
方
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
に
即
し
た
力
強
い
論
考
を
頂
く
こ

と
が
で
き
た
。
微
力
な
が
ら
も
、
本
特
集
の
企
画
立
案
に
携
わ
っ
た
も
の
と
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
の
総
合
文
化
研
究
所
に
お
い
て
、
本
テ

ー
マ
が
、
今
後
も
持
続
的
な
関
心
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
。

本
号
の
編
集
実
務
は
、
研
究
所
の
優
秀
な
補
佐
た
ち
に
す
べ
て
を
お
任
せ
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
岸
井
紀
子
さ
ん
、
福
岡
由
仁
郎
君
、
栗
山
陽
子
さ
ん
の
三
人
の

献
身
的
な
お
仕
事
ぶ
り
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

（
亀
山
郁
夫
・
関
口
時
正
）
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