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巻
頭
言

 

総
合
文
化
研
究
所
長

　
　
荒 

こ
の
み

　 

夏
の
終
わ
り
に
ア
メ
リ
カ
南
部
で
発
生
し
た
大
型
ハ
リ
ケ
ー
ン「
カ
タ
リ
ー
ナ
」は
、

自
然
災
害
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
対
応
に
お
い
て
は
人
災
で
あ
っ
た
。
8
月
26
日
に

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
知
事
ブ
ラ
ン
コ
が
、
緊
急
事
態
宣
言
を
出
し
、
翌
日
に
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ

州
も
緊
急
事
態
を
宣
言
し
た
。
同
時
に
ブ
ラ
ン
コ
知
事
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
連
邦

政
府
の
救
援
を
依
頼
す
る
の
だ
が
、
大
統
領
は
そ
の
間
、
友
人
の
誕
生
日
パ
ー
テ
ィ
で

大
型
ケ
ー
キ
の
前
で
談
笑
す
る
写
真
が
報
道
さ
れ
は
し
て
も
、
災
害
対
策
を
真
剣
に
考

え
て
は
い
な
か
っ
た
。
連
邦
部
隊
が
投
入
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
2
日
後
で
あ
る
。

　
今
日
の
C
N
N
の
一
方
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
は
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
が
日
常
的
に
世
界
の
各
地
の
出
来
事
を
映
像
で
知
る
手

段
と
し
て
、
こ
の
テ
レ
ビ
局
の
影
響
力
は
大
き
い
。「
カ
タ
リ
ー
ナ
」
の
報
道
を
通
し

て
、
私
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
南
部
の
現
状
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
か
。
被
災
者
の
大
多
数
が
白
人
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
、
テ
レ
ビ
は
率
直
に
映
し

出
し
て
い
た
。

　
今
年
度
の
研
究
所
の
企
画
と
し
て
実
施
し
た
全
12
回
の
水
曜
文
化
講
座
は
、
前
期
の

終
わ
り
に
は
詩
人
吉
増
剛
造
氏
の
「
言
葉
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
が
あ
り
、
後
期
の
最

終
回
に
は
、
金
時
鐘
氏
の
「
詩
の
は
な
し
・
詩
の
朗
読
」
が
あ
っ
て
大
盛
会
の
う
ち
に

終
了
し
た
。
毎
回
、
聴
衆
の
方
々
か
ら
「
と
て
も
感
動
し
た
、
勉
強
に
な
っ
た
」
と
い

う
言
葉
を
聞
く
た
び
に
、
大
変
に
嬉
し
く
研
究
所
の
存
在
の
意
義
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
金
時
鐘
氏
は
5
篇
の
詩
を
朗
読
さ
れ
た
が
、「
帰
る
」
と
い
う
詩
は
半
世
紀
ぶ
り
の

故
郷
訪
問
を
、「
残
っ
た
何
が
私
に
あ
っ
て
帰
れ
る
何
が
そ
こ
に
あ
る
の
か
」
と
い
う

言
葉
で
魂
の
う
め
き
を
声
に
し
た
。
本
号
の
特
集
と
響
き
あ
い
、「
ホ
ー
ム(

故
郷)

」

と
私
た
ち
の
関
係
性
を
ふ
た
た
び
考
え
て
み
る
。
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カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
─
─
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
と
ロ
ー
マ
の
間
で
─
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
崎　

務

一　
は
じ
め
に　
恋
愛
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩

　

古
代
ロ
ー
マ
の
恋
愛
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い

て
は
、
男
性
の
詩
人
が
、
現
実
の
こ
と
で
あ
れ
、
架
空
の
こ
と
で
あ
れ
、

あ
る
一
人
の
女
性
に
対
す
る
自
分
の
恋
愛
を
一
人
称
で
語
る
。
い
わ
ゆ
る

「
主
観
的
恋
愛
詩
」
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ

を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
詩
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
が
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
ウ
ァ

レ
リ
ウ
ス
・
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
で
あ
り
、
レ
ス
ビ
ア
と
呼
ぶ
女
性
と
の
恋
の

あ
り
さ
ま
を
自
己
の
経
験
と
し
て
歌
い
、
恋
人
に
対
す
る
自
分
の
真
情
を

吐
露
し
た
。

Iucundum
, m

ea uita, m
ihi proponis am

orem
hunc nostrum

 inter nos perpetuum
que fore.

di m
agni, facite ut uere prom

ittere possit,
atque id sincere dicat et ex anim

o,
ut liceat nobis tota perducere uita
aeternum

 hoc sanctae foedus am
icitiae.

　

喜
ば
し
い
愛
を
、
ぼ
く
の
命
よ
、
君
は
ぼ
く
に
申
し
出
て
く
れ
る
、
互

い
に
交
わ
す
ぼ
く
た
ち
の
こ
の
愛
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
。
大
い
な
る

神
々
よ
、
彼
女
が
真
実
と
な
る
約
束
を
な
し
う
る
よ
う
に
し
給
え
、
そ

し
て
そ
れ
を
偽
り
な
く
心
か
ら
言
う
よ
う
に
し
給
え
、
ぼ
く
た
ち
が
生

涯
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
終
生
の
神
聖
な
友
情
の
契
約
を
貫
き
通
す
こ
と

が
許
さ
れ
る
た
め
に
。（
第
一
〇
九
歌
）

1

こ
の
よ
う
な
詩
に
は
、
詩
人
が
恋
愛
と
い
う
も
の
に
対
し
て
抱
い
て
い
た

理
想
の
表
明
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
恋
愛
に
よ
る
男
女
の

関
係
は
、
相
互
的
で
、
終
生
に
わ
た
る
永
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
情
熱
を

伴
っ
た
誠
実
な
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
あ
る
こ
と

を
詩
人
は
願
っ
て
い
る

2
。
ま
た
、
こ
の
関
係
は
「
神
聖
な
友
情
の
契
約
」

と
も
言
わ
れ
る
。
い
さ
さ
か
恋
愛
を
表
現
す
る
に
は
適
さ
な
い
と
思
わ
れ

る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
詩
人
が
恋
愛
の
少
な
く
と
も
あ

る
側
面
を
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
（
友
情
）
の
一
種
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
き
た

3
。
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
と
は
、
伝
統
的
に
ロ
ー
マ
の
貴

族
的
階
級
の
人
々
の
間
で
育
ま
れ
、
尊
重
さ
れ
て
き
た
倫
理
的
、
美
的
規

範
で
あ
り
、
男
子
と
男
子
と
の
間
で
遵
守
さ
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る
。

こ
の
関
係
を
表
わ
す
一
連
の
用
語
が
存
在
し
、
次
の
詩
に
は
そ
れ
ら
の

用
語
が
よ
り
明
確
に
使
わ
れ
て
い
る
。

Siqua recordanti benefacta priora uoluptas
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̶̶̶〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク̶̶̶

est hom
ini, cum

 se cogitat esse pium
,

nec sanctam
 uiolasse fidem

, nec foedere nullo
diuum

 ad fallendos num
ine abusum

 hom
ines,

m
ulta parata m

anent in longa aetate, Catulle,
ex hoc ingrato gaudia am

ore tibi.

　

も
し
人
が
以
前
に
尽
く
し
た
誠
を
思
い
出
す
と
き
に
、
自
分
は
徳
義
を

守
り
、
神
聖
な
信
義
を
冒
し
た
こ
と
も
、
い
か
な
る
契
約
に
お
い
て
も

人
を
欺
く
た
め
に
神
々
の
権
威
を
悪
用
し
た
こ
と
も
な
い
と
考
え
て
、

愉
悦
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
喜
び
が
こ
の
報
わ
れ
な
い
愛
か
ら

生
ま
れ
て
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
よ
、
長
い
人
生
の
果
て
ま
で
お
前
の
た
め

に
続
く
こ
と
に
な
る
。（
第
七
六
歌
、
一
│
六
）

「
誠
（benefacta

）」、「
徳
義
を
守
る
（pium
）」、「
神
聖
な
信
義

（sanctam
...fidem

）」、「
報
わ
れ
な
い
（ingrato
）」
と
い
っ
た
言
葉

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
従
来
ロ
ー
マ
社
会
で
は
純
粋
な

恋
愛
は
成
り
立
ち
に
く
く
、
上
流
階
級
に
お
け
る
結
婚
は
政
略
的
意
図
に

よ
る
こ
と
が
多
く
空
虚
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
の
中
で
、
自
分

た
ち
の
恋
愛
の
あ
り
方
、
そ
し
て
新
し
い
恋
愛
の
可
能
性
を
歌
お
う
と
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
恋
愛
の
位
相
は
こ
れ
ま
で
に
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
言
葉
を
必
要
と
し
た
が
、
そ
こ
で

詩
人
が
見
出
し
た
の
が
こ
れ
ら
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
に
関
連
す
る
用
語
で

あ
っ
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
詩
に
お
い
て
恋
愛
を
遊
戯
的
に

歌
う
の
に
盛
ん
に
使
わ
れ
た
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
形
に
乗
せ
て
、
こ
れ
ら
の
言

葉
を
用
い
て
真
剣
に
自
己
の
恋
愛
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
実
験

的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
恋
愛
に
現
を
抜
か
す
な

ど
と
い
う
こ
と
は
れ
っ
き
と
し
た
ロ
ー
マ
男
子
に
と
っ
て
最
も
恥
ず
べ

き
こ
と
で
あ
り
、
恋
の
詩
を
作
る
な
ど
は
、
座
興
と
し
て
ま
さ
に
人
生
の

余
っ
た
時
間
に
な
さ
れ
る
べ
き
手
慰
み
で
あ
る
と
し
て
白
い
目
を
向
け

る
世
間
に
対
し
て
、
恋
愛
が
単
な
る
遊
び
で
は
な
く
、
大
人
が
献
身
す
る

に
値
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
時
の
欲
情
に
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
倫

理
的
な
意
味
を
持
ち
う
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
し
て
、
自
分
た

ち
の
新
し
い
価
値
観
を
主
張
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
、
遊
女
を

相
手
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
人
目
を
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
い
不
義
の
恋
で

あ
っ
て
さ
え
も
、
詩
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
倫
理
が
支
配
す

る
関
係
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
恋
愛
詩
、
と
り
わ
け
、
エ
ピ
グ
ラ
ム
と
呼
ば
れ

る
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
は
、
そ
の
実
験
的
性
格
か
ら
詩
的
表
現
と
し
て
は
必
ず

し
も
明
快
な
も
の
で
は
な
い
が
、
恋
愛
と
恋
愛
詩
に
新
し
い
地
平
を
開
い

た
も
の
と
し
て
若
い
ロ
ー
マ
人
た
ち
に
は
新
鮮
に
受
け
取
ら
れ
た
に
違

い
な
い
。
実
際
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
敷
い
た
道
を
進
む
詩
人
た
ち
が
現
わ

れ
、
一
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
第
一
〇
九
歌
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
ア
ミ
ー
キ

テ
ィ
ア
的
な
関
係
と
し
て
の
恋
の
永
続
を
約
束
し
て
み
せ
た
の
は
、
恋
人

レ
ス
ビ
ア
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
彼
女
か
ら
の
う
れ
し

い
は
ず
の
約
束
を
大
い
に
疑
っ
て
い
る
。「
真
に
」、「
誠
実
に
」、「
心
か
ら
」

と
い
っ
た
強
調
の
言
葉
の
し
つ
こ
い
ほ
ど
の
積
み
重
ね
が
、
逆
に
そ
れ
を

明
ら
か
に
し
て
い
る

4
。
結
局
は
破
局
に
至
る
と
こ
ろ
ま
で
が
一
連
の
詩

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
恋
の
相
手
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が

理
想
的
に
思
い
描
く
恋
愛
関
係
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
は
な
か
っ
た
し
、
ア

ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
の
ル
ー
ル
を
忠
実
に
守
る
よ
う
な
女
性
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
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の
情
熱
は
す
ぐ
に
冷
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
女

性
だ
か
ら
こ
そ
、
詩
人
に
は
自
分
の
感
情
と
欲
望
が
い
っ
そ
う
高
ま
る
の

が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
が
恋
愛
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
次
の
よ

う
な
詩
句
は
そ
の
よ
う
な
精
神
的
状
態
を
表
現
し
て
い
る
。

nunc te cognoui: quare etsi im
pensius uror,

m
ulto m

i tam
en es uilior et leuior.

qui potis est, inquis? quod am
antem

 iniuria talis
cogit am

are m
agis, sed bene uelle m

inus.

　

今
ぼ
く
に
は
君
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
い
っ
そ
う
激

し
く
燃
え
て
い
る
が
、
し
か
し
、
君
は
ぼ
く
に
と
っ
て
前
よ
り
は
る

か
に
安
く
、
軽
い
。「
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
う
る
の
」
と
君

は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
不
実
は
、
恋
す
る
者
の
愛
を
い
っ

そ
う
大
き
く
は
す
る
が
、
好
意
は
小
さ
く
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。（
第

七
二
歌
、
五
│
八
）

H
uc est m

ens deducta tua m
ea, Lesbia, culpa

atque ita se offi
cio perdidit ipsa suo,

ut iam
 nec bene uelle queat tibi, si optim

a fias,
nec desistere am

are, om
nia si facias.

　

ぼ
く
の
心
は
君
の
罪
で
、
レ
ス
ビ
ア
よ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て

し
ま
い
、
自
ら
の
献
身
に
よ
っ
て
自
分
で
自
分
を
破
滅
さ
せ
て
し
ま
っ

た
、
も
は
や
、
君
が
聖
人
と
な
っ
て
も
君
に
好
意
を
持
て
ず
、
君
が
何

を
し
よ
う
と
愛
す
る
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
。（
第
七
五
歌
）

こ
の
よ
う
な
恋
愛
に
お
け
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
は
と
く
に
エ

ピ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
分
析
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
レ
ス
ビ
ア
を
歌
う

長
い
詩
に
お
い
て
も
詩
人
の
心
の
揺
れ
が
現
わ
れ
る
。
第
六
八
歌
で
は
、

レ
ス
ビ
ア
は
女
神
ウ
ェ
ヌ
ス
に
比
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
ラ
ー
オ
ダ
メ
イ
ア

と
プ
ロ
ー
テ
シ
ラ
ー
オ
ス
の
神
話
を
引
用
し
て
賛
美
さ
れ
る
が
、
一
方
で

は
、
実
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
一
人
に
満
足
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
告
白
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
な
お
か
つ
詩
人
は
、
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
と
い
う
原
則
を

放
棄
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
恋
人
を
「
す
ば
ら
し
い
夜
に
ひ
そ

か
な
贈
物
を
与
え
て
く
れ
た
」（
一
四
五
）
と
し
て
容
赦
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
恋
愛
詩
に
見
ら
れ
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
つ
い
て

は
、
恋
に
お
け
る
苦
悶
の
真
剣
な
告
白
が
詩
人
自
身
の
実
際
の
恋
愛
体
験

に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
真
実
性
ゆ
え
に
、
エ
レ
ゲ
イ
ア
形
式

の
持
っ
て
い
た
遊
戯
的
な
性
格
や
従
来
の
恋
愛
詩
の
ト
ポ
ス
を
脱
却
す

る
こ
と
が
不
可
避
と
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
内
省
的
な
抒
情
詩
が
生
ま
れ

て
い
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た

5
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
お
け
る
真

の
抒
情
詩
の
誕
生
が
、
詩
人
自
身
に
よ
る
自
己
の
内
面
の
凝
視
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
本
論
で
は
、
こ
の
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
に
お
け
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
少
し
違
っ
た
観
点
か
ら
見
て
み
た

い
。
そ
れ
は
、
詩
人
の
故
郷
で
あ
る
北
イ
タ
リ
ア
の
都
市
と
、
共
和
制
末

期
の
混
乱
と
退
廃
の
中
に
あ
っ
た
都
ロ
ー
マ
と
が
、
詩
人
と
そ
の
詩
作
に

及
ぼ
し
た
相
互
作
用
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
十
八
歳
の

こ
ろ
に
ロ
ー
マ
に
出
て
、
政
治
家
と
し
て
の
立
身
出
世
を
願
う
父
親
の
思

い
と
は
裏
腹
に
、
文
学
の
道
を
志
す
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
社
交
界
に
も

出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
歌
う
恋
人「
レ
ス
ビ
ア
」
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は
、
彼
の
恋
愛
詩
に
と
ど
ま
ら
ず
、
恋
愛
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
の
生
み
の
力
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
そ
の
モ
デ
ル

で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
実
在
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
、
名
門
貴
族
の
女
性

で
あ
り
、
社
交
界
の
花
形
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
ロ
ー
マ
が

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
作
の
場
所
で
あ
っ
た
が
、
一
方
、
折
々
故
郷
へ
帰
る

こ
と
を
続
け
て
い
た
こ
と
は
詩
の
内
容
か
ら
窺
え
、
家
と
の
連
絡
は
絶
や

さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
家
督
の
後
継
者
で
あ
る
兄
の
病
死
は
、
大
き

な
悲
し
み
と
打
撃
を
詩
人
に
も
た
ら
し
も
し
た

6
。
の
ち
に
触
れ
る
よ
う

に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
郷
は
ロ
ー
マ
以
上
に
ギ
リ
シ
ア
や
東
方
世
界
と

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
兄
が
病
死
し
た
の
も
小
ア
ジ
ア

の
ビ
ー
テ
ュ
ー
ニ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
に
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
故
郷
と
そ
の
風
土
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
見

え
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
世
界
、
他
方
に
は
一
見
華
や
か
な
ロ
ー
マ
の
都
市
空

間
、
こ
れ
ら
の
間
の
往
還
が
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
に
及
ぼ
し
て
い
る
作
用

を
以
下
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

二　
故
郷
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
紀
元
前
八
四
年
こ
ろ
に
北
イ
タ
リ
ア
の
都
市

ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
（
現
在
の
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
）
で
、
地
方
の
裕
福
な
名
家

7
に

生
ま
れ
た
。
詩
人
は
、自
分
を
含
め
て
故
郷
の
人
々
を「
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー

ヌ
ス
（「
ポ
ー
川
の
北
側
に
住
む
」）
人
」
と
呼
ん
で
い
る

8
。
こ
の
地
は
、

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
時
代
に
は
ま
だ
属
州
「
ガ
リ
ア
・
キ
サ
ル
ピ
ー
ナ
」
の

一
部
で
あ
り
、
紀
元
前
四
九
年
に
ロ
ー
マ
市
民
権
が
拡
大
さ
れ
て
与
え
ら

れ
る
ま
で
そ
の
呼
び
名
は
続
い
た
。
政
治
的
に
は
ロ
ー
マ
国
外
と
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
山
脈
と
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
に
挟
ま
れ
た
地
域

で
あ
る
ガ
リ
ア
・
キ
サ
ル
ピ
ー
ナ
に
は
紀
元
前
四
〇
〇
年
こ
ろ
に
ケ
ル
ト

人
が
侵
入
し
、
以
来
略
奪
を
繰
り
返
し
、
イ
タ
リ
ア
の
安
全
に
と
っ
て
常

に
脅
威
と
な
っ
て
き
た
。
ロ
ー
マ
は
こ
の
脅
威
を
完
全
に
取
り
除
く
べ

く
、
つ
い
に
紀
元
前
二
二
四
年
か
ら
の
数
年
間
の
遠
征
で
こ
の
地
域
を
制

圧
し
て
併
合
し
た
。
ハ
ン
ニ
バ
ル
の
侵
入
に
よ
っ
て
再
び
領
地
を
失
う
と

い
う
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
二
世
紀
の
中
頃
に
は
こ
の
北
イ
タ
リ
ア
の
平
原

に
残
留
し
て
い
る
ケ
ル
ト
人
は
極
め
て
僅
か
に
な
っ
て
い
た
。

ロ
ー
マ
の
共
和
政
期
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
の
歴
史
に
つ
い
て
は

知
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
が
、
ラ
エ
テ
ィ
ー
人
が
建
設
し
た
よ
う
で
あ

り
、そ
の
後
、エ
ウ
ガ
ネ
イ
ー
人
、さ
ら
に
は
ケ
ル
ト
人
の
ケ
ノ
マ
ー
ニ
ー

族
の
町
へ
と
変
遷
し
た
上
で

9
、
ウ
ェ
ネ
テ
ィ
ー
人
の
支
配
地
と
な
っ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
紀
元
前
二
世
紀
末
に
か
け
て
移
動
を
開
始
し
て

い
た
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
人
の
キ
ン
ブ
リ
ー
族
と
テ
ウ
ト
ネ
ー
ス
族
が
イ
タ

リ
ア
の
属
州
に
侵
入
し
、
一
〇
二
年
こ
ろ
に
は
ポ
ー
川
流
域
を
目
指
し
て

南
下
し
、
こ
の
地
は
そ
の
通
り
道
と
な
っ
た
。
住
民
た
ち
は
逃
亡
し
、
こ

れ
ら
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
人
た
ち
が
北
イ
タ
リ
ア
の
一
帯
を
一
時
占
拠
し
、
略

奪
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
だ
が
長
く
は
続
か
ず
、
マ
リ
ウ
ス
率
い
る

ロ
ー
マ
軍
が
一
〇
一
年
に
ウ
ェ
ル
ケ
ッ
ラ
エ
の
戦
い
で
キ
ン
ブ
リ
ー
族

を
撃
破
し
て
占
領
地
を
取
り
戻
し
、
無
人
と
な
っ
て
い
た
土
地
を
植
民
の

た
め
に
分
割
し
配
分
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
も
有
利
な
土
地
分
配
に

浴
し
た
の
は
こ
の
ロ
ー
マ
軍
の
退
役
兵
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
八
九
年

に
は
植
民
はcolonia Latina 

10
と
し
て
組
織
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
各
地
の
軍
事
的
拠
点
が
改
め
て
植
民
地
統
治
の
中
心
と
し
て
都
市

へ
と
拡
充
・
整
備
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
メ
デ
ィ
オ
ラ
ー
ヌ
ム

（
現
在
の
ミ
ラ
ノ
）
の
よ
う
な
の
ち
に
は
大
都
市
へ
と
発
展
し
て
い
く
町
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が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
も
そ
の
よ
う
な
町
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ー
川
以
北
は
、
長
ら
く
ケ
ル
ト
人
や
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア

人
な
ど
の
異
民
族
が
侵
入
を
繰
り
返
し
て
き
た
地
域
で
、
ロ
ー
マ
に
と
っ

て
の
北
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ヌ

ス
人
と
は
、
こ
れ
ら
異
民
族
の
蹂
躙
を
被
っ
て
き
た
土
地
の
入
植
者
た
ち

が
自
分
た
ち
に
つ
け
た
呼
び
名
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
急
速
に
繁
栄
し
、
自

分
た
ち
の
達
成
に
非
常
な
自
信
と
誇
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
が

11
、
そ
の

要
因
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
肥
沃
で
広
大
な
農
地
の
恩
恵
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
略
奪
を
続
け
て
き
た
野
蛮
な
民
族
を
食
い
止
め
、

完
全
に
屈
服
さ
せ
た
栄
え
あ
る
勝
利
の
上
で
入
植
し
た
と
い
う
状
況
が

大
き
く
影
響
し
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
キ
ン
ブ
リ
ー
族
は
莫
大
な
戦
利

品
を
蓄
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
彼
ら
の
敗
戦
で
生
じ
た
多
量

の
安
価
な
奴
隷
労
働
力
と
と
も
に
、
新
し
い
入
植
者
た
ち
の
経
済
的
発
展

の
基
盤
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
は
祖
先
代
々
こ
の
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
に

住
み
続
け
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
パ

ダ
ー
ナ
の
土
地
は
、
退
役
兵
た
ち
の
入
植
を
満
た
し
て
な
お
ま
だ
十
分
に

余
裕
が
あ
る
広
さ
を
持
ち
、
も
と
の
居
住
者
が
呼
び
返
さ
れ
た
り
、
ア
ペ

ニ
ン
山
脈
の
南
の
中
部
イ
タ
リ
ア
か
ら
も
多
数
の
移
住
者
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
も
出
自
は
中
部
イ
タ
リ
ア
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
恐
ら
く
祖
父
の
代
に
こ
の
新
天
地
へ
と
移
っ
て
き
た
と

思
わ
れ
る

12
。

ワ
イ
ズ
マ
ン
は
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
新
住
民
た
ち
の
相
当
に
多
く

が
中
部
イ
タ
リ
ア
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
地
域
の
非
常
に
活
力
に

富
ん
だ
新
し
い
社
会
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
、
次
の
三
点
を

指
摘
し
て
い
る

13
。
第
一
に
は
、
こ
の
こ
ろ
の
中
部
イ
タ
リ
ア
の
地
方
都

市
の
多
く
は
む
し
ろ
ロ
ー
マ
よ
り
も
い
っ
そ
う
ギ
リ
シ
ア
化
さ
れ
て
い

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
傾
向
は
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー

ナ
の
人
々
に
も
及
び
、
自
分
た
ち
の
新
し
い
共
同
体
に
誇
り
を
抱
い
て
い

た
人
々
は
、
積
極
的
に
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
と
文
芸
を
吸
収
し
、
自
分
た
ち

の
都
市
に
い
わ
ば
箔
を
つ
け
、
格
上
げ
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
容
易

に
想
像
で
き
る
。
実
際
、
こ
の
時
期
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
だ
け
で
は
な
く
、

詩
人
や
作
家
た
ち
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
地
方
か
ら
輩
出
し
て
ロ
ー
マ

文
学
を
リ
ー
ド
し
た
こ
と
も
そ
の
証
左
で
あ
る

14
。
第
二
に
は
、
イ
タ
リ

ア
の
地
方
都
市
の
貴
族
と
い
っ
て
い
い
上
流
階
層
は
、
ロ
ー
マ
の
元
老
院

階
級
が
そ
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て
商
業
や
金
融
活
動
に
は

直
接
携
わ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
属
州
で
の
商
業
や

財
政
に
大
い
に
関
与
し
た
。
こ
の
こ
と
も
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
上
流
階

層
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
地
域
が
、
北
は
ア
ル
プ
ス
山
脈

を
越
え
て
ケ
ル
ト
人
の
諸
部
族
へ
と
至
る
、
東
は
ア
ド
リ
ア
海
沿
岸
か
ら

ギ
リ
シ
ア
さ
ら
に
は
小
ア
ジ
ア
へ
と
続
く
交
易
路
の
要
衝
で
あ
っ
た
た

め
に
、
い
っ
そ
う
活
発
な
商
業
活
動
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

地
方
貴
族
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
経
済
的
発
展
に
自
信
を
得
た
実
業
家
で

あ
り
、
商
業
を
通
じ
て
海
外
に
ま
で
及
ぶ
活
動
範
囲
を
持
っ
て
い
て
、
広

い
視
野
を
具
え
て
い
た
。
第
三
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
田
園
地
帯
の
地
域
社

会
は
、
ロ
ー
マ
人
の
伝
統
的
な
道
徳
が
最
も
根
強
く
生
き
続
け
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
道
徳
を
体
現
し
て
い
た
の
が
、
ト
ゥ
ー

ス
ク
ル
ム
で
生
ま
れ
、
少
年
期
の
大
半
を
サ
ビ
ー
ヌ
ム
地
方
の
農
家
で
過

ご
し
た
大
カ
ト
ー
で
あ
っ
た
。
カ
ト
ー
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
政
治
家
あ

る
い
は
弁
論
家
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
家
庭

生
活
が
人
生
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
家
庭
に
お
い
て
は
、
質
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実
と
倹
約
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
家
政
を
営
み
、
召
使
・
奴
隷
に
至
る
ま
で

の
家
人
を
厳
し
い
法
を
も
っ
て
律
す
る
こ
と
を
貫
い
た

15
。
ロ
ー
マ
人
に

古
く
か
ら
あ
る
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
の
観
念
も
当
然
に
尊
重
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
観
も
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
に
伝
わ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る

16
。

以
上
の
よ
う
な
中
部
イ
タ
リ
ア
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
に
及
ぼ
す
可

能
性
の
あ
っ
た
影
響
を
考
え
る
な
ら
ば
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
育
っ
た
地
方

貴
族
の
家
の
環
境
を
あ
る
程
度
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
農

耕
民
族
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
人
に
伝
統
的
な
勤
倹
・
実
直
を
旨
と
す
る
よ

う
な
道
徳
に
従
っ
て
家
庭
生
活
を
営
み
、
そ
の
一
方
、
商
業
活
動
に
よ
っ

て
利
益
を
売
る
こ
と
に
も
積
極
的
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
公
正
な

取
引
と
責
務
の
遂
行
を
重
ん
じ
る
よ
う
な
人
々
の
社
会
で
あ
る
。
そ
し

て
、
彼
ら
は
肥
沃
な
農
地
と
安
価
な
労
働
力
に
恵
ま
れ
、
経
済
的
に
有
利

な
地
理
的
条
件
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
急
速
な
発
展
を
遂
げ
、
自
分
た
ち

の
建
設
し
つ
つ
あ
る
新
都
市

17
と
地
域
に
、
イ
タ
リ
ア
人
と
し
て
の
誇
り

と
意
気
込
み
を
大
い
に
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
々
に
古
風
な
美

徳
が
生
き
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
恋
愛
詩
に
現
わ
れ
る

ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
最
初
に
述
べ

た
よ
う
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
レ
ス
ビ
ア
と
の
恋
愛
を
歌
う
と
き
、
恋
人

と
の
関
係
を
一
種
の
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
と
み
な
し
、
こ
の
道
徳
に
関
連
す

る
用
語
を
使
い
、
レ
ス
ビ
ア
に
対
し
、
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
に
基
づ
く
よ
う

な
相
互
の
恩
恵
と
義
務
の
履
行
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
恋
愛
関
係
を
表
現
す
る
に
は
奇
異

な
言
葉
の
使
い
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ

か
ら
ま
さ
に
異
郷
と
言
っ
て
い
い
ロ
ー
マ
へ
と
や
っ
て
き
て
詩
人
の
道

を
選
ん
だ
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
道
徳
の
退
廃
が
著
し
く
進
む
中
で
、
し
か

し
新
し
い
形
の
恋
愛
の
可
能
性
が
開
け
て
き
た
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
に
お
い

て
18
、
従
来
の
恋
愛
詩
と
は
異
な
る
恋
愛
詩
を
試
み
た
の
で
あ
っ
て
、
い

わ
ば
、
恋
愛
と
恋
愛
詩
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
挑
ん
だ
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
と
き
詩
人
が
む
し
ろ
自
然
に
頼
っ
た
の
が
、
家
郷
の
人
々
の
暮

ら
し
を
今
も
律
し
て
い
て
、
詩
人
が
育
っ
て
い
く
中
で
身
に
染
み
こ
ん
で

い
た
ロ
ー
マ
人
古
来
の
実
直
を
重
ん
じ
る
倫
理
観
で
あ
る
。
恋
愛
は
愛
欲

の
情
の
作
用
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
は
あ
る
が
、
一
人
の
人
間
と
一
人
の

人
間
が
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
結
ぼ
う
と
欲
求
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
こ
れ
ま
で
の
ロ
ー
マ
の
と
く
に
上

流
階
級
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
愛
情
の
希
薄
な
形
骸
化
し
た
結
婚
、
あ

る
い
は
、
男
性
が
欲
情
を
満
た
す
た
め
だ
け
の
一
時
的
な
女
性
と
の
関

係
、
あ
る
い
は
、
遊
戯
と
し
て
の
恋
愛
な
ど
で
は
な
く
、
独
立
し
た
男

女
の
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
対
等
の
関
係
の
可
能
性
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
一
対
一
の
人
間
の
関
係
を
、
ど
う
に
か

一
時
的
な
も
の
に
終
わ
ら
せ
ず
永
続
性
を
持
っ
た
も
の
に
す
る
た
め
に

依
拠
す
べ
き
も
の
は
、
家
郷
の
人
々
が
新
し
い
土
地
で
社
会
を
作
っ
て
い

く
上
で
遵
守
し
て
き
た
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
考
え
た
と
し
て
さ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
新
し
い
恋
愛
の
形
を
歌
い
示
す
の
に
、
古
い

道
徳
の
言
葉
を
持
ち
出
す
と
い
う
、
一
見
奇
妙
な
詩
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
逆
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
た
ち
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
人
々
に

は
そ
れ
ら
の
道
徳
は
死
ん
で
は
お
ら
ず
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
も
い
る
。

ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
が
生
き
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の

家
が
商
業
活
動
を
広
範
に
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

19
と
い
う
こ
と
も
大

い
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
の
上
流
階
級
の
人
々
が
持
ち
合
わ
せ
て
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い
な
い
商
人
あ
る
い
は
実
業
家
と
し
て
の
感
覚
を
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
身

に
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
有
名
な
「
千
の
キ
ス
」
の
詩
か
ら
も
窺
え
る

だ
ろ
う
。

da m
i basia m

ille, deinde centum
,

dein m
ille altera, dein secunda centum

,
deinde usque altera m

ille, deinde centum
.

dein, cum
 m

ilia m
ulta fecerim

us,
conturbabim

us illa, ne sciam
us,

ぼ
く
に
お
く
れ
よ
、
千
の
キ
ス
を
、
そ
れ
か
ら
百
を
、
そ
れ
か
ら
ま
た

千
、
そ
し
て
ふ
た
た
び
百
、
そ
れ
か
ら
続
け
て
千
、
そ
し
て
百
を
。
そ

れ
か
ら
、
何
千
も
キ
ス
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
を
ご
破
算
に
し
て
し

ま
お
う
、
ぼ
く
た
ち
に
も
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
（
第
五
歌
、
七
│

一
一
）

レ
ス
ビ
ア
と
の
キ
ス
の
や
り
取
り
を
ま
さ
に
算
盤
勘
定
し
て
い
る
が
、
倹

約
家
で
浪
費
を
嫌
い
、
勘
定
高
い
と
い
っ
た
商
人
の
性
格
を
見
せ
て
い
る

詩
句
は
、
レ
ス
ビ
ア
を
歌
っ
た
の
で
は
な
い
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
に
も
見

出
せ
る

20
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
、
も
ら
う
こ
と
に
は
貪
欲
だ
が
与
え
は

せ
ず
、
約
束
を
履
行
し
な
い
ア
ウ
フ
ィ
ッ
レ
ー
ナ
の
行
為
は
売
春
婦
以
上

だ
と
し
て
、
契
約
と
義
務
を
表
わ
す
言
葉
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
て
い
る

（
第
一
一
〇
歌
）。
ま
た
、
ア
ル
フ
ェ
ー
ヌ
ス
の
よ
う
な
、
友
人
を
欺
い
て

平
気
で
い
る
よ
う
な
不
実
な
男
は
、「
信
義
」
の
女
神
の
罰
を
受
け
て
後

悔
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
や
は
り
糾
弾
さ
れ
て
い
る
（
第
三
〇
歌
）。

個
人
と
個
人
の
関
係
を
築
く
基
盤
と
な
る
契
約
（foedus

）
と
信
義

（fides

）
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
詩
集
の
中
で
繰
り
返
し
表
現
し
、
強
調
し

て
い
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
美
徳
に
悖
る
者
た
ち
は

男
女
貴
賎
の
別
を
問
わ
ず
、
口
汚
い
言
葉
に
よ
っ
て
激
し
く
非
難
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
と
表
現
は
、
公
正
な
取
引
を
何
よ
り
も
重
ん
じ

る
商
人
の
精
神
が
詩
人
の
中
に
生
き
て
い
て
、
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
一
方
、
大
き
く
考
え
れ
ば
、
当
時
の
時
代
の

趨
勢
と
い
う
も
の
の
現
わ
れ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
ト
ゥ
ッ

ル
ス
の
家
は
ギ
リ
シ
ア
や
東
方
世
界
あ
る
い
は
ガ
リ
ア
地
方
へ
ま
で
赴

い
て
事
業
を
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
彼
ら
の
活
動
の
場
は
広
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

従
来
の
国
家
の
枠
組
み
、
と
り
わ
け
小
さ
な
都
市
国
家
内
で
緊
密
で
安
定

し
た
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
束
縛
が
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
代
わ
っ
て
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
個
人
の
能
力
や
資
質
、

そ
し
て
従
来
の
因
習
か
ら
解
放
さ
れ
た
裸
の
個
人
と
個
人
が
結
ぶ
関
係

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界
で
活
動
す
る
商
人
に
と
っ
て
は
、
相
手
が

公
正
な
取
引
を
な
し
う
る
者
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
契
約
を
遵
守
し
て
遂

行
す
る
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
、
何
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
お
け
る
個
人
的
な
人
間
関

係
の
重
要
性
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
り
わ
け
実
際
的
に
切
実
に
感
じ
取
っ

た
で
あ
ろ
う
商
人
の
意
識
と
い
う
も
の
も
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
に
は
現

わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
ロ
ー
マ
と
い
う
異
な

る
世
界
へ
や
っ
て
き
て
詩
人
と
し
て
活
動
し
始
め
、
新
た
な
人
間
関
係
を

築
き
始
め
た
と
き
に
も
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
の
土
地
で
養
わ
れ
た
、
商
人
と

し
て
の
、
そ
し
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
で
生
き
抜
く
人
間
と
し
て
の
感
覚

を
貫
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
恋
愛
詩
に
お
い
て
新
し
い
恋
愛
の
あ

り
方
を
描
こ
う
と
し
た
と
き
に
も
同
様
で
あ
っ
た
し
、
自
立
し
た
人
間
が
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結
ぶ
個
人
と
個
人
の
対
等
な
関
係
と
い
う
可
能
性
と
理
想
を
見
て
い
た

か
ら
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
先
に
示
し
た
第
一
〇
九
歌

の
「
神
聖
な
友
情
の
契
約
」
と
い
う
言
葉
は
比
喩
の
表
現
で
は
な
く
、
詩

人
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
契
約
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
経
済
的
、
道
徳
的
土
壌
を
持
ち
、

あ
る
種
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
活

気
に
満
ち
て
い
た
で
あ
ろ
う
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
は
、
そ
れ
自
体
、
古
く
て
新

し
い
、
小
さ
な
共
同
体
で
あ
り
な
が
ら
大
き
な
開
か
れ
た
世
界
と
通
じ
て

い
る
と
い
う
両
面
性
を
持
っ
た
都
市
で
あ
っ
た
。
一
方
、
同
盟
都
市
な
ど

イ
タ
リ
ア
の
地
方
都
市
の
有
力
者
層
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
が
ロ
ー
マ
に
向

け
た
顔
と
そ
の
都
市
の
民
衆
に
向
け
た
顔
と
、
二
つ
の
顔
を
具
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る

21
。
有
力
者
に
複
数
の
子
供
が
い
る
場
合

に
は
、
年
下
の
者
が
ロ
ー
マ
に
上
り
、
他
の
者
た
ち
は
家
郷
に
残
る
。
そ

し
て
、
ロ
ー
マ
に
上
っ
た
者
は
、
ロ
ー
マ
の
貴
族
と
の
結
婚
、
も
し
く

は
ロ
ー
マ
で
の
官
職
就
任
を
希
望
す
る
。
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
郷
里
の
家
門
は
格
式
と
名
声
を
高
め
、
ロ
ー
マ
化
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
地
方
都
市
の
貴
族
的
階
層
は
、
一
方
で
は
自
ら

進
ん
で
狭
義
の
ロ
ー
マ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
つ
つ
、
他
方
で
は
地
方
都
市

に
根
は
下
ろ
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

定
式
は
主
と
し
て
紀
元
前
二
世
紀
の
同
盟
諸
都
市
に
つ
い
て
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
ロ
ー
マ
市
民
権
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
当
時
の
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
諸
都
市
に
つ
い
て
も

当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
は
兄
を
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
に
残
し
て
若
年
に
し
て
ロ
ー
マ
に
赴
い
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
勉
学
を
積
ん
で
官
職
に
就
き
、
出
世
の
階
段
を

登
っ
て
い
く
こ
と
が
家
門
の
期
待
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

十
分
な
経
済
的
支
援
が
家
郷
か
ら
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
政
治
家
と
し
て
の
道
を
そ
れ
て
、
期
待
さ
れ
た
役

割
は
果
た
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
有
力
者
と
姻
戚
関
係
を
持
つ
と
い
う
点

で
も
、
名
門
貴
族
の
女
性
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
に
恋
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
結
婚
に
至
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
情
事
と
言
っ
て
い
い
交

際
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
詳
し
い
事
情
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
カ

ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
素
直
な
ロ
ー
マ
化
を
嫌
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。
家
郷
の
ロ
ー
マ
化
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
政
治

的
、
文
化
的
な
地
方
支
配
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
の
道
具
と
な
る
こ
と
に

た
め
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
が
選
ん
だ
の
は
、
詩
人
の
視
点
か
ら
ロ
ー
マ
を
な
が
め
、
上
流
階
層
の

社
会
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
文
学
で
は
始
ま
り
の
と
き

か
ら
、
詩
人
は
パ
ト
ロ
ン
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ

た
。
有
力
政
治
家
は
、
叙
事
詩
や
悲
劇
・
喜
劇
に
限
ら
れ
は
す
る
が
、
文

学
の
政
治
的
効
用
を
認
識
し
、
詩
人
を
養
っ
て
お
く
こ
と
を
習
い
と
し

た
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
に
文
学
は
政
治
か
ら
独
立
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
詩
人
た
ち
に
閉
塞
感
を
生
み
出
し
て
い
た
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
場
合

も
、
紀
元
前
五
七
年
、
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
メ
ン
ミ
ウ
ス
の
総
督
と
し
て
の
ビ
ー

テ
ュ
ー
ニ
ア
赴
任
に
随
行
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
人
物
を
パ
ト
ロ
ン
と
し

て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
メ
ン
ミ
ウ
ス
は
、
彼
自
身
文
学
的
活

動
も
し
た
よ
う
で
あ
り
、
何
よ
り
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
も
共
鳴
し
て
い
た
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
文
学
思
潮
を
よ
く
理
解
し
支
持
し
た
人
で
あ
っ
た

22

の
で
、
従
来
の
よ
う
な
政
治
的
思
惑
に
よ
る
庇
護
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
ま
た
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
は
十
分
に
裕
福
で
あ
っ
た
の
で
、
経

済
的
に
パ
ト
ロ
ン
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
詩
人
と
し
て
の
相
当
に
自
由
な
立
場
か
ら
、
そ
し
て
地
方
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都
市
か
ら
や
っ
て
き
た
他
者
と
し
て
、
ロ
ー
マ
人
と
そ
の
社
会
を
評
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
と
い
う
詩
人
に
お

い
て
、
故
郷
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
で
あ
る
ロ
ー
マ
、
さ
ら
に

は
大
き
な
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
が
交
錯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
・
文
化
的
な
特
性
が
詩
人
に
作
用

し
て
い
る
。
家
郷
と
自
己
の
た
や
す
い
ロ
ー
マ
化
を
嫌
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
で
は
あ
る
が
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
い
る
ロ
ー
マ
に
は
否
応
な
く
魅
了
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
度
は
、
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の

こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三　
ロ
ー
マ

　
「
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ヌ
ス
人
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
の
ロ
ー
マ
の

人
々
、
と
り
わ
け
上
流
社
会
の
人
々
に
と
っ
て
は
他
者
で
あ
っ
た
。
ロ
ー

マ
人
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ヌ
ス
人
を
ど
の
よ
う
な
他
者
と
見
て
い
た
か
、

自
分
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
違
う
と
考
え
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
偏
見
を

抱
い
て
遇
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
と
同
時
代
の
キ
ケ
ロ
ー

の
演
説
『
ピ
ー
ソ
ー
弾
劾
』（
紀
元
前
五
五
年
）
が
よ
く
教
え
て
く
れ

る
23
。
こ
の
演
説
は
、
属
州
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
総
督
を
務
め
た
ル
ー
キ
ウ
ス
・

カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
・
ピ
ー
ソ
ー
・
カ
エ
ソ
ー
ニ
ー
ヌ
ス
に
対
し
て
、
彼
が

属
州
総
督
と
し
て
行
な
っ
た
不
正
と
不
法
行
為
を
暴
い
て
糾
弾
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
ピ
ー
ソ
ー
が
執
政
官
で
あ
っ
た
と
き
に
キ
ケ
ロ
ー
追
放

の
動
き
に
手
を
貸
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
ロ
ー
マ
に
帰
還
し
た
キ
ケ

ロ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
意
趣
返
し
と
い
う
の
が
内
実
で
あ
っ
た
。
こ
の

演
説
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
と
関
わ
っ
て
く
る
の
は
、
キ
ケ
ロ
ー
が
演
説

の
中
で
ピ
ー
ソ
ー
の
母
方
の
祖
父
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
触
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
も
と
も
と
ポ
ー
川
上
流
の
町
プ
ラ
ケ
ン

テ
ィ
ア
の
出
身
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き
て
貴
族
の
青
年
に
娘
を
嫁

入
り
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
こ
の
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
出

自
を
貶
め
て
イ
ン
ス
ブ
レ
ー
ス
人
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

24
。
イ
ン
ス
ブ

レ
ー
ス
人
は
メ
デ
ィ
オ
ラ
ー
ヌ
ム
あ
た
り
に
い
た
ケ
ル
ト
人
の
部
族
で

あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
メ
デ
ィ
オ
ラ
ー
ヌ
ム
で
競
売
人
を
や
っ
て

い
た
君
の
祖
父
」
と
言
っ
て
、
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
職
業
に
も
言
及

し
て
い
る

25
。
さ
ら
に
キ
ケ
ロ
ー
は
、
ピ
ー
ソ
ー
本
人
に
向
か
っ
て
こ
う

呼
び
か
け
て
い
る
。

し
か
し
、
肝
腎
の
ロ
ー
マ
に
、
お
お
、
カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
一
族
の
、
と

は
言
う
ま
い
、
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
一
族
の
、
ま
た
こ
の
都
の
、
と

は
言
う
ま
い
、
自
治
市
プ
ラ
ケ
ン
テ
ィ
ア
の
、
ま
た
父
祖
代
々
の
家
系

の
、
と
は
言
う
ま
い
、
ズ
ボ
ン
を
穿
い
た
眷
族
の
、
名
折
れ
よ
、
君
は

ど
の
よ
う
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
か
。（
五
三
節
）

ズ
ボ
ン
は
ロ
ー
マ
人
が
通
常
着
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ガ
リ
ア
人
の
よ

う
な
「
蛮
族
」
が
身
に
着
け
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
キ
ケ
ロ
ー
の
演
説
は
遺
恨
を
晴
ら
さ
ん
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、「
罵
倒
の
演
説
（oratio invectiva

）」
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ

の
典
型
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
全
篇
に
わ
た
っ
て
多
種
多
様
な
罵
倒
語
を
織

り
ま
ぜ
て
、
実
に
辛
辣
を
極
め
た
非
難
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
当
然
な
が
ら
、
相
手
を
評
す
る
言
葉
に
は
誇
張
が
非
常
に
強
い
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
割
り
引
い
て
考
え
て
も
、
こ
れ
ら
ピ
ー
ソ
ー
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1 5

の 出 自 に 触 れ た 言 葉 か ら 、 ト ラ ン ス パ ダ ー ナ の 諸 都 市 や そ の 住民 に 対 し て ロ ー マ の 上 流 階 層 が 一 般 に 持 っ て い た イ メ ー ジ を窺 う こ と が で き る だ ろ う 。 そ れ は 、 メ デ ィ オ ラ ー ヌ ム の よ う な中 心 的 な 町 で あ っ て も 、 か の 地 は さ ら に 北 方 の ガ リ ア 人 た ちが 住 ん で い た と こ ろ と さ し て 変 わ ら ぬ 野 蛮 な 者 た ち の 土 地 であ り 、 そ し て 、 か の 地 の 者 が い か に 財 力 を 持 っ て い る と し て も 、生 業 と し て い る の は 、 ロ ー マ の 貴 族 た ち が 手 を 染 め る こ と のな い 商 業 や 卑 し い 職 業 で あ り 、 所 詮 は 品 位 に 差 が あ る 、 と い った と こ ろ で あ っ た 。 そ し て 、 こ の よ う な 地 方 か ら や っ て き た 新参 者 を 、 ロ ー マ の 貴 顕 紳 士 た ち は 冷 た い 軽 蔑 の 目 で 見 た の で あり 、 ピ ー ソ ー の 例 に 見 る よ う に 、 そ れ は ロ ー マ の 住 人 と な っ た子 孫 に ま で 及 ん だ の で あ る 。　
ト ラ ン ス パ ダ ー ナ の よ う な 地 方 出 身 の 人 間 に 対 す る ロ ー マ

人 の 抱 い た イ メ ー ジ と 偏 見 が こ の よ う な も の だ と す る と 、 クロ ー デ ィ ア が そ の 一 員 で あ っ た 名 門 中 の 名 門 た る ク ラ ウ デ ィウ ス 家 の 人 々 に と っ て 、 カ ト ゥ ッ ル ス が ど の よ う に 映 っ た か は容 易 に 想 像 で き る 。 確 か に 裕 福 で あ り 、 豊 か な 教 養 も 身 に つけ て い る し 、 名 士 と の 縁 故 も あ る

2 6が 、 し か し 、 商 業 活 動 に い

そ し ん で い る ト ラ ン ス パ ダ ー ヌ ス 人 に す ぎ な い と い う の が カト ゥ ッ ル ス で あ っ た 。 ク ロ ー デ ィ ア と の 出 会 い の 経 緯 は 知 ら れな い が 、 彼 我 の 格 差 を は っ き り 意 識 し た ク ラ ウ デ ィ ウ ス 家 の人 々 に よ っ て カ ト ゥ ッ ル ス が 丁 重 に 扱 わ れ た と は 考 え ら れ ない だ ろ う 。 む し ろ 蔑 み の 目 を 向 け ら れ た か も し れ な い 。 そ れ だけ に 、 密 会 な が ら 友 人 の 提 供 し て く れ た 家 で ク ロ ー デ ィ ア ＝ レス ビ ア と 逢 瀬 を 果 た し た と き の カ ト ゥ ッ ル ス の 喜 び は い か に大 き な も の で あ っ た こ と か 。 そ れ は 第 六 八 歌 で 表 現 さ れ て い る 。

is 
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彼 は 閉 じ ら れ た 野 を 広 い 道 に よ っ て 開 い て く れ た 、 そ し て 彼は ぼ く と 女 主 人 に 家 を 与 え て く れ た 、 そ こ で ぼ く た ち が 相 互の 愛 の 営 み を 行 な え る よ う に 。 そ の 家 へ と 、 ぼ く の 輝 け る 女神 は 柔 ら か な 足 ど り で 身 を 運 び 、 す り 減 っ た 敷 居 に き ら め く足 を 置 い た 、 か ん 高 い 音 を た て る サ ン ダ ル に 身 を 乗 せ て （ 第六 八 歌 ｂ 、 六 七 ─ 七 二 ）

レ ス ビ ア が ま さ に カ ト ゥ ッ ル ス の 待 つ 家 に 入 っ て く る 瞬 間 を詩 人 は 捉 え て い る 。 彼 女 は 「 女 主 人 」 と 呼 ば れ 、 さ ら に 「 輝 ける 女 神 」 と ま で 高 め ら れ て い る 。 彼 女 は 詩 人 に と っ て 文 字 通 り神 々 し い 美 し さ と 光 輝 と 品 位 を 具 え て い た 。 し か し 、 こ こ で 重要 な の は 「 家 」 で あ る

2 7。 の ち の 恋 愛 詩 人 た ち が 恋 人 を 指 し て

常 套 的 に 使 う 言 葉 「 女 主 人 （
d
o

mi
n
a

）  」 は 、 こ こ で は 文 字 通 り

の 意 味 で 使 わ れ て い る 。 そ し て 、 家 に 入 る 瞬 間 の 彼 女 を 、 結 婚の 儀 式 に 則 り 花 婿 の 待 つ 新 居 に 迎 え 入 れ ら れ る 花 嫁 と し て 詩人 は 思 い 描 い て い る 。 そ の こ と は 、 こ の あ と に 導 入 さ れ る ラ ーオ ダ メ イ ア と プ ロ ー テ シ ラ ー オ ス の 神 話 も 示 し て い る 。 こ の よう に 夫 婦 で あ る か の よ う に 夢 想 さ れ て い る 二 人 の 交 わ す 愛 は
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「
相
互
の
（com

m
unes

）」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
な

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
受
け
継
い
で
い
た
で
あ
ろ
う
道
徳
観
に
あ
っ
て
は
、
人

間
の
生
活
に
お
い
て
家
庭
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
す
べ
て
の
基
盤
で

あ
っ
た
。
出
自
の
違
い
、
社
会
階
級
的
格
差
の
あ
る
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
に
対

し
て
、
詩
人
は
敢
え
て
二
人
の
逢
瀬
を
、
対
等
の
相
互
の
関
係
と
し
て
の

結
婚
に
ま
で
高
め
て
見
せ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
詩
人
の
夢
想
を

可
能
に
す
る
よ
う
な
歓
喜
の
と
き
を
レ
ス
ビ
ア
は
も
た
ら
し
て
く
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
考
え
る
恋
愛
が
永
続
的
に
成
り
立
つ
た

め
に
は
、
家
と
い
う
も
の
が
欠
か
せ
な
い
、
あ
る
い
は
、
家
に
至
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
に
返
れ
ば
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
恋
愛
の
理
想
と
し
て
描

く
、
夫
婦
の
よ
う
な
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
一
人
と
の
関
係
に
、
レ
ス
ビ
ア
は
必

ず
し
も
十
分
に
応
え
て
く
れ
る
人
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
詩
の

後
半
の
「
彼
女
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
一
人
に
満
足
は
し
て
い
な
い
が
、
節
度

を
知
る
女
主
人
の
数
少
な
い
浮
気
は
我
慢
し
よ
う
」（
一
三
五
│
六
）
と

い
う
忍
従
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
詩
人
も
認
識
し
て
い
る
。
レ
ス
ビ
ア

が
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
に
お
け
る
表
象
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
実
在
の
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
を
そ
の
ま
ま
に
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
歴
史

上
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
実
像
も
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
が
『
カ
エ
リ
ウ
ス
弁
護
』
に
お
い
て
彼
女
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
如
実
に
描
き
出
し
、
快
楽
生
活
に
ふ
け
り
、
極
め
て
ふ
し
だ
ら
な
性

的
行
動
を
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
女
性
と
い
う
姿
を
実
に
説
得
的
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
が
、
依
頼
人
の
た
め
に
告
発
者
を
過
度
に
中
傷
、
批

判
す
る
こ
と
は
常
套
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
彼
女
が
キ
ケ
ロ
ー
の
政
敵
ク

ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
の
姉
で
あ
る
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
キ
ケ
ロ
ー
の
描
く
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
像
も
疑
っ
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
共
和
政
末
期
の
時
代
に
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
入
っ

て
き
た
快
楽
生
活
と
遊
女
の
風
俗
が
も
た
ら
し
た
男
女
の
関
係
の
変
化

に
刺
激
さ
れ
て
、
ロ
ー
マ
の
貴
婦
人
の
中
に
も
家
を
離
れ
、
よ
り
自
由
に

遊
女
的
な
行
動
を
す
る
者
た
ち
が
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
事
実
で
あ
り
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
そ
の
よ
う
な
女
た
ち
の
典
型
と
も
言

え
る
だ
ろ
う

28
。
そ
し
て
ま
た
、
ロ
ー
マ
と
い
う
都
市
全
体
に
見
ら
れ
た

多
大
な
贅
沢
と
華
美
に
傾
く
退
廃
的
風
潮
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
歴
史

家
サ
ッ
ル
ー
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
同
時
代
を
揺
る
が
す
大
事
件
で
あ
っ
た

カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
に
よ
る
陰
謀
を
記
述
し
た
『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』
の

中
で
、「
さ
ら
に
は
、
全
市
民
の
堕
落
し
た
行
状
が
（
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
を
）

駆
り
立
て
て
い
た
。
極
め
て
有
害
で
相
反
す
る
悪
徳
で
あ
る
浪
費
と
貪
欲

と
が
、
全
市
民
の
行
状
を
害
し
て
い
た
の
だ
。」（
第
五
節
八
）
と
述
べ
て

29
、
事
件
の
背
景
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
人
全
体
の
道
徳
的
堕
落
の
主
因
と
し

て
「
贅
沢
」
と
「
貪
欲
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
ふ
る
ま
い
は
、

共
和
政
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
属
州
と
し
て
領
土
を
広
げ
、
莫
大
な
富
を

集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ロ
ー
マ
国
家
の
首
都
ロ
ー
マ
に
漲
っ
て
い
た
時

代
的
空
気
に
同
調
し
た
も
の
と
も
言
え
る
。

　

い
ま
だ
生
新
の
気
に
あ
ふ
れ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
地
よ
り
や
っ
て
き

た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
の
空
気
に
な
じ
み
は
し
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
彼
が
素
直
な
ロ
ー
マ
化
を
避
け
た
所
以
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
同
時
に
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
と
の
恋
を
可
能

に
し
て
く
れ
た
の
は
、
そ
の
ロ
ー
マ
の
風
潮
で
も
あ
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ィ

ア
の
行
動
は
、
結
局
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
も
の

で
あ
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
と
の
関
係
は
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
で
人
々
の
生

活
を
律
し
て
い
た
古
風
な
道
徳
と
お
よ
そ
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
カ

ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
身
に
つ
け
て
い
た
商
人
の
感
覚
か
ら
し
て
も
「
割
に
合
わ
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な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
ロ
ー
マ
の
都
市
文

化
を
生
き
る
者
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
田
舎
者
の
野
暮
と
い
う
こ
と
で
し
か

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
は
、
ア
ミ
ー
キ

テ
ィ
ア
の
ル
ー
ル
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
、
せ
っ
か
く
可
能
に
な
っ
た
新
し

い
恋
愛
の
永
続
性
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
と
の
関
係
を
簡
単
に
断
ち
切
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ

う
で
は
な
く
、
詩
人
は
い
っ
そ
う
彼
女
に
魅
惑
さ
れ
、
恋
情
は
か
き
立
て

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
な
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
表
現
し
た
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
レ
ス
ビ
ア
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa.
illa Lesbia, quam

 Catullus unam
plus quam

 se atque suos am
auit om

nes,
nunc in quadriuiis et angiportis
glubit m

agnanim
i Rem

i nepotes.

カ
エ
リ
ウ
ス
よ
、
ぼ
く
の
レ
ス
ビ
ア
、
あ
の
レ
ス
ビ
ア
な
の
だ
。
カ

ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
た
だ
一
人
自
分
よ
り
も
、
自
分
の
近
親
の
者
た
ち
す
べ

て
よ
り
も
愛
し
た
あ
の
レ
ス
ビ
ア
が
、
今
で
は
辻
や
路
地
裏
で
レ
ム
ス

の
気
高
い
子
孫
た
ち
の
皮
を
剥
い
で
い
る
の
だ
。（
第
五
八
歌
）

「
輝
け
る
女
神
」
と
賛
美
さ
れ
た
レ
ス
ビ
ア
は
、
こ
こ
で
は
売
春
を
こ
と

と
し
て
街
路
に
立
つ
女
た
ち
の
一
人
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
レ
ス
ビ
ア
に
食
い
物
に
さ
れ
て
い
る
レ
ム
ス
の
栄

え
あ
る
末
裔
で
あ
る
ロ
ー
マ
人
た
ち
の
品
位
も
地
に
落
ち
て
い
る

30
。

四　
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

　

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
と
彼
の
詩
に
お
い
て
故
郷
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
と
都
ロ
ー

マ
が
交
錯
し
て
い
る
さ
ま
を
見
て
き
た
。
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
自
体
、
開
拓
地

お
よ
び
商
業
基
地
と
し
て
の
活
気
あ
る
新
し
さ
を
持
ち
、
他
方
で
は
古
来

の
道
徳
観
念
が
生
き
て
い
て
、
新
旧
の
両
側
面
を
具
え
て
い
た
。
ロ
ー
マ

は
、
恋
愛
と
い
う
こ
と
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
新
し
い
男
女
の
関
係
の

可
能
性
を
開
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
道
徳
的
退
廃
と
表
裏
の
も
の
で
あ
っ

た
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
を
魅
了
し
た
レ
ス
ビ
ア
の
美
と
魅
力
は
、
ま
さ
し
く

ロ
ー
マ
と
い
う
都
市
で
な
け
れ
ば
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
ロ
ー
マ
人
が
遠
い

昔
か
ら
生
活
の
掟
と
し
て
き
た
道
徳
が
、
イ
タ
リ
ア
の
地
方
を
経
由
し
て

甦
り
、
現
代
の
ロ
ー
マ
の
退
廃
的
美
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に

そ
こ
に
は
、
古
い
掟
と
枠
組
み
が
取
り
払
わ
れ
た
広
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界

で
商
人
と
し
て
活
動
す
る
人
間
が
、
恋
愛
に
お
け
る
男
女
の
関
係
を
ひ
と

つ
の
契
約
関
係
と
し
て
見
る
よ
う
な
視
点
も
働
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
相

互
作
用
の
末
に
生
ま
れ
て
き
た
の
が
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
お
け
る
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
表
現
で
あ
っ
た
。
も
の
の
外
面
よ
り
も
内
面
に
目
を
向
け

よ
う
と
す
る

31
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
よ
る
、
自
己
の
心
を
凝
視
し
た
真
の
抒

情
詩
の
初
め
て
の
誕
生
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
趨
勢
の
働
き
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ロ
ー
マ
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
、
な
お

も
家
郷
が
重
要
な
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
詩
の
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中
で
兄
の
死
に
触
れ
て
痛
切
に
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
第
六
八

歌
の
次
の
言
葉
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

tu m
ea tu m

oriens fregisti com
m
oda, frater,

tecum
 una tota est nostra sepulta dom

us,
om

nia tecum
 una perierunt gaudia nostra,

quae tuus in uita dulcis alebat am
or.

あ
な
た
は
死
ん
で
わ
た
し
の
仕
合
わ
せ
を
打
ち
壊
し
た
の
で
す
、
兄

よ
、
あ
な
た
と
と
も
に
わ
た
し
た
ち
の
家
は
す
べ
て
葬
ら
れ
、
わ
た
し

た
ち
の
喜
び
は
す
べ
て
あ
な
た
と
と
も
に
失
わ
れ
た
、
そ
の
喜
び
は

生
き
て
い
た
と
き
に
あ
な
た
の
甘
き
愛
が
養
い
育
て
た
も
の
な
の
に
。

（
第
六
八
歌
ａ
、
二
一
│
四
）

し
か
し
、
ロ
ー
マ
の
美
を
知
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
も
は
や
故
郷
に
戻

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ
詩
の
中
で
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
に
い
る
詩
人
は
、

自
分
の
た
め
に
恋
愛
詩
を
書
い
て
ほ
し
い
と
願
う
友
人
に
、
今
は
そ
れ
が

で
き
る
状
況
で
は
な
い
と
断
っ
て
、

nam
, quod scriptorum

 non m
agna est copia apud m

e,
hoc fit, quod Rom

ae uiuim
us: illa dom

us,
illa m

ihi sedes, illic m
ea carpitur aetas;

と
い
う
の
も
、
手
許
に
あ
る
書
物
は
多
く
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
ぼ
く

が
ロ
ー
マ
に
住
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
あ
れ
こ
そ
わ
が
家
、
あ
れ
こ
そ
わ

が
住
処
、
あ
の
地
で
わ
が
人
生
の
時
は
費
や
さ
れ
る
。（
三
三
│
五
）

と
言
う
の
で
あ
る
。
文
脈
と
し
て
は
詩
作
の
場
と
し
て
の
ロ
ー
マ
の
こ
と

が
言
わ
れ
て
い
る
。
兄
の
死
に
よ
っ
て
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
の
「
家
」
を
失
っ

た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
、
そ
し
て
、
今
や
商
人
で
も
な
く
政
治
家
で
も
な
く
詩

人
と
な
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
、
生
活
の
場
は
ロ
ー
マ
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
こ
そ
「
家
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
人
と
い
う
選
択
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
完
全
に
ロ
ー
マ
化
を
果
た
し
た
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
詩
作
に
お
い
て
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
と
い
う
家
郷
は
依
然

と
し
て
生
き
続
け
て
い
た
だ
ろ
う
。
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和
歌
に
お
け
る
「
故
郷
」
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
尾
誠
一

　
　
　

は
じ
め
に

　
「
故
郷
」
は
現
代
の
日
本
語
で
は
「
コ
キ
ョ
ー
」
と
読
ま
れ
る
。「
フ
ル

サ
ト
」
と
読
ん
で
も
よ
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
で
あ

り
、
母
胎
に
回
帰
す
る
か
の
よ
う
な
懐
か
し
さ
で
捉
え
ら
れ
る
空
間
で
あ

る
。

　

古
典
語
の
場
合
、「
コ
キ
ョ
ー
」
と
読
む
場
合
も
あ
る
が
、
漢
語
と
し

て
の
意
味
と
干
渉
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
1

。「
フ
ル
サ
ト
」
と
い
う
和

語
と
は
意
味
が
異
な
る
。
こ
こ
で
論
じ
た
い
の
は
和
語
の
方
な
の
で
「
ふ

る
さ
と
」
と
仮
名
で
表
記
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
他
に
も
「
古
郷
」「
古

里
」「
旧
里
」
な
ど
漢
字
は
様
々
に
宛
て
ら
れ
る
。「
ふ
る
」
は
時
間
の
経

過
に
よ
り
古
く
な
り
、
さ
び
れ
る
様
子
で
あ
る
。「
さ
と
」
は
人
が
集
ま

り
住
む
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
何
か
の
理
由

で
住
ん
で
い
た
人
達
が
移
住
を
し
て
し
ま
い
、
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
空
間

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
か
つ
て
都
が
あ
っ
た
場
所
、
現
代
語
で
は
古
都
が

そ
れ
に
当
た
る
。
古
語
辞
典
に
よ
る
意
味
記
述
で
も
、「
ふ
る
さ
と
」
の

第
一
義
は
古
都
・
旧
都
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
古
典
語
の
用
例
を
見
て
行
く
と
、
現
代
語
の
故
郷
に
近
い
意

味
で
解
す
べ
き
例
も
見
ら
れ
る
。
古
語
辞
典
の
意
味
記
述
で
も
、
生
ま
れ

育
っ
た
土
地
、
昔
馴
染
み
の
場
所
な
ど
と
さ
れ
、
第
二
義
以
下
に
記
載
さ

れ
る
。
さ
ら
に
女
房
達
が
宮
仕
え
先
に
対
し
て
自
宅
を
謙
称
す
る
例
も
挙

げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ほ
ぼ
現
代
語
の
故
郷
に
近
い
意
味
も
「
ふ
る
さ

と
」
は
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
語
へ
の
変
化
と
い
う
こ
と

で
は
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
意
味
だ
け
が
残
り
、
第
一
義
は
忘
れ
さ
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

古
都
と
い
う
空
間
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
。
現
代
の
我
々
の
認
識
と

い
っ
て
も
個
人
差
も
大
き
い
と
言
え
よ
う
か
。
故
郷
に
似
た
忘
れ
去
ら

れ
た
自
分
達
の
原
像
の
よ
う
な
も
の
を
残
し
た
懐
か
し
い
場
所
と
い
う

捉
え
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
都
は
何
ら
か
の
形
で
遥
か
に
彼

方
の
歴
史
、
遠
い
自
分
達
と
は
異
な
る
世
界
を
封
印
し
た
よ
う
な
場
所
で

あ
る
。
遙
か
彼
方
に
あ
る
自
分
達
の
世
界
と
は
異
な
る
空
間
へ
の
憧
憬
で

捉
え
ら
れ
る
土
地
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
古
都
の
代
表
で
あ
る
奈
良
に
対

し
て
、
和
辻
哲
郎
や
会
津
八
一
と
い
っ
た
近
代
古
寺
巡
礼
の
先
駆
者
達

が
、
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
遥
か
な
異
国
の
土
地
と
重
ね
合
わ
せ
て
憧
憬
の
核

を
作
り
上
げ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
彼
等
の
作
品
か
ら
も
直
ち
に
知
り
得
る

で
あ
ろ
う
2

。
古
都
は
そ
う
し
た
憧
憬
に
よ
る
「
異
境
」
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。

  
日
本
古
典
語
「
故
郷
」、「
ふ
る
さ
と
」
は
、「
異
境
」
と
「
故
郷
」
の

二
つ
の
位
相
を
併
せ
持
つ
語
だ
と
の
言
い
方
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
弁

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
を
本
当
の
意
味
で
持
ち
得
る
か
は
覚
疎
な
い
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の
だ
が
、
そ
れ
に
近
い
興
味
を
喚
起
す
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
関

心
か
ら
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
日
本
古
典
語
を
考
え
て
み
る
の
が
本
稿
の

主
題
で
あ
る
3

。

　

文
学
作
品
に
限
っ
て
も
、「
ふ
る
さ
と
」
の
語
の
使
用
さ
れ
る
範
囲
は

広
い
。
論
述
を
拡
散
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
和
歌
に
範
囲
を
絞
っ
て
お
こ

う
。
絞
る
以
上
は
扱
い
慣
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、

古
典
語
は
、
特
に
文
学
に
お
け
る
そ
れ
は
、
和
歌
に
よ
る
表
現
が
そ
の
基

盤
に
な
っ
て
い
る
故
だ
か
ら
で
も
あ
る
。

一　
遷
都
と
い
う
体
験　
―
『
万
葉
集
』
の
「
故
郷
」
―

「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
古
典
語
に
、
幼
年
時
代
を
育
ん
だ
「
故
郷
」

と
、
歴
史
の
彼
方
の
「
異
境
」
で
あ
る
古
都
の
意
を
併
せ
持
つ
理
由
は
、

弁デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
で
あ
る
以
前
に
、極
め
て
端
的
な
事
実
に
起
因
し
て
い
る
。『
万

葉
集
』
に
遡
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
明
白
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

遷
都
と
い
う
体
験
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

巻
一
に
は
次
の
歌
が
あ
る
4

。　

和
銅
三
年
庚
戌
の
春
二
月
、
藤
原
京
よ
り
寧
楽
宮
に
遷
る
時
に
、

御
輿
を
長
屋
の
原
に
停
め
て
、
古
都
を
廻か

へ

り望
み
て
作
ら
す
歌

飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
の
里
を
置
き
て
去
な
ば
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず

か
も
あ
ら
む

和
銅
三
年
（
七
一
〇
年
）
は
平
城
京
へ
の
遷
都
の
年
で
あ
る
。
時
の
天
皇

元
明
天
皇
の
作
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
。
藤
原
京
か
ら
平
城
京
ま
で
の
遷
都

の
道
の
丁
度
中
間
地
点
が
長
屋
原
で
あ
る
。
そ
こ
に
行
列
を
停
め
旧
都
を

ふ
り
返
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
旧
都
を
離
れ
る
儀
礼
の
中
で
歌
わ
れ

る
作
品
と
考
え
る
説
を
は
じ
め
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
素
直
に
読
み

取
っ
て
行
っ
て
も
遷
都
と
は
ど
の
よ
う
な
体
験
で
あ
る
か
を
よ
く
語
っ

て
い
る
。「
君
が
あ
た
り
」
は
元
明
天
皇
の
夫
で
あ
る
草
壁
皇
子
の
墓
の

あ
た
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
遷
都
が
国
家
の
レ
ベ
ル
で
の
体
験
で
あ

る
と
共
に
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
様
々
な
記
憶
に
関
わ
る
土
地
か
ら
離
れ

る
体
験
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
天
皇
の

思
い
と
し
て
収
約
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
。

　

巻
一
で
は
、
こ
の
す
ぐ
次
に
「
或
本
、
藤
原
京
よ
り
寧
楽
京
に
遷
る
時

の
歌
」
と
し
て
、
民
の
立
場
の
長
歌
を
載
せ
て
い
る
。

大
君
の　

命み
こ
とか

し
こ
み　

に
き
び
に
し　

家
を
置
き　

こ
も
り
く

の　

泊
瀬
の
川
に　

舟
浮
け
て　

我
が
行
く
川
の　

川か
は
く
ま隈

の　

八や

そ

く

ま

十
隈
お
ち
ず　

万よ
ろ
づた

び　

か
へ
り
見
し
つ
つ　

玉
梓
の　

道
行

き
暮
ら
し　

あ
を
に
よ
し　

奈
良
の
京
の　

佐
保
川
に　

い
行
き

至
り
て　

我
が
寝
た
る　

衣
の
上
ゆ　

朝あ

さ

づ

く

よ

月
夜　

さ
や
か
に
見
れ

ば　

た
へ
の
ほ
に　

夜
の
霜
降
り　

石い
は
ど
こ床

と　

川
の
氷ひ

こ

ご凝
り　

寒

き
夜
を　

息や
す

む
こ
と
な
く　

通
ひ
つ
つ　

作
る
宮
に　

千
代
ま
で

に　

い
ま
せ
大
君
よ　

我
も
通
は
む

反
歌

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
宮
に
は
万
代
に
我
も
通
は
む
忘
る
と
思
ふ
な

長
歌
の
後
半
か
ら
反
歌
に
か
け
て
、
新
都
に
お
い
て
も
帝
に
忠
誠
を
尽
く

す
と
い
う
文
脈
に
支
配
さ
れ
て
行
く
。
し
か
し
、「
に
き
び
き
し
」
と
い
う
、

安
心
し
て
慣
れ
親
し
む
様
で
形
容
さ
れ
る
「
家
」
を
捨
て
て
、
お
そ
ら
く

家
財
一
切
を
積
ん
だ
舟
で
、
川
の
曲
が
り
目
ご
と
に
「
万
た
び
」
顧
み
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
故
地
を
離
れ
る
こ
と
が
遷
都
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
だ
か
ら
、
奈
良
の
地
の
佐
保
川
の
川
畔
で
の
仮
寝
を
「
石
床
と
川

の
氷
凝
り
」
と
表
現
す
る
の
も
、
ほ
と
ん
ど
現
代
の
故
郷
喪
失
者
の
思
い

と
も
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
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言
う
ま
で
も
な
く
、
遷
都
後
の
新
都
で
、「
ふ
る
さ
と
」
の
語
で
古
都

を
振
り
返
る
こ
と
も
な
さ
れ
る
。
巻
六
に
は
坂
上
郎
女
の
次
の
歌
が
載
る
。

大
伴
坂
郎
女
の
元
興
寺
の
里
を
詠
ふ
歌
一
首

古
郷
の
飛
鳥
は
あ
れ
ど
あ
を
に
よ
し
平な

ら城
の
明
日
香
を
見
ら
く
し

良
し
も

初
句
の
原
文
表
記
は
「
古
郷
之
」
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
万
葉
集
』
で
「
ふ

る
さ
と
」
が
万
葉
仮
名
で
は
な
く
漢
字
表
記
さ
れ
る
場
合
は
「
古
郷
」
ま

た
は
「
故
郷
」
で
あ
る
。

　

坂
上
郎
女
の
生
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
平
城
遷
都
以
前
の
生
で
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
。
最
も
遅
い
生
年
推
定
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
で

あ
り
、
少
女
時
代
は
藤
原
京
の
あ
っ
た
飛
鳥
の
地
で
過
ご
し
た
こ
と
に

な
る
。「
古
郷
の
飛
鳥
は
あ
れ
ど
」
は
、
そ
の
地
を
懐
か
し
む
表
現
で
あ

り
、「
古
都
で
あ
る
飛
鳥
は
良
い
と
こ
ろ
だ
が
」
な
ど
と
現
代
語
訳
さ
れ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
古
都
は
少
女
時
代
の
思
い
出
の
宿
る
故
郷
で

あ
る
。「
平
城
の
明
日
香
」
は
題
詞
の
元
興
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
寺

は
藤
原
京
に
あ
っ
た
法
興
寺
を
移
し
た
寺
で
あ
り
、
そ
の
地
を
思
い
出
さ

せ
る
場
所
で
あ
る
。
建
物
の
移
築
は
建
築
史
上
の
様
々
な
議
論
と
も
絡
み

想
像
力
の
飛
翔
の
み
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
寺
が
古
都
を
懐
古
さ

せ
る
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
少
女
時
代
の
故
郷
を
懐
か
し
く
さ
せ
る

空
間
で
あ
る
と
の
想
像
は
許
さ
れ
よ
う
。

　

遷
都
は
、
飛
鳥
時
代
に
あ
っ
て
は
、
珍
し
い
体
験
で
は
な
か
っ
た
。
坂

上
郎
女
の
最
も
早
い
生
年
推
定
は
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
れ
ば
幼
女
の
頃
に
飛
鳥
浄
御
原
京
か
ら
藤
原
京
へ
の
遷
都
も

体
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
個
人
の
生
活
史
の
中
で
稀
な
体
験
で
は
な

く
、
古
都
を
故
郷
と
す
る
人
々
は
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
何
度
か
そ
れ
を
体
験
す
る
こ
と
も
有
り
得
た
の
で
あ
る
。「
ふ

る
さ
と
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
た
中
で
育
ま
れ
て
来
た
言
葉
で
あ
っ

た
。

　

和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
の
平
城
遷
都
は
、
恒
久
的
な
都
城
の
建
設
を
目

的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
山
城
長
岡

に
遷
都
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
も
、
短
期
間
な
が
ら
も
都
が
遷
さ
れ
る
事
態

は
あ
り
、奈
良
の
地
が
「
ふ
る
さ
と
」
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。『
万
葉
集
』

に
は
そ
の
こ
と
が
し
っ
か
り
と
詠
い
残
さ
れ
、
遷
都
と
い
う
出
来
事
は
具

体
的
な
体
験
と
し
て
歌
人
達
に
も
保
持
さ
れ
続
け
た
。
巻
六
に
は
、
聖
武

天
皇
の
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
十
二
月
に
行
わ
れ
た
山
城
国
久
邇
京
へ

の
都
遷
り
に
ま
つ
わ
る
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
田
辺
福
麻
呂

歌
集
の
中
に
出
づ
」
と
す
る
「
奈
良
の
故
郷
を
悲
し
び
て
作
る
歌
一
首
」

は
印
象
的
で
あ
る
。
四
年
の
間
の
遷
都
で
は
あ
っ
た
が
、
奈
良
は
「
ふ
る

さ
と
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

高
敷
か
す　

大
和
の
国
は　

皇す
め
ろ
き祖

の　

神
の
御
代
よ
り　

敷
き
ま
せ
る　

国
に
し
あ
れ
ば　

生
れ
ま

さ
む　

御
子
継
ぎ
継
ぎ　

天
の
下　

知
ら
し
ま
さ
む
と　

八や

ほ

よ

ろ

づ

百
万 

千
年
を
か
さ
ね　

定
め
け
む　

奈
良
の
都
は　

か
ぎ
ろ
ひ
の　

春

に
し
な
れ
ば　

春
日
山　

三
笠
の
野
辺
に　

桜
花　

木
の
暗く

れ
が
く隠

り

か
ほ
鳥
は　

間
な
く
し
ば
鳴
く　

露
霜
の　

秋
さ
り
来
れ
ば　

生

駒
山　

飛
火
が
岡
に　

萩
の
枝
を　

し
が
ら
み
散
ら
し　

さ
雄
鹿

は　

妻
呼
び
と
よ
む　

山
見
れ
ば　

里
も
住
み
良
し　

も
の
の
ふ

の　

八や

そ

と

も

十
伴
の
緒を

の　

う
ち
は
へ
て　

思
へ
り
し
く
は　

天
地
の

寄
り
合
ひ
の
極
み　

万
代
に　

栄
え
行
か
む
と　

思
へ
り
し　

大

宮
す
ら
を　

頼
め
り
し　

奈
良
の
都
を　

新あ
ら

た
世
の　

事
に
し
あ

れ
ば　

大
宮
の　

引
き
の
ま
に
ま
に　

春
花
の　

う
つ
ろ
ひ
変
は
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り 

群む
ら
と
り鳥

の　

朝
立
ち
行
け
ば　

さ
す
た
け
の　

大
宮
人
の　

踏
み

平
ら
し　

通
ひ
し
道
は　

馬
も
行
か
ず　

人
も
行
か
ね
ば　

荒
れ

に
け
る
か
も

反
歌
二
首

立
ち
か
は
り
古
き
都
と
な
り
ぬ
れ
ば
道
の
芝
草
長
く
生
ひ
に
け
り

な
つ
き
に
し
奈
良
の
都
の
荒
れ
行
け
ば
出
で
立
つ
ご
と
に
嘆
き
し

増
さ
る

　

導
入
部
で
は
、
国
家
の
権
威
を
印
象
付
け
る
よ
う
な
や
や
定
型
的
な
麗

句
で
も
っ
て
、
平
城
京
が
永
遠
の
都
城
と
し
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
歌
わ

れ
る
。
都
は
国
家
の
意
志
を
体
現
さ
せ
る
空
間
な
の
だ
が
、
中
盤
部
で
は
、

そ
こ
が
、
自
然
の
豊
か
な
景
物
と
と
と
も
に
営
ま
れ
る
、
人
々
の
感
情
生

活
の
空
間
で
も
あ
る
こ
と
が
印
象
付
け
ら
れ
る
。
終
盤
部
で
は
、
そ
う
し

た
土
地
が
天
皇
の
意
志
に
よ
り
廃
さ
れ
、
新
た
な
土
地
へ
移
さ
れ
て
行
く

様
が
歌
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
首
の
反
歌
で
は
、「
ふ
る
さ
と
」
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
奈
良
の
地
が
荒
廃
に
向
か
っ
て
行
く
こ
と
が
悲
し
ま
れ
る
。

「
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
通
う
人
が
無
く
な
っ
て
道
を
草
が
お
お
い
、
か
つ

て
の
栄
華
の
跡
が
荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
悲
し
い
空
間
だ
と
い
う
こ
と

を
詠
み
込
む
。

　

そ
し
て
、
そ
の
空
間
は
、
か
つ
て
生
活
が
あ
っ
た
故
に
懐
か
し
く
て
な

ら
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
遷
都
を
詠
ん
だ
一
連
の
歌
群
の
中
に

あ
る
高
丘
河
内
連
の

故
郷
は
遠
く
も
あ
ら
ず
一
重
山
越
ゆ
る
が
か
ら
に
思
ひ
そ
我
が
せ
し

に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
久
邇
京
は
奈
良
北
方
の
低
山
の
向
こ
う
側
で
あ

り
、ま
さ
に
「
遠
く
も
あ
ら
ず
」
な
の
だ
が
、そ
の
地
に
遷
り
思
う
奈
良
は
、

限
り
な
く
懐
か
し
い
距
離
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
空
間
な
の
で
あ
る
。

　
「
故
郷
」、「
ふ
る
さ
と
」
は
、
遷
都
と
い
う
出
来
事
の
中
で
、『
万
葉
集
』

で
は
こ
の
よ
う
に
育
ま
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
っ
た
。　

二　
遷
都
が
遠
く
な
り
つ
つ
あ
る
中
で　
―
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
故
郷
」
―

紀
貫
之
の
歌
5

人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
に
け
る

は
『
百
人
一
首
』
に
も
入
る
有
名
な
一
首
で
あ
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』

春
歌
上
で
は
次
の
詞
書
を
付
し
て
い
る
。　

初
瀬
に
詣
づ
る
ご
と
に
宿
り
け
る
人
の
家
に
、
久
し
く
宿
ら
で
、

程
経
て
後
に
至
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
家
の
主
、
か
く
定
か
に
な
む

宿
り
は
あ
る
と
、
言
ひ
出
だ
し
て
侍
り
け
れ
ば
、
そ
こ
に
立
て
り

け
る
梅
の
花
を
折
り
て
詠
め
る

し
た
が
っ
て
、
舞
台
は
初
瀬
で
あ
り
、
何
度
も
宿
り
馴
染
み
の
あ
る
地
で

あ
る
か
ら
「
ふ
る
さ
と
」
な
の
だ
と
解
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、『
古
今

和
歌
集
』
の
他
の
歌
の
詞
書
か
ら
も
初
瀬
の
観
音
へ
詣
で
る
場
合
、
奈
良

が
途
上
の
宿
泊
地
で
あ
る
中
宿
り
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の

「
宿
」
は
奈
良
で
は
な
い
か
と
論
定
し
た
吉
海
直
人
の
論
が
あ
る
6

。
さ

ら
に
、そ
の
論
で
は
、梅
花
と
初
瀬
の
結
び
付
き
は
稀
薄
で
、「
む
し
ろ
「
故

郷
・
花
（
梅
）・
匂
ふ
」
は
、
疑
い
な
く
旧
都
奈
良
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
」

と
し
て
、ふ

る
さ
と
と
な
り
に
し
奈
良
の
都
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
咲
き

け
り

の
『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
下
・
平
城
天
皇
の
歌
を
引
く
。
ま
た
、
同
じ
集

の
冬
歌
・
坂
上
是
則
の

奈
良
の
京
に
ま
か
れ
り
け
る
時
に
、
宿
れ
り
け
る
所
に
て
よ
め

る 
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み
吉
野
の
山
の
白
雪
つ
も
る
ら
し
古
里
寒
く
な
り
ま
さ
る
ら
む

を
引
き
、
詞
書
が
無
け
れ
ば
「
古
里
」
が
吉
野
と
詠
ま
れ
る
可
能
性
を
指

摘
す
る
の
も
示
唆
的
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
卓
論
だ
と
思
う
。
初
瀬
は
大
和
国
で
あ
り
、
古
都
の
範
囲
に
含

め
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
観
音
信
仰
の
中
心
地
と
し
て
、
独
特
な

地
帯
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
宿
が
奈

良
の
地
で
あ
れ
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
古
都
で
あ
る
。「
ふ
る
さ
と
」
の
語

は
何
よ
り
も
古
都
を
第
一
に
意
識
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も

確
認
で
き
よ
う
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
の
中
で
は
、
十
二
例
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
用
例

が
見
ら
れ
る
。
二
例
を
除
い
て
こ
の
語
は
古
都
を
表
わ
し
、
具
体
的
に
は

奈
良
の
地
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
外
の
二
例
に
つ

い
て
見
る
と
、
雑
歌
下
、
紀
友
則
の

筑
紫
に
侍
り
け
る
時
に
、
ま
か
り
通
ひ
つ
つ
、
碁
打
ち
け
る
人

の
も
と
に
、
京
に
帰
へ
り
ま
う
で
来
て
、
遣
は
し
け
る

ふ
る
里
は
見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
斧
の
柄
の
く
ち
し
所
ぞ
恋
し
か
り

け
る

は
、
明
ら
か
に
京
都
を
指
し
て
い
る
。
晋
の
王
質
が
山
中
の
仙
童
が
碁
を

打
つ
の
を
見
る
う
ち
斧
の
柄
が
朽
ち
て
し
ま
っ
た
と
い
う
故
事
を
引
き
、

い
さ
さ
か
オ
ー
バ
ー
な
表
現
を
取
っ
て
不
在
の
う
ち
に
自
分
に
は
馴
染

み
の
な
い
世
界
に
な
っ
た
京
都
を
詠
ん
で
い
る
。「
ふ
る
里
」
の
語
に
も

古
都
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
に
し
た
諧
謔
的
な
意
図
で
の
選
択
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
実
質
的
に
は
そ
こ
と
関
係
の
な
い
場
所
を
指
し
て
い
る
。

夏
歌
、
壬
生
忠
峯
の

は
や
く
住
み
け
る
所
に
て
、
郭
公
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

昔
へ
や
今
も
こ
ひ
し
き
時
鳥
ふ
る
さ
と
に
し
も
鳴
き
て
来
つ
ら
む

で
も
、
昔
住
ん
だ
場
所
が
奈
良
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
や
は
り
昔
な
じ
み
の

所
で
あ
ろ
う
。
現
代
語
の
故
郷
に
近
い
意
味
の
用
法
が
、
す
で
に
遷
都
と

は
関
係
な
く
こ
の
時
代
に
も
併
存
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

巻
十
九
所
収
の
「
冬
の
長
歌
」
と
題
す
る
凡
河
内
躬
恒
の
長
歌
に
は
、

「
古
る
里
の
吉
野
の
山
の
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
先
の
吉
海
論
で
引

か
れ
た
是
則
の
「
古
里
寒
く
な
り
ま
さ
る
な
り
」
や
、
冬
歌
、
読
人
不
知

の

ふ
る
さ
と
は
吉
野
の
山
し
近
け
れ
ば
一
日
も
雪
の
降
ら
ぬ
日
は
な

し

を
考
え
れ
ば
、
吉
野
山
は
奈
良
の
季
節
感
と
密
接
な
地
で
あ
り
、
一
体
的

に
「
ふ
る
さ
と
」
に
含
ま
れ
る
空
間
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

他
の
作
品
に
つ
い
て
は
、「
ふ
る
さ
と
」
は
古
都
で
あ
り
、
奈
良
の
地

を
そ
の
ま
ま
指
し
て
い
る
の
だ
が
、
遷
都
か
ら
す
で
に
百
年
以
上
を
経
た

『
古
今
和
歌
集
』
の
中
で
、
古
都
奈
良
は
ど
の
よ
う
な
土
地
で
あ
る
か
は

一
筋
縄
で
は
な
い
。
例
え
ば
吉
海
論
で
引
か
れ
て
い
た
平
城
天
皇
の
歌
で

は
「
ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
奈
良
の
都
」
と
は
っ
き
り
と
規
定
し
「
色
は

か
は
ら
ず
花
は
咲
き
け
り
」
と
、「
年
々
歳
々
花
相
似
、
歳
々
年
々
人
不

同
」
と
い
う
名
句
を
そ
の
ま
ま
体
現
す
る
よ
う
な
空
間
が
示
さ
れ
る
。
人

に
関
わ
る
物
は
す
べ
て
変
わ
り
、
自
然
だ
け
が
残
る
と
い
う
、
そ
の
空
間

の
典
型
的
な
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
は
、
奈
良
が
も
っ
と
生
臭
い
空
間
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
平
城

天
皇
は
平
安
京
に
遷
都
し
た
桓
武
天
皇
を
継
い
だ
が
、
病
を
得
て
弟
の
嵯

峨
天
皇
に
譲
位
し
上
皇
と
な
っ
た
。
し
か
し
重
祚
を
謀
り
、
奈
良
に
再
遷

都
し
、
そ
こ
を
拠
点
に
自
ら
の
世
系
に
皇
権
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
が

弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
薬
子
の
乱
で
あ
っ
た
。『
古
今
和
歌
集
』
で
も
そ
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の
古
い
層
で
は
、「
ふ
る
さ
と
」
奈
良
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
も
ま
だ
可

能
に
さ
せ
る
場
所
で
あ
っ
た
7

。　

　

こ
の
歌
集
の
古
層
に
属
す
る
歌
と
し
て
は
、
読
人
不
知
の
作
品
群
も
そ

う
だ
と
想
定
さ
れ
る
。「
ふ
る
さ
と
」
の
詠
み
込
ま
れ
る
作
品
に
つ
い
て

も
、
夏
歌
、

時
鳥
鳴
く
声
き
け
ば
わ
か
れ
に
し
古
里
さ
へ
ぞ
恋
し
か
り
け
る

の
三
句
目
の
「
わ
か
れ
に
し
」
の
直
接
体
験
を
叙
述
す
る
助
動
詞
「
き
」

は
、
奈
良
か
ら
の
遷
都
に
よ
る
別
れ
を
内
在
さ
せ
た
回
想
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
秋
歌
上
の
、

君
し
の
ぶ
草
に
や
つ
る
る
ふ
る
さ
と
は
松
虫
の
音
ぞ
か
な
し
か
り

け
る

で
「
松
虫
」
に
「
待
つ
」
の
掛
詞
で
詠
み
込
ま
れ
る
、
古
都
で
、
来
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
恋
人
を
待
つ
女
の
姿
も
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け
の
も
の
で
は

あ
る
ま
い
。
古
都
に
は
新
都
に
行
か
ず
に
取
り
残
さ
れ
た
女
も
い
る
の
だ

と
い
う
現
実
を
、
こ
の
表
現
の
背
後
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
万
葉

集
』
以
来
の
生
活
の
拠
点
が
大
き
く
変
わ
る
出
来
事
と
し
て
の
遷
都
体
験

の
連
続
性
は
大
き
い
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
ふ
る
さ
と
」
の
作
例
中
に
は
「
ふ
る
さ
と
人
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

春
歌
下
、
惟
喬
親
王
の
歌
で
あ
る
。

僧
正
遍
照
に
よ
み
て
贈
り
け
る

桜
花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
来
て
も
見
な

く
に

親
王
が
遍
照
に
対
し
て
、
我
が
家
の
桜
な
ど
は
見
に
来
て
く
れ
な
い
だ
ろ

う
と
す
ね
て
み
せ
た
作
だ
が
、
遍
照
が
「
ふ
る
さ
と
人
」
と
呼
ば
れ
る
理

由
を
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
「
昔
な
じ
み
」
故
だ
と
す
る
。
し
か
し
、

遍
照
は
奈
良
に
縁
の
深
い
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
8

。

  

遍
照
は
六
歌
仙
の
一
人
、
俗
名
は
良
峯
宗
貞
で
あ
り
、
生
年
は
弘
仁
七

年
（
八
一
六
）
で
、
遷
都
か
ら
二
十
年
ほ
ど
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
彼
の

母
は
奈
良
の
石
上
に
住
ん
で
い
て
、
そ
れ
は
か
な
り
有
名
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上
巻
軸
に
は
、

仁
和
帝
、
親
王
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
布
留
の
滝
を
御
覧
ぜ

む
と
て
お
は
し
け
る
道
に
、
遍
照
が
母
の
家
に
宿
り
給
へ
り
け

る
時
に
、
庭
を
秋
の
野
に
作
り
て
、
御
物
語
の
つ
い
で
に
、
よ

み
て
奉
り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

僧
正
遍
照

里
は
荒
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
宿
な
れ
や
庭
も
籬
も
秋
の
野
ら
な
る

仁
和
帝
光
孝
天
皇
が
皇
子
で
あ
っ
た
時
代
に
布
留
の
滝
見
物
の
途
上
に

そ
こ
を
訪
ね
て
い
る
。
遍
照
達
も
趣
向
を
凝
ら
し
て
迎
え
た
ら
し
い
。
庭

を
秋
の
野
に
作
る
の
も
、
荒
廃
し
た
風
情
を
か
も
そ
う
と
す
る
作
庭
で
は

な
か
っ
た
か
。
歌
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
古
都
は
人
が
去
り
荒
れ
て
し

ま
っ
た
中
に
、
取
り
残
さ
れ
た
人
が
ひ
っ
そ
り
と
住
む
べ
き
時
空
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
魅
力
と
す
で
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
遍
照
は

ま
た
雑
歌
下
に
、

奈
良
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
荒
れ
た
る
家
に
、
女
の
琴
弾
き
け

る
を
聞
き
て
、
詠
み
て
入
れ
た
り
け
る

わ
び
人
の
住
む
べ
き
宿
と
見
る
な
へ
に
嘆
き
加
は
る
琴
の
音
ぞ
す
る

の
よ
う
な
作
品
も
残
し
て
い
る
。
古
都
の
地
に
ひ
っ
そ
り
と
住
む
女
性
を

見
出
し
歌
を
贈
る
様
は
、『
伊
勢
物
語
』
冒
頭
と
重
な
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

　
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
奈
良
は
古
都
の
地
と
し
て
独
特
の
イ
メ
ー
ジ
を

す
で
に
作
り
上
げ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
い
ま
だ
歴
史
の
彼
方
の
空
間
と
い

う
の
で
は
な
い
。
遍
照
が
奈
良
で
生
ま
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
母
は
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そ
の
地
の
人
で
そ
こ
に
住
み
、
彼
自
身
も
そ
の
地
と
の
関
わ
り
は
大
き

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

遍
照
の
子
で
あ
る
素
性
も
奈
良
石
上
良
因
院
に
住
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。

彼
は
夏
歌
に奈

良
の
石
上
寺
に
て
郭
公
の
鳴
く
を
よ
め
る

石
上
の
ふ
る
き
都
の
郭
公
声
ば
か
り
こ
そ
昔
な
り
け
れ

と
い
う
印
象
的
な
古
都
詠
を
残
し
て
い
る
。
平
安
時
代
に
な
っ
て
も
、「
ふ

る
さ
と
」
奈
良
は
、
父
母
の
、
祖
父
母
の
生
活
の
地
と
し
て
の
地
縁
は
残

り
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

撰
者
達
の
同
時
代
に
鮮
や
か
な
活
躍
を
し
た
女
流
歌
人
が
伊
勢
で
あ

る
。
彼
女
に
は
、
恋
歌
四
、

ふ
る
さ
と
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
な
我
が
た
め
に
人
の
心
の
あ
れ
て
見

ゆ
ら
む

の
よ
う
に
、
自
分
か
ら
離
れ
て
行
く
相
手
の
心
を
、
古
都
の
荒
廃
に
比
し

た
作
が
あ
る
。
こ
の
伊
勢
も
奈
良
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
少
な
く
と
も
そ
の
母
は
奈
良
に
住
み
続
け
て
い
た
ら
し
く
、
母
を
亡

く
し
た
後
に
そ
の
旧
居
を
訪
ね
た
感
慨
が
『
後
撰
和
歌
集
』
哀
傷
に
載
せ

ら
れ
て
い
る
。

大
和
に
侍
り
け
る
母
身
ま
か
り
て
後
、
か
の
国
へ
ま
か
る
と
て

ひ
と
り
ゆ
く
事
こ
そ
う
け
れ
ふ
る
さ
と
の
奈
良
の
な
ら
び
て
見
し

人
も
な
し

伊
勢
に
と
っ
て
は
、「
ふ
る
さ
と
」
奈
良
は
古
都
で
あ
る
と
と
も
に
、
母

と
の
生
活
の
思
い
出
の
刻
ま
れ
た
故
郷
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
遷
都
後

百
年
と
い
う
の
は
、
意
外
に
長
い
時
間
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。　

　
　
　

三　
歌
題
「
故
郷
」

　

千
年
の
都
と
い
っ
た
、
都
は
京
都
か
ら
遷
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
い
う

観
念
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
か
は
捉
え
難
い
の
だ
が
、
次
第

に
そ
の
実
質
が
現
実
と
し
て
定
着
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
平
安
時
代
の
連

続
の
中
で
、「
ふ
る
さ
と
」
も
一
定
の
和
歌
的
な
主
題
を
担
う
言
葉
と
し

て
詠
ま
れ
続
け
て
い
っ
た
。
や
が
て
そ
れ
が
整
理
さ
れ
和
歌
に
詠
ま
れ
る

べ
き
主
題
と
し
て
歌
題
と
し
て
確
立
す
る
。

　

歌
題
と
い
う
言
葉
は
、
む
し
ろ
現
代
的
な
術
語
で
あ
り
、
本
来
は
「
題
」

で
あ
る
が
、
題
と
言
っ
た
場
合
、
早
く
か
ら
そ
れ
を
詠
み
込
む
た
め
の
作

法
も
伴
っ
て
確
立
し
た
漢
詩
の
題
と
混
同
す
る
。
歌
題
の
発
生
は
詩
題
と

密
接
に
関
係
し
、
歌
題
も
漢
字
で
書
か
れ
る
。
し
か
し
漢
字
表
記
さ
れ
て

も
漢
語
と
は
限
ら
な
い
。
歌
題
と
し
て
は
「
故
郷
」
と
い
う
形
だ
が
、
中

国
的
意
味
の
漢
語
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
ふ
る
さ
と
」
の
漢
字
表
記
で

あ
る
。
歌
題
の
成
立
は
、
起
源
ま
で
遡
れ
ば
万
葉
時
代
ま
で
至
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
確
立
と
盛
行
と
い
う
こ
と
で
は
、
十
二
世
紀
あ
た
り
を
考

え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
、
主
題
に
よ
り
整

理
さ
れ
た
類
題
の
形
で
編
纂
さ
れ
た
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
六
帖
』『
和

漢
朗
詠
集
』
の
役
割
は
大
き
い
。

　

十
世
紀
半
ば
に
編
纂
さ
れ
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
第
二
帖
に
は
「
ふ

る
さ
と
」
の
主
題
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。「
都
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

対
置
す
る
よ
う
に
立
て
ら
れ
た
「
田
舎
」
と
い
う
大
項
目
の
下
位
に
、「
く

に
・
こ
ほ
り
・
さ
と
・
ふ
る
さ
と
・
や
ど
・
や
ど
り
・
か
き
ほ
」
と
し
て
、

そ
の
一
つ
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。「
都
」
は
「
み
や
こ
・
み
や
こ
ど
り
・

も
も
し
き
」
と
細
分
さ
れ
る
。
古
い
都
と
し
て
「
都
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

入
れ
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、「
田
舎
」
に
入
る
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
貴
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族
の
日
常
の
生
活
圏
か
ら
は
異
境
で
あ
る
。

　

作
品
は
五
首
引
か
れ
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
下
に
読
人
不
知
と

し
て
載
る駒

な
べ
て
い
ざ
見
に
ゆ
か
む
ふ
る
さ
と
は
雪
と
の
み
こ
そ
花
は
散

る
ら
め

を
最
初
に
、
貫
之
歌
・
伊
勢
歌
と
続
く
。

見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
も
あ
る
か
な
ふ
る
さ
と
は
花
の
色
の
み
ぞ
あ

せ
ず
あ
り
け
る

散
り
散
ら
ず
聞
か
ま
ほ
し
き
を
ふ
る
さ
と
の
花
見
て
帰
へ
る
人
も

あ
は
な
む

後
の
歌
で
花
が
散
っ
た
か
を
尋
ね
る
伊
勢
に
と
っ
て
、「
ふ
る
さ
と
」
で

あ
る
奈
良
が
ど
の
よ
う
な
地
で
あ
っ
た
か
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な

い
。
貫
之
の
「
見
し
ご
と
も
」
の
自
己
体
験
と
し
て
の
回
想
は
、
や
や
虚

構
め
い
て
い
る
が
、
遷
都
が
そ
れ
ほ
ど
遥
か
な
過
去
で
は
な
い
と
い
う
時

代
感
覚
を
伝
え
て
い
よ
う
。
三
首
と
も
に
「
ふ
る
さ
と
」
は
時
間
的
に
も

心
理
距
離
と
し
て
も
遠
い
所
に
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
作
品
の
詠
作
の
時

代
も
古
今
時
代
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
前
節
に
見
て
き
た
「
ふ
る
さ
と
」

意
識
で
あ
る
。

　

四
首
目
の
藤
原
興
風
の

来
つ
つ
の
み
鳴
く
う
ぐ
ひ
す
の
ふ
る
さ
と
は
散
り
に
し
梅
の
花
に

ざ
り
け
る

は
鶯
を
擬
人
化
し
、
ほ
と
ん
ど
現
代
語
の
故
郷
の
意
味
に
近
い
よ
う
だ

が
、「
梅
の
花
」
が
「
散
り
に
し
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
所
に
は
注
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
都
と
同
様
に
盛
り
の
も
の
が
時
を
経
て
荒
れ
た
場
所

で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
の
敦
実
親
王
の
歌

ひ
と
り
の
み
な
が
め
て
年
を
ふ
る
里
の
荒
れ
た
る
様
を
い
か
に
見

る
ら
ん

は
、『
後
撰
和
歌
集
』
雑
一
に
も
収
め
ら
れ
、
そ
こ
で
の
詞
書
で
事
情
が

明
ら
か
で
あ
る
。「
京
極
御
息
所
、
尼
に
な
り
て
戒
受
け
む
と
て
、
仁
和

寺
に
わ
た
り
侍
り
け
れ
ば
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宇
多
法
皇
由
縁
の
仁

和
寺
で
す
で
に
僧
籍
に
あ
る
敦
実
の
も
と
に
、
法
皇
の
妃
で
あ
っ
た
御
息

所
が
受
戒
に
来
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
父
・
夫
の
由
縁
の
場
を
「
ふ
る

里
」
と
す
る
の
は
現
代
語
に
も
近
い
よ
う
だ
が
、
や
は
り
法
皇
が
没
し
て

「
荒
れ
た
る
様
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
の
「
ふ
る
さ
と
」
は
古
都
に
は
限
ら
な
い
も
の
の
、

そ
の
言
葉
で
示
さ
れ
る
空
間
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を

す
で
に
結
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
忘
れ
ら
れ
荒
れ
て
行
く
場
所
で
あ
る
。

　
『
和
漢
朗
詠
集
』
は
十
一
世
紀
を
迎
え
た
頃
の
時
代
の
趣
味
を
代
表
す

る
漢
詩
句
と
和
歌
の
集
で
あ
る
。
漢
詩
と
の
関
係
で
「
ふ
る
さ
と
」
と
い

う
語
と
の
直
接
的
な
関
係
が
捉
え
に
く
く
な
る
が
、「
古
京
（
故
京
）」
が

そ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
漢
詩
句
が
一
対
と
和
歌
が
一
首
引
か
れ
る
。

緑
草
ハ
如
今
ノ
麋
鹿
ノ
苑　

紅
花
ハ
定
メ
テ
昔
ノ
管
絃
ノ
家
ナ
ラ
ム

い
そ
の
か
み
古
き
都
を
来
て
み
れ
ば
昔
か
ざ
し
し
花
咲
き
に
け
り

漢
詩
句
は
十
世
紀
の
詩
人
菅
三
品
菅
原
文
時
の
詩
の
一
節
だ
が
、
人
の
営

み
が
絶
え
自
然
が
そ
の
跡
を
覆
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
景

物
な
ど
も
現
代
に
近
い
形
で
奈
良
を
想
起
さ
せ
る
。
和
歌
は
作
者
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。『
新
古
今
和
歌
集
』
で
も
読
人
不
知
と
し
て
再
録
す
る
が
、

『
中
務
集
』
に
も
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
村
上
天
皇
時
代
の
「
国
々
の

名
あ
る
所
」
の
屏
風
歌
と
な
っ
て
い
る
（
場
所
は
「
い
そ
の
か
み
」）。「
昔

か
ざ
し
し
」
は
直
接
体
験
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現

の
背
後
に
は
す
で
に
山
部
赤
人
の
作
品
と
さ
れ
て
い
た
「
も
も
し
き
の
大
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宮
人
は
い
と
ま
あ
れ
や
桜
か
ざ
し
て
今
日
も
暮
ら
し
つ
」
と
い
う
人
口
に

膾
炙
し
た
歌
の
存
在
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
遷
都
の
体
験
が
古
歌
に
よ

り
文
証
化
・
間
接
化
し
て
い
る
様
を
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
作
中
の
主
人
公

は
古
歌
の
時
代
の
人
で
あ
る
。

　
「
故
郷
」
が
歌
会
で
歌
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
早
い
例
に
、『
能
因
法
師
集
』

の
「
長
楽
寺
に
て
人
々
故
郷
の
霞
の
心
を
よ
む
中
に
」
と
い
う
一
連
の
作

が
あ
る
。
十
一
世
紀
半
ば
ま
で
の
時
期
に
、
東
山
の
眺
望
の
開
け
た
山
寺

で
の
会
で
あ
る
。
能
因
自
身
の

よ
そ
に
て
ぞ
霞
た
な
び
く
故
郷
の
都
の
春
は
見
る
べ
か
り
け
る

以
下
、
鴨
川
を
越
え
て
離
れ
て
来
た
眼
下
の
洛
中
を
「
故
郷
」
と
詠
ん
で

い
る
作
品
が
続
く
。
離
れ
て
き
た
俗
界
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
認
識
す
る
の

は
新
し
い
展
開
で
あ
ろ
う
。
長
楽
寺
は
当
時
の
漢
詩
人
が
集
う
漢
詩
的
な

特
別
な
文
学
空
間
で
あ
っ
た
9

。
こ
こ
で
の
歌
会
も
や
や
特
別
な
位
相
を

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
例
で
あ
る
が
こ
の
よ
う
な
「
ふ
る
さ

と
」
は
ほ
と
ん
ど
継
承
さ
れ
な
い
。

　

歌
題
の
盛
行
は
十
二
世
紀
を
迎
え
る
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
永
久
四

年
（
一
一
一
六
）
の
『
永
久
百
首
』
は
百
題
の
歌
題
で
詠
ま
れ
た
百
首
歌

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
題
に
「
故
郷
」
が
あ
り
七
人
の
歌
人
が
詠
ん
で

い
る
。
多
く
は
、
人
の
往
還
が
す
で
に
絶
え
て
久
し
く
な
り
す
っ
か
り

荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
空
間
と
し
て
の
「
ふ
る
さ
と
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

遷
都
と
い
う
は
る
か
歴
史
の
彼
方
の
出
来
事
で
す
っ
か
り
廃
都
と
な
っ

た
空
間
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
空
間
の
イ
メ
ー
ジ

が
「
故
郷
」
と
い
う
題
で
ほ
ぼ
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
も
次
の
源
兼
昌
の
歌
は
注
目
さ
れ
る
。

佐
保
殿
の
さ
か
ゆ
る
見
れ
ば
か
げ
ふ
れ
て
古
郷
と
こ
そ
お
ぼ
え
ざ

り
け
れ

「
故
郷
」
に
は
隆
盛
を
思
わ
せ
る
建
物
は
不
似
合
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
空
間
の
特
性
が
際
だ
つ
と
い
う
こ
と
で
は
、
他
の
歌
と
も
イ

メ
ー
ジ
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
保
殿
と
い
う
存
在
に
は
注
目

さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
奈
良
に
お
け
る
藤
原
氏
の
宿
舎
的
な
存
在
で
あ

り
、
佐
保
山
の
麓
の
藤
原
房
前
の
奈
良
時
代
の
邸
宅
を
継
承
し
た
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
そ
の
宿
舎
が
偉
容
を
誇
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

古
都
と
な
っ
た
現
実
の
奈
良
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
廃
都
と
し
て
う
ち

捨
て
ら
れ
た
空
間
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
東
大
寺
・
興
福

寺
を
は
じ
め
大
寺
が
残
り
、
寺
院
を
中
心
に
様
々
な
営
み
が
続
き
、
宗
教

的
の
み
な
ら
ず
世
俗
的
な
力
も
保
持
さ
れ
て
い
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ

け
に
人
々
の
行
き
来
も
頻
繁
で
あ
り
、
佐
保
殿
の
よ
う
な
建
物
の
殷
賑
も

想
像
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
大
江
親
通
に
よ
る
奈
良
巡
礼
記
で
あ
る

『
七
大
寺
日
記
』『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
も
残
さ
れ
て
い
る
。
荒
れ
果
て
た

空
間
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
行
く
「
ふ
る
さ
と
」
と
必
ず
し
も

現
実
の
奈
良
と
は
重
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
10
。

八
重
葎
へ
だ
て
つ
つ
ふ
る
故
郷
に
い
づ
く
ぞ
と
だ
に
と
ふ
人
も
な

し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
顕
仲
）

鎖
し
な
が
ら
ま
だ
斧
の
柄
も
朽
ち
な
く
に
ま
が
き
も
閨
も
あ
ら
ぬ

里
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
仲
実
）

よ
も
ぎ
分
け
た
づ
ね
ぞ
来
ぬ
る
古
郷
は
花
橘
の
香
を
し
る
べ
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
進
）

等
の
こ
の
百
首
で
の
世
界
は
、
か
な
り
に
観
念
化
さ
れ
た
空
間
が
捉
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
歌
題
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
る

「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
。
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四　
中
世
か
ら
近
世
へ

　

中
世
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
源
平
時
代
の
最
中
、治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）

六
月
に
、
四
百
年
ぶ
り
の
遷
都
が
平
清
盛
の
手
に
よ
り
断
行
さ
れ
た
。
ほ

と
ん
ど
体
制
も
整
わ
な
い
ま
ま
に
安
徳
天
皇
以
下
は
福
原
の
新
都
に
遷

り
、
京
都
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
な
っ
た
。

　

旧
都
と
な
っ
た
京
都
の
様
子
は
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
も
印
象
的
に

語
っ
て
い
る
。
主
上
が
そ
の
地
を
離
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
「
荒
れ
行
く
」

土
地
と
な
っ
て
い
る
。
巻
五
に
載
せ
ら
れ
た
西
園
寺
実
定
の
手
に
な
る
と

思
わ
れ
る
今
様
に
よ
れ
ば
、

古
き
都
を
来
て
み
れ
ば　

浅
茅
が
原
と
ぞ
荒
れ
に
け
る　

月
の
光

は
隈
な
く
て　

秋
風
の
み
ぞ　

身
に
は
し
む

と
、
ま
さ
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
人
々
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
空
間
が
京

都
に
現
出
し
て
い
る
。

　

旧
都
に
残
さ
れ
た
人
々
も
少
な
か
ら
ず
居
て
、
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
無
聊
の
日
々
を
そ
こ
で
送
る
の
だ
が
、
そ
の
一
人
に
十
九
歳
の
藤
原
定

家
が
い
た
。
こ
の
青
年
が
日
記
『
明
月
記
』
の
九
月
の
条
に
「
紅
旗
征
戎

非
吾
事
」
と
書
き
付
け
た
の
は
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
、
そ
の
次
に
記
さ

れ
た
十
五
日
の
条
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
夜
空
に
現
れ
た
光
る
物
、
流

星
の
如
き
物
の
破
裂
す
る
様
子
を
印
象
的
に
描
く
。
そ
の
条
の
書
き
出
し

は
、

入
リ

レ
夜
ニ
明
月
蒼
然
タ
リ
、
故
郷
寂
ニ
而
テ
不
レ
聞
カ

二
車
馬
之
声
ヲ

一
、

歩
縦
容
ニ
而
テ
遊
ブ

二
六
条
院
辺
ニ

一

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
思
い
が
け
ず
も
「
故
郷
」
と
な
っ
た
洛
中
の
物
寂

し
い
風
情
に
酔
う
よ
う
な
夜
散
歩
の
最
中
で
あ
っ
た
。

　

す
で
に
歴
史
の
彼
方
の
経
験
で
し
か
な
い
遷
都
を
人
々
は
体
験
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
ふ
る
さ
と
」「
故
郷
」
は
半
信
半
疑
な
が
ら

も
、
ま
さ
に
京
都
の
土
地
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
遷
都
は
結
局
は
失
敗
に
終
わ
り
、
十
二
月
に
は
再
び
京
都
に
都
が

戻
っ
た
。
幻
に
近
い
と
は
い
え
現
実
に
そ
う
し
た
体
験
を
人
々
に
刻
印
し

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
年
末
の
二
十
八
日
に
は
久
し
く
「
ふ
る
さ
と
」
を

代
表
と
す
る
土
地
で
あ
る
奈
良
で
大
き
な
事
件
が
起
こ
っ
た
。
平
重
衡
の

軍
勢
の
手
に
よ
る
南
都
焼
き
討
ち
で
あ
る
。
東
大
寺
・
興
福
寺
が
壊
滅
し
、

人
々
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
ま
た
、
そ
の
後
の
大
寺
の
復
興
事
業
は
、

中
世
初
頭
の
大
文
化
事
業
と
し
て
、
人
々
の
関
心
を
南
都
に
誘
い
続
け

た
。
中
世
始
発
期
の
こ
の
年
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
言
葉
の
周
り
で
二

つ
の
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
時
代
の
影
響
は
、
す
ぐ
後
に
撰
ば
れ
た
『
千
載
和
歌
集
』
よ

り
も
む
し
ろ
次
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
顕
著
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
活
発
に
展
開
し
た
同
時
代
の
詠
歌
活
動
の
集
約
と
い
う
性
格
が
よ

り
明
白
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
活
動
の
中
心
に
い
た
の
が
十
九

歳
で
遷
都
を
経
験
し
た
藤
原
定
家
と
そ
の
父
俊
成
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼

等
を
統
括
す
る
後
鳥
羽
院
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
。

　

何
度
と
な
く
開
か
れ
た
彼
等
の
時
代
の
歌
会
で
は
、し
ば
し
ば
「
故
郷
」

が
歌
題
と
な
る
。
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
九
月
十
三
夜
に
催
さ
れ
た
水

無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
で
は
、「
故
郷
恋
」
が
出
題
さ
れ
る
。
こ
の
題
は
様
々

な
展
開
の
可
能
性
を
持
ち
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
が
、「
恋
」

と
い
う
人
の
生
の
時
間
内
の
物
語
を
、「
故
郷
」
と
い
う
何
代
も
の
時
間

の
経
過
を
含
む
空
間
と
の
関
連
で
実
現
さ
せ
る
。
比
喩
的
な
詠
み
方
で
は

な
く
、「
故
郷
」
を
舞
台
と
し
て
選
べ
ば
、
遷
都
を
体
験
し
た
作
中
人
物

を
設
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
福
原
遷
都
と
い
う
時
代
の
体
験
は
生
き
る
可

能
性
を
持
つ
。
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し
か
し
、
例
え
ば
、
俊
成
卿
女
は
、

飛
ぶ
鳥
の
飛
鳥
の
里
に
秋
深
け
て
出
で
に
し
人
は
お
と
づ
れ
も
せ
で

と
、
す
で
に
引
い
た
元
明
天
皇
の
『
万
葉
集
』
の
歌
、

飛
ぶ
鳥
の
あ
す
か
の
里
を
出
で
て
い
な
ば
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず

か
も
あ
ら
ん

を
本
歌
取
の
手
法
に
よ
り
取
り
込
み
、
そ
の
世
界
を
後
日
譚
の
よ
う
に
展

開
さ
せ
る
。
元
明
天
皇
は
女
帝
で
あ
る
が
、
遷
都
に
よ
っ
て
新
都
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
男
に
忘
れ
ら
れ
た
古
都
の
女
の
姿
を
仮
想
し
、
そ
の
作
中
人

物
が
物
思
い
を
深
め
る
秋
の
抒
情
を
形
成
す
る
。

　

後
鳥
羽
院
の
作
品
、

里
は
あ
れ
ぬ
尾
上
の
宮
の
お
の
づ
か
ら
待
ち
こ
し
宵
も
昔
な
り
け
り

も
『
万
葉
集
』
の
大
原
今
城
の

高
円
の
尾
上
の
宮
は
荒
れ
ぬ
と
も
立
た
し
し
君
の
御
名
忘
れ
め
や

を
本
歌
に
、
巻
二
十
の
一
連
の
「
依
興
各
思
高
円
離
宮
処
」
を
背
景
に
、

聖
武
天
皇
の
離
宮
を
歌
い
、
そ
の
時
代
を
幻
視
す
る
よ
う
に
再
現
さ
せ
、

聖
武
没
後
に
離
宮
に
残
さ
れ
た
宮
女
の
嘆
き
を
歌
う
作
品
で
あ
る
11
。　

　

む
し
ろ
、
こ
の
時
代
は
、
こ
う
し
た
古
歌
の
世
界
に
立
脚
し
て
、
世
界

を
構
築
し
て
行
く
よ
う
な
詠
歌
の
あ
り
方
が
時
代
の
方
法
で
あ
っ
た
。
古

典
の
世
界
が
共
通
の
資
産
と
意
識
さ
れ
、
そ
の
世
界
の
出
来
事
も
歌
に
詠

ま
れ
る
素
材
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
世
界
に
目
を
向
け
る
、
特
に
奈
良
時

代
や
聖
武
の
時
代
に
目
を
向
け
る
原
因
と
し
て
南
都
炎
上
復
興
は
力
と

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
福
原
遷
都
と
い
う
よ
う
な
体
験
は
直
接

的
で
切
実
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
彼
等
の
創
作
の
根
拠
と
な

る
よ
う
な
体
験
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
後
鳥
羽
院
は
そ
の
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
俊
成
卿
女
は
十
歳

前
後
で
迎
え
た
体
験
で
あ
っ
た
。
先
に
『
明
月
記
』
を
引
い
た
定
家
と
は

異
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
定
家
歌
は
、

つ
れ
な
き
を
待
つ
と
せ
し
間
の
春
の
草
く
ち
ぬ
心
の
ふ
る
さ
と
の
霜

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
人
ら
し
く
難
解
で
あ
る
。
歌
合
の
判
詞
で

も
「
く
ち
ぬ
心
な
ど
い
か
に
言
へ
る
か
心
得
ず
侍
り
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
五
の
遍
照
の
作
、

我
が
宿
は
道
も
な
き
ま
で
荒
れ
に
け
り
つ
れ
な
き
人
を
待
つ
と
せ

し
ま
に

を
本
歌
と
す
る
。
通
っ
て
こ
な
く
な
っ
た
人
を
待
つ
間
に
荒
れ
て
行
く
古

都
の
風
景
を
、
春
の
草
が
朽
ち
て
行
く
様
に
象
徴
さ
せ
る
。
自
然
に
枯
れ

て
行
く
の
で
は
な
く
、
朽
ち
さ
せ
て
行
く
「
霜
」
を
「
ふ
る
さ
と
の
霜
」

と
し
て
、
古
都
で
あ
る
故
を
さ
ら
に
細
か
な
景
物
に
象
徴
さ
せ
る
と
い

う
、
高
い
抽
象
度
を
持
っ
た
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
。
忘
れ
ら
れ
荒
れ
て

行
く
世
界
と
い
う
、
和
歌
が
伝
統
的
に
観
念
化
し
て
き
た
世
界
の
象
徴
的

表
現
と
い
う
こ
と
で
は
、
現
実
に
直
面
し
た
十
九
歳
の
体
験
は
ほ
ん
の
痕

跡
以
上
に
は
持
ち
込
む
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
中
世
初
頭
に
お
い
て
、
和
歌
表
現
は
古
典
的
蓄
積
を
規
範
と
す

る
他
か
ら
の
影
響
を
受
け
に
く
い
閉
じ
ら
れ
た
自
律
的
な
世
界
を
形
成

し
て
い
る
。「
ふ
る
さ
と
」「
故
郷
」
と
い
う
語
も
同
様
で
あ
る
。
か
つ
て

遷
都
が
国
家
的
な
体
験
で
あ
る
と
と
も
に
個
人
的
な
家
族
的
な
体
験
で

あ
る
故
に
含
み
持
ち
得
た
二
重
の
含
意
、
古
都
と
い
う
異
境
が
懐
か
し
い

か
つ
て
の
生
活
の
地
と
い
う
弁

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
可
能

性
は
、
忘
れ
去
ら
れ
荒
れ
て
行
く
土
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
、
歴
史

的
蓄
積
と
い
う
形
で
収
斂
す
る
。
古
歌
と
い
う
文
証
の
再
生
と
い
う
形
で

蘇
る
世
界
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
。

　

す
で
に
鎌
倉
に
は
幕
府
が
作
ら
れ
、
中
心
は
京
都
と
い
う
都
の
み
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
社
会
の
変
化
は
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
間
断
な
く
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進
ん
で
行
く
。
社
会
の
中
心
は
変
化
し
て
行
き
、
歌
人
に
し
て
も
都
で
生

ま
れ
、
都
に
常
に
視
点
を
置
き
続
け
る
と
い
う
人
々
で
は
必
ず
し
も
な
く

な
っ
て
行
く
。
そ
う
し
た
中
で
も
「
ふ
る
さ
と
」「
故
郷
」
は
変
質
し
な
い
。

古
都
の
地
が
原
則
で
あ
り
、
そ
の
忘
れ
去
ら
れ
荒
れ
て
行
く
イ
メ
ー
ジ
に

該
当
す
る
場
が
付
随
的
に
こ
の
言
葉
で
捉
え
ら
れ
続
け
る
。
現
代
語
の
よ

う
な
懐
か
し
む
空
間
で
あ
る
故
郷
は
引
き
寄
せ
ら
れ
な
い
。

　

他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
向
け
れ
ば
、
松
尾
芭
蕉
に
は
す
で
に
、

秋
十
と
せ
か
へ
つ
て
江
戸
を
指
す
古
郷

の
吟
が
あ
る
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）、
現
代
語
の
故
郷
で
あ
る
伊
賀

上
野
を
含
む
関
西
へ
の
旅
に
際
し
て
の
旅
立
ち
の
句
で
あ
る
。
そ
こ
で
の

「
古
郷
」
の
語
に
込
め
た
思
い
は
現
代
語
と
ほ
ぼ
等
し
か
ろ
う
。
田
舎
か

ら
上
京
し
て
生
活
す
る
と
い
う
近
現
代
と
も
相
似
な
社
会
体
制
が
す
で

に
背
景
と
し
て
あ
る
以
上
当
然
と
も
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
生
地
と
の
絆
は

よ
り
強
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

和
歌
に
戻
る
な
ら
ば
、

吉
野
山
け
ふ
さ
へ
雪
の
ふ
る
里
も
木
毎
の
花
の
春
は
来
に
け
り

物
思
へ
ば
い
と
ど
か
な
し
な
ふ
る
里
の
奈
良
の
飛
鳥
の
秋
の
夜
の
月

ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
宿
を
来
て
み
れ
ば
涙
と
と
も
に
降
る
木
の
葉

か
な

以
上
三
首
は
、
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
刊
の
『
大
江
戸
倭
歌
集
』
か
ら

抜
き
出
し
た
歌
で
あ
る
。
江
戸
の
人
々
の
歌
を
集
め
た
歌
集
で
あ
る
が
、

摂
津
守
内
藤
政
成
・
長
門
守
長
常
・
伊
藤
総
丸
を
そ
れ
ぞ
れ
作
者
と
す
る
。

武
家
と
そ
の
周
辺
の
人
で
あ
る
。
十
九
世
紀
中
葉
の
こ
れ
ら
の
作
品
が
、

中
世
初
頭
ど
こ
ろ
か
平
安
時
代
と
も
通
じ
る
様
は
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
和
歌

表
現
の
世
界
で
の
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
言
葉
の
保
守
的
な
位
相
が
よ
く

見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

会
津
八
一
『
鹿
鳴
集
』
に
は
次
の
一
首
が
載
る
12
。

高
円
山
を
の
ぞ
み
て

あ
き
は
ぎ
は
そ
で
に
は
す
ら
じ
ふ
る
さ
と
に
ゆ
き
て
し
め
さ
む
い

も
あ
ら
な
く
に

高
円
山
は
先
に
見
た
よ
う
に
聖
武
離
宮
尾
上
宮
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
は

秋
萩
の
名
所
で
も
あ
り
、『
万
葉
集
』
巻
一
九
の

宮
人
の
袖
付
け
衣
秋
萩
に
に
ほ
ひ
よ
ろ
し
き
高
円
の
宮

を
八
一
の
歌
も
受
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
古
典
的
な
作
品
だ
が
、「
ふ

る
さ
と
」
は
八
一
の
故
郷
新
潟
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
初
出
は
『
新
潟
新
聞
』

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
七
月
一
八
日
の
「
落
日
庵
抄
」
で
あ
り
、『
鹿

鳴
集
』
に
は
七
月
一
四
日
付
け
の
同
じ
初
出
の

奈
良
に
て

い
に
し
へ
の
な
ら
の
み
や
び
と
い
ま
あ
ら
ば
こ
し
の
え
み
し
と
あ

を
こ
と
な
さ
む

も
載
せ
る
「
こ

越し
の
え

夷み
し
」
こ
そ
は
自
ら
で
あ
り
、「
こ
し
」
こ
そ
が
「
ふ

る
さ
と
」
で
あ
る
。
無
論
そ
こ
は
人
の
営
み
が
遷
り
荒
に
帰
し
た
地
で
は

な
い
。
八
一
が
詠
む
「
ふ
る
さ
と
」
は
現
代
語
の
故
郷
以
外
の
何
物
で
も

な
い
。

　

異
境
と
し
て
憧
憬
さ
れ
る
古
都
と
、
懐
か
し
い
地
と
し
て
偲
ば
れ
る
故

郷
と
の
双
方
の
意
味
を
古
典
語
「
故
郷
」
は
持
ち
得
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
自
体
が
現
代
の
眼
か
ら
す
れ
ば
弁

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
考
え
は
じ
め
た
。
遷
都
の
体
験
を
め
ぐ
り
そ
の
根
は
存
在
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
体
験
の
歴
史
化
・
観
念
化
が
進
み
、
和
歌
が
規
範
化

さ
れ
る
道
程
の
中
で
、
古
都
と
そ
の
心
象
へ
と
閉
じ
ら
れ
て
行
く
。
規
範
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の
力
学
は
近
世
の
社
会
変
化
の
中
で
も
変
わ
ら
ず
、
近
代
が
来
る
と
一
変

す
る
。
む
し
ろ
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
弁

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
は
、
そ
の
変
化
の
力

と
な
っ
た
漢
語
「
故
郷
」
や
独
逸
語
「H

eim
at

」
や
そ
れ
に
変
わ
る
欧

州
語
と
の
間
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
あ
た
り
へ
の
射
程
を
も
に
ら
み

な
が
ら
、
今
回
は
擱
筆
し
た
い
。

　
　

注

（
１
）
漢
語
「
故
郷
」
は
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
自
分
が
生
ま
れ
た
邑
里
。
ふ
る

　

さ
と
。
郷
里
。
郷
国
。」
と
規
定
さ
れ
る
が
、
中
国
社
会
の
あ
り
方
と
絡
め
て
か
な
り

　

複
雑
な
位
相
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
必
要
以
上
の
言
及
は
さ
け
た
い
。

（
２
）
私
も
か
つ
て
こ
の
こ
と
を
何
度
か
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、

　
「
古
寺
巡
礼
の
近
代
」
と
題
し
た
和
歌
文
学
大
系
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
／
鹿
鳴
集
』

　
（
明
治
書
院
・
二
〇
〇
五
年
）
の
月
報
の
小
文
が
あ
る
。

（
３
）
こ
の
こ
と
は
す
で
に
辞
典
項
目
と
し
て
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
久
保
田
淳
・
馬

　

場
あ
き
子
編
、
村
尾
誠
一
・
渡
部
泰
明
・
山
田
洋
嗣
編
集
委
員
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大

　

辞
典
』（
角
川
書
店
・
一
九
九
九
年
）
の
「
故
郷
」
の
項
。
本
稿
は
そ
こ
で
述
べ
た
こ

　

と
の
大
幅
な
増
補
で
も
あ
る
。

（
４
）
以
下
『
万
葉
集
』
か
ら
の
引
用
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
が
、
漢
字

　

表
記
に
つ
い
て
は
、
よ
り
原
文
に
近
い
形
に
戻
し
た
場
合
が
あ
る
。

（
５
）『
万
葉
集
』
以
外
の
和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
八
代
集
は
岩
波

　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の
書
目
に
よ
り
、
他
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

　

表
記
に
つ
い
て
は
適
宜
読
み
や
す
い
形
に
し
た
。

（
６
）
吉
海
直
人
「
貫
之
「
人
は
い
さ
」
歌
の
宿
は
ど
こ
か
」（『
解
釈
』
四
六
巻
九
・
十

　

号
・
二
〇
〇
〇
年
十
月
）

（
７
）
こ
の
こ
と
と
、
そ
の
孫
に
あ
た
る
在
原
業
平
を
主
人
公
と
す
る
『
伊
勢
物
語
』
が
、

　

元
服
し
た
彼
が
奈
良
へ
行
く
こ
と
で
始
ま
る
こ
と
は
、
無
縁
で
は
な
い
と
考
え
る
。

（
８
）
遍
照
と
そ
の
子
素
性
と
の
奈
良
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
帝
塚
山
短
大
日
本
文
芸

　

研
究
室
編
『
奈
良
の
文
学
』（
和
泉
書
院
・
一
九
八
八
年
）
所
収
の
田
中
登
「
遍
照
・

　

素
性
と
石
上
」
に
詳
し
い
。

（
９
）
例
え
ば
『
本
朝
無
題
詩
』
に
は
、
こ
の
寺
で
の
度
重
な
る
詩
会
で
の
作
品
が
見
ら

　

れ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
問
題
は
、
川
村
晃
生
『
摂
関
期
和
歌
史
の
研
究
』（
三
弥
井
書

　

店
・
一
九
九
一
年
）
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
奈
良
の
地
が
古
寺
の
あ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
和
歌
表
現

　

史
の
中
で
は
古
寺
の
風
景
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
親
通
の
著
作
に

　

は
美
術
巡
礼
的
な
視
点
は
す
で
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
な
ぜ
古
典
和
歌
が
古
寺

　

を
詠
ま
な
い
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
考
え
て
み
た
い
。

（
11
）
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
す
で
に
「
古
都
と
和
歌
」（
犬
養
廉
編
『
古
典
和
歌
論
叢
』

　

明
治
書
院
・
一
九
八
八
年
）
で
述
べ
た
。
ま
た
、「
建
仁
二
年
の
後
鳥
羽
院
―
歌
風
形

　

成
か
ら
中
世
和
歌
へ
―
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
七
二
号
・
近
刊
）
で
も
こ
の

　

作
品
の
形
成
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（
12
）『
鹿
鳴
集
』
の
本
文
は
前
掲
和
歌
文
学
大
系
に
よ
る
。
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———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

 

１  

暗
喩
的
な
分
散

　
『
行
人
』（
一
九
一
二
〜
一
三
）
は
『
坊
つ
ち
や
ん
』（
一
九
〇
六
）
か
ら
『
門
』

（
一
九
一
〇
）
に
至
る
一
連
の
作
品
と
は
異
な
り
、
主
人
公
が
登
場
す
る
ま

で
に
、
い
く
つ
か
の
挿
話
的
な
物
語
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
登
場

者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
挿
話
が
展
開
に
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
く
構
造
を

も
っ
て
い
る
。
中
心
的
な
人
物
が
展
開
の
冒
頭
か
ら
姿
を
現
わ
さ
な
い
の

は
前
年
の
『
彼
岸
過
迄
』（
一
九
一
一
）
に
お
い
て
も
同
様
だ
が
、
依
頼
と

報
告
の
連
鎖
に
よ
っ
て
主
人
公
の
告
白
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
の
作
品
と

違
っ
て
、『
行
人
』
で
は
主
人
公
と
い
う
べ
き
一
郎
が
み
ず
か
ら
の
軌
跡

や
内
面
を
物
語
っ
て
い
く
く
だ
り
も
な
く
、
彼
と
旅
を
共
に
し
た
Ｈ
さ
ん

と
い
う
人
物
の
報
告
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
一
郎
の

輪
郭
が
読
み
手
の
元
に
届
け
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も『
彼
岸
過
迄
』や『
こ
ゝ

ろ
』（
一
九
一
四
）
お
い
て
、
か
な
り
の
分
量
を
も
っ
た
告
白
的
な
語
り
の

な
か
に
、
人
物
が
自
身
の
姿
を
提
示
す
る
の
と
比
べ
て
、『
行
人
』
に
お

け
る
一
郎
の
表
象
は
断
片
的
、
間
接
的
で
あ
り
、
傲
慢
な
自
己
意
識
と
神

経
症
的
な
抑
圧
の
な
か
に
分
裂
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
人
物
が
、

ど
の
よ
う
な
内
面
の
営
為
を
抱
え
て
い
る
の
か
は
、
最
後
ま
で
読
み
手
に

と
っ
て
謎
の
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
も
っ
と
も
一
郎
の
錯
雑
と
し
た
内

面
は
、
彼
自
身
に
も
統
握
し
か
ね
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、『
彼
岸

過
迄
』
の
須
永
や
『
こ
ゝ
ろ
』
の
先
生
の
よ
う
に
、
自
己
の
軌
跡
を
整
理

し
て
語
る
と
い
う
任
に
堪
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
作
品
に

ち
り
ば
め
ら
れ
る
様
々
な
挿
話
は
、
こ
の
人
物
の
は
ら
む
内
面
の
錯
雑
さ

と
照
応
し
た
表
出
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
挿
話
と
は
、
弟
の
二
郎
の
友
人
で
あ
る
三
沢
が
、
飲
み
屋
で
知
り

合
っ
て
無
理
や
り
酒
を
飲
ま
せ
た
た
め
に
胃
を
壊
し
て
し
ま
い
、
同
じ
く

胃
腸
の
弱
い
三
沢
自
身
と
と
も
に
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
あ
の
女
」

の
身
の
上
で
あ
り
、
あ
る
い
は
か
つ
て
三
沢
の
家
に
寄
寓
し
て
い
て
、
自

分
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
、
精
神
病
を
患
っ
た
「
其
娘
さ

ん
」
の
追
想
で
あ
る
。
ま
た
中
盤
で
は
一
郎
た
ち
の
父
親
が
、
男
と
別
れ

て
か
ら
盲
目
と
な
っ
た
女
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
語
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

女
の
身
の
上
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
う
し
た
挿
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性

を
も
ち
な
が
ら
、
相
互
に
折
り
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
郎
の
存
在
へ

と
収
斂
さ
れ
て
い
く
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
嘔
吐
を
繰
り
返

す
「
あ
の
女
」
の
疲
弊
し
た
肉
体
も
、
自
他
の
関
係
性
を
摑
む
こ
と
の
で

き
な
い
「
其
娘
さ
ん
」
の
精
神
の
病
も
、
他
者
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
盲
目
の
女
の
不
如
意
も
、
す
べ
て
一
郎
が
抱
え
た
負
性
と
暗
喩
的

に
連
繋
す
る
か
ら
で
あ
る
。
周
囲
の
眼
に
映
る
一
郎
の
姿
は
、
も
っ
ぱ
ら

学
者
的
な
「
偏
屈
」（「
帰
つ
て
か
ら
」
二
十
）
さ
を
隠
そ
う
と
も
せ
ず
、
妻

と
弟
の
関
係
に
猜
疑
の
眼
を
向
け
、
あ
げ
く
は
「
僕
は
絶
対
だ
」（「
塵
労
」

表
象
さ
れ
る
〈
半
島
〉
─
─
『
行
人
』
と
朝
鮮
統
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
二
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四
十
四
）
と
叫
ぶ
、
と
め
ど
の
な
い
自
我
意
識
の
空
転
の
な
か
に
呑
み
込

ま
れ
た
人
物
で
あ
る
。
一
郎
自
身
も
そ
れ
が
病
的
な
様
相
で
あ
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
る
が
、
そ
の
〈
病
〉
性
を
予
示
し
、
間
接
的
に
浮
き
彫
り
に

し
て
い
る
の
が
、
こ
う
し
た
挿
話
の
な
か
の
女
た
ち
の
〈
病
〉
に
ほ
か
な

ら
な
い

1
。

　

と
り
わ
け
『
行
人
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
挿
話
を
貫
流
す
る
一
つ
の
基
調

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
が
、
他
者
の
心
を
〈
見
る
─
知
る
〉
こ
と
の
困

難
さ
で
あ
る
。
父
親
の
語
る
盲
目
の
女
の
挿
話
は
そ
れ
を
も
っ
と
も
集
約

的
に
示
し
て
い
る
。
父
親
の
話
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
「
天
下
の
人
が
悉
く

持
つ
て
ゐ
る
二
つ
の
眼
を
失
つ
て
、
殆
ん
ど
他ひ

と

か
ら
片
輪
扱
ひ
さ
れ
る
よ

り
も
、
一
旦
契
つ
た
人
の
心
を
確
実
に
手
に
握
れ
な
い
方
が
遙
か
に
苦
痛

な
の
で
あ
つ
た

2
」（「
帰
つ
て
か
ら
」十
八
）
と
い
う
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ「
人

の
心
」
を
〈
知
る
〉
こ
と
の
で
き
な
い
不
如
意
が
、
視
力
の
喪
失
と
い
う

肉
体
的
な
欠
損
と
し
て
暗
喩
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
人
の
心
を

確
実
に
手
に
握
れ
な
い
」
と
い
う
焦
燥
は
、
も
ち
ろ
ん
妻
の
お
直
と
の
関

係
で
一
郎
を
苦
し
め
る
重
荷
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
指
嗾
さ
れ
る
よ
う
に
一

郎
は
お
直
の
「
心
」
を
試
す
べ
く
、
彼
女
を
二
郎
と
と
も
に
和
歌
山
に
赴

か
せ
る
の
だ
っ
た
。
一
郎
が
叙
述
に
姿
を
現
わ
す
前
に
語
ら
れ
る
、
三
沢

と
「
あ
の
女
」
の
挿
話
も
こ
の
主
題
を
予
示
し
て
い
る
。「
あ
の
女
」
の

肉
体
の
疲
弊
は
、
そ
れ
自
体
が
一
郎
の
抱
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
肉
体
的
な

低
下
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
同
じ
病
棟
に
い
る
三
沢
が
、
彼

女
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
認
識
の
不
在
で
あ
る
。
三
沢
は
彼
女

に
関
し
て
「
知
ら
な
い
ん
だ
。
向む

か
ふは

僕
の
身か

ら
だ体

を
知
ら
な
い
し
、
僕
は
又

あ
の
女
の
身か

ら
だ体

も
知
ら
な
い
ん
だ
」（「
友
達
」
二
十
一
）
と
二
郎
に
語
る
し

か
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
相
互
認
識
の
欠
如
を
、「
身か

ら
だ体

」
の
次
元
か
ら
「
心
」
の
次
元
に

移
行
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
一
郎
と
お
直
の
関
係
と
し
て
も
読
み
替
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
目
立
た
な
く
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
身
体
」

と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
二

郎
が
語
る
、
精
神
病
の
「
其
娘
さ
ん
」
の
挿
話
に
し
て
も
、「
僕
が
外
出

す
る
と
屹き

っ
と度

玄
関
迄
送
つ
て
出
る
。
い
く
ら
隠
れ
て
出
よ
う
と
し
て
も

屹き
っ
と度

送
つ
て
出
る
。
さ
う
し
て
必
ず
、早
く
帰
つ
て
来
て
頂
戴
ね
と
云
ふ
」

（「
友
達
」
三
十
二
）
彼
女
の
態
度
を
、
二
郎
が
「
君
に
惚
れ
た
の
か
な
」（
同

三
十
三
）
と
意
味
づ
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
沢
は
そ
れ
を
「
病
人
の

事
だ
か
ら
恋
愛
な
ん
だ
か
病
気
な
ん
だ
か
、
誰
に
も
解
る
筈
が
な
い
さ
」

（
同
三
十
三
）
と
い
う
不
可
知
性
の
域
に
置
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
挿
話
の
は
ら
む
他
者
認
識
の
困
難
さ
と
い
う
問
題
性
が
、
二
郎
に

「
御
前
他ひ

と

の
心
が
解
る
か
い
」（「
兄
」
二
十
）
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
る

一
郎
の
内
面
と
連
結
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
郎
を
苦
し

め
て
い
る
の
は
、
第
一
に
妻
の
お
直
の
心
を
把
握
し
え
な
い
こ
と
で
あ

り
、「
お
れ
が
霊
も
魂
も
所
謂
ス
ピ
リ
ッ
ト
も
攫つ

か

ま
な
い
女
と
結
婚
し
て

い
る
事
丈だ

け

は
慥た

し
かだ

」（「
兄
」
二
十
）
と
い
う
感
覚
に
脅
か
さ
れ
つ
づ
け
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
重
要
な
の
は
、
一
郎
の
苦
悩
が
決
し
て
妻
の
心
を
掴
む
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
焦
燥
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。

伊
豆
方
面
の
旅
を
共
に
し
た
Ｈ
さ
ん
の
報
告
と
し
て
、
一
郎
の
輪
郭
が
あ

る
程
度
ま
と
ま
っ
て
語
ら
れ
る
「
塵
労
」
の
章
で
は
、
一
郎
自
身
の
言
動

が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
示
し
て
い
る
も
の
は
、
一

郎
の
抱
え
た
内
的
な
重
圧
の
多
元
性
で
あ
る
。「
三
十
一
」
で
は
「
兄
さ

ん
は
書
物
を
読
ん
で
も
、
理
窟
を
考
へ
て
も
、
飯
を
食
つ
て
も
、
散
歩
を

し
て
も
、
二
六
時
中
何
を
し
て
も
、
其そ

こ処
に
安
住
す
る
事
が
出
来
な
い
の

だ
さ
う
で
す
。
何
を
し
て
も
、
こ
ん
な
事
を
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
と
い



35

———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

ふ
気
分
に
追
ひ
懸
け
ら
れ
る
の
だ
さ
う
で
す
」
と
い
う
Ｈ
さ
ん
の
報
告
が

あ
り
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
「
自
分
の
し
て
ゐ
る
事
が
、
自
分
の
目エ

ン
ド的

に
な

つ
て
ゐ
な
い
程
苦
し
い
事
は
な
い
」
と
い
う
一
郎
の
発
話
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
一
郎
の
言
葉
は
、
山
崎
正
和
が
指
摘
す
る

3
よ
う
に
、
彼
の
意

識
が
自
己
の
生
き
る
現
在
と
い
う
時
間
の
向
こ
う
側
に
突
き
抜
け
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
が
、
一
郎
の
意
識
に
過
剰
な
未
来
志
向
を
付

与
し
て
い
る
事
情
は
こ
の
報
告
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
常
識
的
な
推
測

を
す
れ
ば
、
自
分
の
学
者
と
し
て
の
仕
事
が
、
自
己
実
現
の
正
当
な
場
と

な
っ
て
い
な
い
と
い
う
焦
燥
の
な
か
に
一
郎
が
生
き
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
の
具
体
的
な
研
究
の
状
況
に
は
何
も
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
む
し
ろ
次
の
「
三
十
二
」
で
は
、
一
郎
の
焦
燥
は
「
人
間
全

体
の
不
安
」
へ
と
敷
衍
さ
れ
、「
進
ん
で
止と

ゞ

ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
科
学
」

の
発
展
が
、
人
間
を
「
何ど

こ処
迄
行
つ
て
も
休
ま
せ
て
呉
れ
な
い
。
何ど

こ処
迄

伴つ

れ
て
行
か
れ
る
か
分
ら
な
い
。
実
に
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
感
覚
を
分
有

し
て
い
る
こ
と
が
、
一
郎
の
神
経
症
的
な
苦
悩
の
所
以
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
自
己
の
社
会
的
営
為
の
相
対
性
が
も
た
ら
す
苦
悩
と
、
近
代

の
科
学
文
明
の
進
展
の
速
度
が
人
間
の
精
神
を
疲
弊
に
導
く
こ
と
は
、
問

題
性
と
し
て
同
じ
次
元
に
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
そ
れ
に
つ
づ
い

て
語
ら
れ
る
、
一
郎
の
「
絶
対
」
を
希
求
す
る
自
我
意
識
の
空
転
と
も

直
結
し
て
い
な
い
。
Ｈ
さ
ん
と
修
善
寺
の
山
を
登
っ
た
一
郎
は
、
咲
い

て
い
る
花
を
指
し
て
「
あ
れ
は
僕
の
所
有
だ
」（「
塵
労
」
三
十
六
）
と
宣
言

し
、
さ
ら
に
周
囲
の
森
や
谷
に
対
し
て
「
あ
れ
等
も
悉
く
僕
の
所
有
だ
」

（
同
三
十
六
）
と
言
い
放
つ
。
一
郎
は
こ
う
し
た
現
象
世
界
の
主
人
に
自
己

を
擬
そ
う
と
す
る
志
向
を
も
露
わ
に
し
て
お
り
、
あ
げ
く
「
四
十
四
」
で

は
「
神
は
自
己
だ
」
と
言
い
、「
僕
は
絶
対
だ
」
と
ま
で
宣
言
す
る
。
し

か
し
一
郎
が
一
人
の
人
間
で
あ
る
以
上
、
そ
の
希
求
は
当
然
彼
の
重
視
す

る
「
心
理
的
」（「
塵
労
」
四
十
四
）
の
次
元
に
お
い
て
も
充
た
さ
れ
る
は
ず

が
な
く
、「
僕
は
迂
闊
な
の
だ
。
僕
は
矛
盾
な
の
だ
。
然
し
迂
闊
と
知
り

矛
盾
と
知
り
な
が
ら
、依
然
と
し
て
藻も

が掻
い
て
ゐ
る
。
僕
は
馬
鹿
だ
」（「
塵

労
」
四
十
五
）
と
い
う
自
己
へ
の
断
罪
に
転
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

２　
苦
悩
の
多
元
性

　
「
塵
労
」
に
お
け
る
Ｈ
さ
ん
の
報
告
を
中
心
と
し
て
、
一
郎
の
抱
え
て

い
る
苦
悩
を
瞥
見
す
る
と
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
三
つ
の
種
別
に
分
け
ら

れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
妻
と
い
う
共
棲
者
の
「
心
」
を
掴
む
こ
と

の
で
き
な
い
焦
燥
で
あ
り
、
一
つ
は
自
身
の
営
為
を
近
代
文
明
の
進
展
に

過
剰
に
同
調
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
欲
が
も
た
ら
す
、
現
在
と
い
う
時
間
の

希
薄
化
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
自
己
を
絶
対
化
し
よ
う
と
し
て
な
し
え

な
い
、
自
我
意
識
の
空
転
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
と
第
三
の
間
に
は
照

応
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
妻
の
心
を
摑
む
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
焦
燥
は
、現
象
世
界
を
「
所
有
」
し
よ
う
と
す
る
一
郎
の
「
絶
対
」

へ
の
志
向
と
隣
接
的
な
関
係
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
一
方
第
二
の
不
安

は
、
そ
れ
ら
と
は
別
の
次
元
に
置
か
れ
る
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
第
一
と
第
三
の
関
係
性
が
空
間
的
な
形
式
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
過

剰
な
未
来
志
向
と
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
た
現
在
の
希
薄
化
と
い
う
問
題

性
は
、
む
し
ろ
個
人
の
時
間
意
識
を
居
場
所
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

も
と
も
と
漱
石
が
時
間
の
流
れ
に
対
し
て
鋭
敏
な
意
識
を
も
ち
、
人

間
の
生
命
の
連
続
性
と
意
識
の
連
続
性
を
重
ね
合
わ
せ
る
作
家
で
あ
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
個
人
の
意
識
的
な
連
続
性
と
国
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家
・
社
会
を
貫
く
歴
史
的
連
続
性
を
相
互
に
比
喩
化
し
て
形
象
化
す
る
着

想
が
漱
石
に
は
あ
り
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
場
合
主
人
公
は
近
代
日
本
の
寓

意
を
ま
と
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
『
行
人
』
の
一
郎
の
造
形
に
お

い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
郎
を
捉
え
て
い
る
第
二
の
問
題
性

は
、
明
ら
か
に
漱
石
が
明
治
後
期
の
日
本
社
会
に
対
し
て
抱
く
批
判
意
識

を
そ
の
ま
ま
押
し
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
年
に
お
こ
な
わ
れ
た

講
演
『
現
代
日
本
の
開
化
』（
一
九
一
一
）
で
の
漱
石
の
言
葉
と
、
Ｈ
さ
ん

の
報
告
に
含
ま
れ
る
一
郎
の
言
葉
が
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

容
易
に
知
ら
れ
る
。
こ
の
講
演
で
は
周
知
の
よ
う
に
漱
石
は
、
日
本
が
維

新
以
来
、
西
洋
諸
国
と
肩
を
並
べ
る
た
め
に
息
せ
き
切
っ
て
開
化
を
推
し

進
め
て
き
た
結
果
、
そ
れ
が
十
分
国
民
の
生
活
に
内
在
化
さ
れ
ず
、「
外

発
的
」
な
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
開

化
の
過
剰
な
速
度
が
個
人
に
も
た
ら
す
弊
害
が
「
神
経
衰
弱
」
で
あ
っ
た
。

　

彼
等
西
洋
人
が
百
年
も
掛
つ
て
漸
く
到
着
し
得
た
分
化
の
極
端
に
、

我
々
が
維
新
後
四
五
十
年
の
教
育
の
力
で
達
し
た
と
仮
定
す
る
、
体
力

脳
力
共
に
吾
等
よ
り
も
旺
盛
な
西
洋
人
が
百
年
の
歳
月
を
費
や
し
た

も
の
を
、
如
何
に
先
駆
の
困
難
を
勘
定
に
入
れ
な
い
に
し
た
所
で
僅
か

其
半

（
な
か
ば
）に

足
ら
ぬ
歳
月
で
明
々
地
に
通
過
し
了

（
お
わ
）る

と
し
た
な
ら
ば
吾

人
は
此
驚
く
べ
き
知
識
の
収
穫
を
誇
り
得
る
と
同
時
に
、
一
敗
ま
た
起（

た
）

つ
能
は
ざ
る
の
神
経
衰
弱
に
罹
つ
て
、
気
息
奄（

え
ん
え
ん
）

々
と
し
て
今
や
路
傍

に
呻
吟
し
つ
ゝ
あ
る
は
必
然
の
結
果
と
し
て
正
に
起
る
べ
き
現
象
で

あ
り
ま
せ
う
（
以
下
略
）

　

こ
の
言
説
が
「
塵
労
・
三
十
二
」
で
一
郎
が
語
る
「
人
間
全
体
が
幾
世

紀
か
の
後
に
到
着
す
べ
き
運
命
を
、
僕
は
僕
一
人
で
僕
一
代
の
う
ち
に
経

過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
恐
ろ
し
い
。
一
代
の
う
ち
な
ら
末
だ
し
も

だ
が
、
十
年
間
で
も
、
一
年
間
で
も
、
縮
め
て
云
へ
ば
一
ヶ
月
乃
至
一
週

間
で
も
、
依
然
と
し
て
同
じ
運
命
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
恐

ろ
し
い
。（
中
略
）
要
す
る
に
僕
は
人
間
全
体
の
不
安
を
、
自
分
一
人
に
集

め
て
、
そ
の
ま
た
不
安
を
、
一
刻
一
分
の
短
時
間
に
煮
詰
め
た
恐
ろ
し
さ

を
経
験
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
と
強
い
相
似
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
郎
は
近
代
日
本
の
開
化
の
き
し
み
を
、
個
的
な

意
識
の
連
続
性
の
な
か
で
と
め
ど
も
な
く
微
分
し
つ
づ
け
る
存
在
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
「
神
経
衰
弱
に
罹
つ
て
、
気
息
奄（

え
ん
え
ん
）

々
と
し
て

今
や
路
傍
に
呻
吟
」し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
三
浦
雅
士
が「
作

者
は
、
現
代
文
明
を
俎
上
に
載
せ
た
か
っ
た
た
め
に
一
郎
の
神
経
症
を
用

意
し
た
の
だ
」
と
述
べ
る

4
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
神
経
衰
弱
」
を
開
化
の

悪
し
き
派
生
物
と
し
て
一
郎
に
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
漱
石
の
企
図
は
、
や

や
素
朴
に
露
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。『
そ
れ
か
ら
』
の

代
助
も
一
郎
と
同
型
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
代
助
の
場
合
は
労
働
に
対
す

る
潜
在
的
な
志
向
を
は
ら
み
な
が
ら
、
企
業
の
歯
車
と
な
っ
て
自
己
を
喪

失
す
る
こ
と
を
憎
む
た
め
に
そ
れ
を
拒
む
と
と
も
に
、
そ
の
忌
避
自
体
が

一
つ
の
抑
圧
と
し
て
彼
に
作
用
す
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
、
社
会
状
況

と
の
照
応
の
な
か
で
あ
る
程
度
の
具
体
性
を
も
っ
て
描
出
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
『
行
人
』
の
一
郎
の
文
明
論
的
な
問
題
意
識
は
、
家
庭
内

の
人
間
関
係
に
よ
る
苦
悩
と
暗
喩
的
な
関
係
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
そ
の
手
触
り
を
生
じ
さ
せ
る
性
格
が
強
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
主
人
公
の
苦
悩
の
観
念
性
は
、
確
か
に
三
浦
雅
士
が
批
判
す

る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
も
つ
瑕
疵
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
け
れ
ど

も
そ
の
た
め
に
一
郎
と
い
う
人
物
に
担
わ
さ
れ
た
寓
意
性
は
明
瞭
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
作
品
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
把
握
の
地
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平
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
先
に
挙
げ
た
、
一
郎
の
抱

え
た
三
種
の
問
題
性
も
、
一
人
の
人
間
の
内
で
有
機
的
な
連
繋
を
な
し
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
漱
石
が
同
時
代
の
日
本
に
対
し
て
抱
く
問
題
意
識

を
一
郎
に
集
約
的
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
一
郎
は
自
己
の
苦
悩
を
統
握
す
る
語
り
手
に
な
り
え
ず
、
そ
の
問
題

性
も
複
数
の
挿
話
に
分
散
的
に
担
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ

う
。
そ
う
前
提
す
る
こ
と
で
、
や
や
距
離
の
あ
る
第
一
と
第
二
の
問
題
性

が
密
接
な
連
関
を
も
ち
、
一
郎
を
も
っ
と
も
悩
ま
せ
て
い
る
第
一
の
問
題

性
が
、
そ
の
連
関
か
ら
括
り
出
さ
れ
て
く
る
具
体
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と

が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
漱
石
が
作

中
に
表
象
し
つ
づ
け
た
日
本
の
近
代
化
の
大
き
な
問
題
は
、
近
隣
の
東
ア

ジ
ア
諸
国
へ
の
帝
国
主
義
的
な
侵
攻
で
あ
っ
た
。
漱
石
自
身
の
文
明
批
判

と
も
重
な
る
第
二
の
問
題
性
は
、
一
見
日
本
人
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
〈
西

洋
化
〉
が
生
じ
さ
せ
る
も
の
に
も
見
え
る
が
、「
徒
歩
か
ら
俥
、
俥
か
ら

馬
車
、
馬
車
か
ら
汽
車
、
汽
車
か
ら
自
動
車
、
そ
れ
か
ら
航
空
船
、
そ
れ

か
ら
飛
行
機
」（「
塵
労
」
三
十
二
）
と
い
っ
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
自
体

が
、
人
間
を
「
神
経
衰
弱
」
に
追
い
や
る
と
は
考
え
難
い
。
日
本
人
が
疲

弊
し
て
い
る
の
は
、『
三
四
郎
』
の
広
田
先
生
や
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助

が
批
判
す
る
よ
う
に
、
第
一
に
日
露
戦
争
後
の
経
済
状
況
が
停
滞
し
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
不
況
と
重
税
の
た
め
に
「
気
息
奄
々
と
し
て
今
や
路
傍

に
呻
吟
し
つ
ゝ
あ
る
」
お
び
た
だ
し
い
民
衆
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し

た
民
衆
の
疲
弊
を
代
償
と
し
て
、
日
本
は
後
発
の
帝
国
主
義
国
家
と
し

て
膨
張
を
つ
づ
け
、
韓
国
（
朝
鮮
）、
台
湾
、
満
州
な
ど
を
植
民
地
化
し
て

い
っ
た
。
と
り
わ
け
『
そ
れ
か
ら
』『
門
』
の
背
後
に
あ
る
明
治
四
三
年

（
一
九
一
〇
）
の
韓
国
併
合
は
、
新
渡
戸
稲
造
が
一
高
の
入
学
式
の
演
説
で

「
今
や
我
が
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
よ
り
も
大
国
と
な
っ
た
」
と
述
べ

5
、

『
日
本
及
日
本
人
』
の
論
説
が
「
日
本
帝
国
は
、
台
湾
と
樺
太
一
半
と
朝

鮮
を
合
併
し
て
拡
大
を
事
実
に
し
、
強
国
た
る
が
上
に
、
更
に
大
国
と

し
て
世
界
に
列
す
る
に
及
べ
る
」（「
拡
大
せ
る
日
本
帝
国
の
今
後
」『
日
本
乃
日

本
人
』
一
九
一
〇
・
九
）
と
豪
語
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
帝
国
主
義
的
欲
望
の

達
成
を
印
す
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
行
人
』
の
主
人
公
が
近
代
日

本
の
露
わ
な
寓
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
全
体
を
貫
流
し
て
い
る
一

郎
の
、
周
囲
を
侮
蔑
す
る
よ
う
な
居
丈
高
さ
は
、
何
よ
り
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
諸
国
よ
り
も
大
国
と
な
っ
た
」
日
本
の
、
傲
岸
な
眼
差
し
の
形
象
化

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
漱
石
は
そ
う
し
た
傲
慢
さ
を
肯
定
し
て
描
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
一
郎
が
一
方
で
は
神
経
衰
弱
に
悩
ま
さ
れ
、
日
々
の
生
活
を

少
し
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
到
達
し
た
状

況
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
以
外
で
は
な
い
。
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
端
的
に

表
象
し
て
い
る
も
の
が
、
一
郎
た
ち
が
和
歌
の
浦
で
乗
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

で
あ
る
。
二
郎
の
在
阪
中
に
、
一
郎
は
妻
の
お
直
と
母
を
伴
っ
て
和
歌
の

浦
に
旅
し
、
そ
こ
に
設
置
さ
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
、
合
流
し
た
二
郎
と

一
緒
に
乗
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
前
半
が
関
西
で
展
開
し
て
い
く
理
由

の
一
半
は
、
彼
ら
を
こ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
っ

て
も
よ
い
。
こ
れ
は
明
治
四
三
年
に
和
歌
の
浦
の
旅
館
望
海
楼
が
客
寄
せ

の
た
め
に
作
っ
た
、
三
〇
メ
ー
タ
ー
の
高
さ
を
も
つ
日
本
最
初
の
鉄
骨
製

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
漱
石
自
身
も
『
現
代
日
本
の
開
化
』
の
講
演
に

和
歌
山
を
訪
れ
た
際
に
利
用
し
て
い
る

6
。
こ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
隣
に

は
「
東
洋
第
一
エ
レ
ヴ
ェ
ー
タ
ー
と
云
ふ
看
板
」（「
兄
」
十
六
）
が
か
か
り
、

「
地
面
か
ら
岩
山
の
頂
ま
で
物
数
寄
な
人
間
を
引
き
上
げ
る
仕
掛
」（
同
）

が
一
郎
た
ち
の
注
意
を
惹
き
つ
け
、
二
人
で
試
乗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
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で
あ
る
。

　
　

二
人
は
浴
衣
掛
で
宿
を
出
る
と
、
す
ぐ
昇
降
機
へ
乗
つ
た
。
箱
は
一

間
四
方
位
の
も
の
で
、
中
に
五
六
人
這
入
る
戸
を
閉
め
て
、
す
ぐ
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
兄
と
自
分
は
顔
さ
へ
出
す
事
の
出
来
な
い
鉄
の
棒
の
間

か
ら
外
を
見
た
。
さ
う
し
て
非
常
に
鬱
陶
し
い
感
じ
を
起
し
た
。

　
「
牢
屋
み
た
い
だ
な
」
と
兄
が
低
い
声
で
私
語
い
た
。

　
「
左さ

う右
で
す
ね
」
と
自
分
が
答
へ
た
。

　
「
人
間
も
此こ

の

通
り
だ
」

　
　

兄
は
時
々
斯こ

ん
な
哲
学
者
め
い
た
事
を
い
ふ
癖
が
あ
つ
た
。
自
分
は

只
「
左
右
で
す
な
」
と
答
へ
た
丈だ

け

で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
兄
の
言
葉
は

単
に
其
輪
廓
位
し
か
自
分
に
は
呑
み
込
め
な
か
つ
た
。

（「
兄
」
十
六
）

　

こ
こ
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
仮
託
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、「
東
洋
第
一
」

で
あ
り
、
同
時
に
人
間
を
閉
じ
込
め
る
「
牢
屋
み
た
い
」
な
空
間
が
、
韓

国
併
合
後
の
〈
日
本
〉
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
開
国

以
来
休
む
こ
と
な
く
「
殖
産
興
業
」
と
「
富
国
強
兵
」
を
推
し
進
め
た
結

果
、
日
本
は
「
東
洋
第
一
」
の
〈
強
国
〉
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
暮

ら
す
人
間
を
抑
圧
す
る
「
牢
屋
み
た
い
」
な
空
間
に
変
じ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
一
郎
は
こ
の
空
間
の
な
か
の
住
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ

自
体
の
寓
意
的
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
両
面
性
を
象
徴
す
る
設
備
に

「
一
寸
あ
の
昇
降
器
へ
乗
つ
て
み
や
う
ぢ
や
な
い
か
」（「
兄
」
十
六
）
と
感

応
し
、
そ
の
結
果
「
人
間
も
此こ

の

通
り
だ
」
と
い
う
否
定
的
な
同
一
化
を
お

こ
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。　

３　
〈
半
島
〉
の
空
間
性

　

こ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
挿
話
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
行
人
』

の
軸
を
な
し
て
い
る
の
は
「
東
洋
第
一
」
の
〈
強
国
〉
に
成
り
上
が
っ
た

日
本
の
帝
国
主
義
的
な
傲
慢
さ
を
表
象
す
る
、
主
人
公
一
郎
の
自
我
意
識

の
空
転
だ
が
、
前
半
で
彼
が
家
族
と
と
も
に
赴
く
の
が
「
和
歌
山
」
で
あ

り
、終
盤
の
Ｈ
さ
ん
の
報
告
の
な
か
で
、一
郎
が
彼
と
旅
を
す
る
の
が
「
伊

豆
」
方
面
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
、
こ
の
作
品
の
基
調
と
密
か
な
連
繋
を

示
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
一
郎
の
意
識
が
と
り
わ
け
傲
慢
な
様
相

を
呈
す
る
の
が
、
こ
の
二
つ
の
旅
先
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

和
歌
の
浦
で
一
郎
は
妻
の
お
直
の
心
を
試
す
た
め
に
、
彼
女
を
二
郎
と
と

も
に
和
歌
山
に
赴
か
せ
、
そ
こ
で
台
風
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら

は
同
宿
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
二
人
の
間
に
は
何
事
も
生
起
し

な
い
が
、
こ
の
奇
怪
な
実
験
を
一
郎
に
お
こ
な
わ
せ
る
に
は
、「
和
歌
山
」

の
空
間
性
が
作
用
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
Ｈ
さ
ん
と
赴

い
た
伊
豆
の
地
で
、
一
郎
は
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
地
上
の
事
物
を
自
己

が
所
有
し
、
自
身
を
神
に
擬
す
る
か
の
よ
う
な
宣
言
を
繰
り
返
す
。
こ
う

し
た
空
疎
な
発
話
を
彼
に
さ
せ
て
い
る
の
も
、
そ
の
旅
先
が
「
伊
豆
」
で

あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
和
歌
山
や
伊
豆
の
地
域
性
自
体
が
、
一
郎
の
行
動
や
発
話
に

エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
彩
り
を
付
与
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
二

つ
の
空
間
を
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
は
、〈
半
島
〉
と
い
う
地
理
的
属
性

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
郎
は
「
紀
伊
半
島
」
と
「
伊
豆
半
島
」
に
赴
く
の

で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
半
島
が
、
日
本
人
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
り
つ
づ

け
る
も
う
一
つ
の
半
島
、
つ
ま
り
「
朝
鮮
半
島
」
と
い
う
空
間
を
召
喚
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
こ
の
二
つ
の
半
島
は
形
状
が
朝
鮮
半
島
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に
あ
る
程
度
近
似
し
て
お
り
、
ま
た
併
合
後
の
朝
鮮
が
単
に
「
半
島
」
と

称
さ
れ
る
の
は
あ
り
ふ
れ
た
表
現
と
な
る
。
そ
の
た
め
一
郎
を
こ
の
二
つ

の
半
島
に
赴
か
せ
る
こ
と
が
、
彼
─
近
代
日
本
─
と
〈
朝
鮮
〉
と
の
関
わ

り
を
擬
似
的
に
浮
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
終
盤
に
語
ら

れ
る
伊
豆
へ
の
旅
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
よ
り
明
瞭
な
形
で
表
象
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
一
郎
は
「
神
は
自
己
だ
」「
僕
は
絶
対
だ
」（
と
も
に
「
塵
労
」

四
十
四
）
と
い
っ
た
科
白
を
吐
き
、
そ
の
前
に
は
山
の
上
か
ら
眼
に
入
る

光
景
を
指
し
て
「
あ
れ
等
も
悉
く
僕
の
所
有
だ
」（
同
三
十
六
）
と
い
う
宣

言
を
お
こ
な
う
の
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
言
葉
は
東
京
に
い
る
一
郎
の
口

か
ら
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
決
し
て
、
単
に
旅
先
で
友
人
と

二
人
だ
け
で
い
る
と
い
う
状
況
が
促
し
た
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
彼
が

赴
い
た
先
が
、
こ
う
し
た
傲
慢
な
眼
差
し
を
誘
発
す
る
空
間
だ
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
一
郎
と
Ｈ
さ
ん
が
旅
を
し
て
い
る
「
伊
豆

半
島
」
が
、「
朝
鮮
半
島
」
を
擬
似
的
に
縮
小
し
た
空
間
で
あ
る
た
め
に
、

そ
こ
で
の
眼
差
し
が
〈
朝
鮮
〉
へ
の
意
識
を
模
倣
す
る
形
で
発
動
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、
一
郎
の
言
説
は
必
ず
し
も
奇
矯
な
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
朝
鮮
が
日
本
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
た
空
間
で

あ
る
な
ら
、〈
宗
主
国
〉
で
あ
る
日
本
を
象
る
一
郎
が
、そ
の
す
べ
て
が
「
悉

く
僕
の
所
有
だ
」
と
言
う
こ
と
は
自
然
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
宗

主
国
的
な
傲
慢
さ
を
一
郎
に
露
わ
に
さ
せ
る
条
件
を
、
同
伴
者
で
あ
る
Ｈ

さ
ん
自
身
が
担
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
旅
で
一
郎
は
文
字

通
り
傍
若
無
人
の
発
言
を
重
ね
て
い
く
が
、
こ
の
箍た

が

を
は
ず
し
た
よ
う
な

言
動
を
一
郎
に
お
こ
な
わ
せ
て
い
る
の
は
、
彼
が
〈
半
島
〉
に
い
る
と
い

う
地
理
的
条
件
に
加
え
て
、
Ｈ
さ
ん
自
身
が
植
民
地
的
な
輪
郭
を
は
ら
ん

だ
人
間
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
Ｈ
さ
ん
は
も
う
一

つ
の
植
民
地
的
空
間
と
し
て
の
〈
中
国
〉
を
表
象
す
る
存
在
と
し
て
現
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
語
り
手
の
二
郎
が
Ｈ
さ
ん
に
初
め
て
会
っ

た
時
の
印
象
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

丸
い
顔
を
丸
い
五
分
刈
の
頭
を
有
つ
た
彼
は
、
支
那
人
の
や
う
に

0

0

0

0

0

0

0

で

く
く
肥
つ
て
ゐ
た
。
話は

な
し
ぶ
り振

も
支
那
人
が
慣
れ
な
い
日
本
語
を
操
つ
る
時

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
や
う
に

0

0

0

0

、
鈍の

ろ

か
つ
た
。
さ
う
し
て
口
を
開
く
た
び
に
、
肉
の
多
い
頬

が
動
く
の
で
、
始
終
に
こ
く
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。

（
傍
点
引
用
者
「
塵
労
」
十
四
）

　

こ
こ
で
二
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
、「
支
那
人
」
の
直
喩
は
、Ｈ
さ
ん
を
〈
中

国
〉
の
換
喩
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
郎
と
同
じ
学
者
で

あ
り
、「
記
憶
の
好
い
」（「
塵
労
」
十
五
）
頭
脳
を
も
っ
た
人
物
の
「
話は

な
し
ぶ
り振

」

が
「
支
那
人
が
慣
れ
な
い
日
本
語
を
操
つ
る
時
の
や
う
に
、
鈍の

ろ

か
つ
た
」

と
形
容
す
る
の
は
不
自
然
な
取
り
合
わ
せ
の
よ
う
に
も
映
る
が
、
そ
れ
は

彼
に
付
与
さ
れ
た
地
理
的
な
文
脈
を
前
景
化
す
る
た
め
以
外
で
は
な
い
。

つ
ま
り
Ｈ
さ
ん
の
報
告
を
見
る
限
り
、
伊
豆
の
旅
に
お
け
る
一
郎
の
言
動

は
、
決
し
て
同
僚
に
対
す
る
敬
意
を
払
い
つ
つ
な
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え

ず
、〈
主
〉
と
し
て
の
一
郎
の
発
言
の
恣
意
性
に
〈
従
〉
と
し
て
の
Ｈ
さ

ん
が
追
随
し
て
い
る
側
面
が
強
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
神
経
質

な
一
郎
と
対
比
的
な
Ｈ
さ
ん
の「
鷹
揚
」（「
塵
労
」二
十
七
）な
性
格
に
も
よ
っ

て
い
る
が
、
こ
の
「
鷹
揚
」
さ
も
、
明
治
三
八
、九
年
の
「
断
片
」
に
「
支

那
人
は
呑
気
の
極
鷹
揚
な
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
漱
石
の
な
か
で

は
〈
中
国
〉
に
結
び
つ
く
属
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
性
格
の

作
用
も
あ
っ
て
、
旅
の
な
か
で
交
わ
さ
れ
る
議
論
の
話
題
は
ほ
ぼ
つ
ね
に

一
郎
か
ら
出
さ
れ
、
そ
の
進
行
に
お
い
て
も
一
郎
が
主
導
権
を
握
っ
て
い



40

る
。
一
郎
が
自
己
の
〈
絶
対
性
〉
を
主
張
す
る
く
だ
り
に
お
い
て
も
、
Ｈ

さ
ん
は
こ
の
明
言
の
奇
矯
さ
を
指
摘
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
郎

の
言
葉
を
受
容
的
に
反
復
し
て
い
る
。

　
「
神
は
自
己
だ
」
と
兄
さ
ん
が
云
ひ
ま
す
。
兄
さ
ん
が
斯か

う
強
い
断
案

を
下
す
調
子
を
、
知
ら
な
い
人
が
蔭
で
聞
い
て
ゐ
る
と
、
少
し
変
だ
と

思
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
兄
さ
ん
は
変
だ
と
思
は
れ
て
も
仕
方
の
な
い

や
う
な
激
し
た
云
ひ
方
を
し
ま
す
。

　
「
ぢ
や
自
分
が
絶
対
だ
と
主
張
す
る
と
同
じ
事
ぢ
や
な
い
か
」
と
私
が

非
難
し
ま
す
。
兄
さ
ん
は
動
き
ま
せ
ん
。

　
「
僕
は
絶
対
だ
」
と
云
ひ
ま
す
。

（「
塵
労
」
四
十
四
）

　

重
要
な
の
は
、
人
が
「
少
し
変
だ
と
思
ふ
」
よ
う
な
発
言
を
一
郎
が
こ

こ
で
す
る
こ
と
に
、
い
さ
さ
か
も
躊
躇
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
や
り
取
り
の
後
、
一
郎
の
言
動
が
さ
ら
に
常
軌
を
逸
し
て
い
っ

た
こ
と
が
Ｈ
さ
ん
の
報
告
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
二
郎
に
対
し
て
も

見
せ
な
い
よ
う
な
荒
々
し
い
言
動
に
一
郎
が
の
め
り
込
ん
で
い
く
の
は
、

〈
半
島
〉
の
空
間
性
と
、
Ｈ
さ
ん
が
は
ら
む
〈
中
国
〉
と
し
て
の
時
局
的

な
劣
位
性
が
相
乗
し
て
彼
に
作
用
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
伊
豆
の
旅
に
お
け
る
一
郎
の
振
舞
い
が
、
同
じ
〈
半
島
〉
へ
の

旅
で
あ
っ
た
和
歌
山
で
の
出
来
事
に
も
、
遡
及
的
に
当
て
は
め
ら
れ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
郎
が
、
二
郎
と
お
直
に
同
宿
さ
せ
る
と

い
う
計
画
を
思
い
つ
い
て
実
行
さ
せ
る
の
は
、
や
は
り
周
囲
を
優
越
す
る

意
識
が
彼
の
内
で
強
く
発
動
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
郎
は

お
直
が
二
郎
に
愛
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
疑
っ
て
お
り
、
そ
の
内
心
を

探
ら
せ
る
た
め
に
、
二
郎
と
共
に
旅
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
い

い
か
え
れ
ば
お
直
が
自
分
に
帰
属
す
る
度
合
い
を
、
二
郎
を
介
し
て
確
認

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
験
は
、
二
人
を
東
京
か
ら
ど

こ
か
へ
旅
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
実
現
し
う
る
が
、
そ
れ
を
和
歌
の

浦
の
旅
先
で
思
い
つ
く
一
郎
の
内
側
に
は
、
お
直
の
〈
所
有
者
〉
と
し
て

の
意
識
が
あ
ら
た
め
て
喚
起
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

男
性
主
人
公
と
彼
が
志
向
す
る
対
象
で
あ
る
女
性
と
の
間
に
別
の
男

性
が
介
在
す
る
と
い
う
三
角
関
係
の
構
図
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
漱
石
の

作
品
世
界
に
繰
り
返
し
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
り
、『
行
人
』
も
こ
れ
ら

の
作
品
、
と
り
わ
け
『
そ
れ
か
ら
』『
門
』
に
お
け
る
構
図
を
継
承
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
作
品
で
は
、
主
人
公

が
得
る
こ
と
に
な
る
女
性
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
的
欲
望
の
対
象
と
し
て

の
韓
国
（
朝
鮮
）
の
寓
意
で
あ
り
、
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
男
性
は
、
そ
れ
に

対
す
る
抵
抗
者
と
し
て
の
韓
国
民
衆
を
象
っ
て
い
た
。
こ
の
寓
意
的
な
照

応
も
こ
の
作
品
に
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
見
た
一
郎
の
周
囲
を

睥
睨
す
る
眼
差
し
が
、
日
本
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
優
越
意
識
を

象
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。『
行
人
』
が
『
そ
れ
か
ら
』『
門
』

と
明
瞭
な
差
異
を
な
す
の
は
、『
そ
れ
か
ら
』
の
平
岡
や
『
門
』
の
安
井
が
、

直
接
間
接
に
主
人
公
に
脅
威
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
彼

ら
に
相
当
す
る
位
置
に
い
る
『
行
人
』
の
二
郎
が
、
一
郎
を
脅
か
す
度
合

い
が
き
わ
め
て
希
薄
な
こ
と
だ
。
第
一
に
二
郎
は
一
郎
の
〈
弟
〉
で
あ
る

と
い
う
近
し
さ
の
な
か
に
い
る
人
物
で
あ
り
、
お
直
も
彼
か
ら
奪
い
取
ら

れ
た
女
性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
一
郎
は
、
自
身
を
捉
え
て
い
る

不
定
形
の
焦
燥
に
形
を
与
え
る
べ
く
、
あ
え
て
方
向
性
の
明
瞭
な
不
安
を

仮
構
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の

が
、
一
郎
の
身
に
及
ん
で
く
る
脅
威
の
不
在
な
の
で
あ
る
。
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———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

　

一
郎
を
脅
か
し
う
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
弟
と
し
て
の
従
属
的
な
位

置
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
二
郎
に
端
的
に
仮
託
さ
れ
る
、
周
囲
の
人
物
の

一
郎
に
対
す
る
微
力
さ
は
、
明
ら
か
に
併
合
後
の
日
本
と
朝
鮮
と
の
関
係

と
照
応
を
な
し
て
い
る
。『
そ
れ
か
ら
』
の
背
後
に
は
明
治
三
〇
年
代
後

半
か
ら
四
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
頻
発
し
た
義
兵
の
蹶
起
が
あ
り
、『
門
』

の
起
点
に
は
、
話
題
と
し
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
四
二
年
一
〇

月
に
起
き
た
、
安
重
根
に
よ
る
伊
藤
博
文
暗
殺
事
件
が
横
た
わ
っ
て
い

る
。
漱
石
の
作
品
世
界
で
主
人
公
に
脅
威
を
及
ぼ
す
存
在
と
し
て
現
わ
れ

る
男
性
は
、
韓
国
を
植
民
地
化
し
よ
う
と
す
る
日
本
に
対
す
る
こ
う
し
た

抵
抗
の
姿
勢
の
形
象
化
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
安
重
根
の
影
を
宿
し
た

『
門
』
の
安
井
が
大
陸
か
ら
日
本
に
帰
還
す
る
と
い
う
情
報
だ
け
で
、
宗

助
が
恐
慌
を
き
た
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
併
合
前
の
韓
国
は
日
本
人
に

と
っ
て
得
体
の
知
れ
な
い
脅
威
の
在
り
処
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
空
間

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
伊
藤
博
文
の
暗
殺
直
後
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に

は
、「
恐
ろ
し
い
朝
鮮
」
と
題
さ
れ
た
紀
行
文
（
筆
者
は
玄
耳
）
が
連
載
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
回
（
一
九
〇
九
・
一
一
・
五
）
に
は
、
韓
国
の
統
治
に

毎
年
「
三
千
万
円
か
ら
の
汗
水
」
を
注
い
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ま

だ
く
此
末
ど
れ
丈
厄
介
が
掛
つ
て
ど
れ
丈
金
と
人
と
を
費
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
や
ら
、
思
へ
ば
日
本
に
取
つ
て
此
程
恐
ろ
し
い
国
は
あ
る
ま
い
」
と
い

う
感
慨
が
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
恐
ろ
し
い
朝
鮮
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
征
韓
論
の
時
代
か
ら
存

在
し
た
が
、
と
り
わ
け
伊
藤
暗
殺
後
は
現
実
に
反
日
運
動
が
各
地
で
生

起
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
本
人
の
間
で
あ
ら
た
め
て
強
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
渡
韓
を
企
図
す
る
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
文
章
で
も
「
統

監
政
治
が
布
か
れ
て
、
既
に
前
後
五
年
に
及
ん
だ
今
、
猶
日
人
の
韓
国
地

単
独
旅
行
は
至
極
危
険
で
、
護
衛
巡
査
が
付
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
情

な
い
有
様
に
あ
る
」（
真
継
義
太
郎
「
渡
韓
せ
ん
と
す
る
者
は
如
斯
き
用
意
と
覚
悟

と
を
要
す
」『
実
業
之
世
界
』
一
九
〇
九
・
一
二
）

7
と
い
う
警
告
が
さ
れ
た
り
し

て
い
る
。
そ
こ
に
は
文
字
通
り
日
本
を
脅
か
す
隣
国
と
し
て
の
韓
国
の
姿

が
浮
び
上
が
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
〈
恐
ろ
し
さ
〉
は
「
朝
鮮
」
が

正
式
の
呼
称
と
な
っ
た
併
合
後
に
は
次
第
に
低
減
し
て
い
く
。
そ
れ
は

反
日
運
動
に
対
す
る
封
じ
込
め
が
徹
底
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
日
本

か
ら
の
移
住
者
が
急
増
し
、
朝
鮮
が
日
本
人
の
生
活
圏
と
し
て
の
比
重

を
高
め
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
根
隆
行
の
『〈
朝
鮮
〉
表
象
の
文
化

誌
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
四
）
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
居
住
者

は
、
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
は
八
万
三
千
人
余
で
あ
っ
た
の
が
、
併

合
が
成
立
し
た
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
一
七
万
一
千
人
余
へ
と

増
加
し
て
い
る
。
ま
た
漱
石
の
『
彼
岸
過
迄
』
に
も
言
及
が
あ
る
よ
う

に
、
不
況
が
深
刻
化
す
る
国
内
に
見
切
り
を
つ
け
て
、
朝
鮮
に
職
を
得

よ
う
と
す
る
者
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
に
対
し
て
、
朝

鮮
が
「
意
外
に
秩
序
立
ち
意
外
に
取
締
の
厳
重
に
し
て
一
攫
千
金
を
夢

み
る
能
は
ざ
る
こ
と
、
意
外
に
黄
金
の
落
ち
て
居
ら
ざ
る
こ
と
、
就
職

口
の
少
な
き
こ
と
」（
旭
邦
「
客
に
朝
鮮
の
近
事
を
語
る
」『
朝
鮮
』
一
九
一
一
・

一
〇
）

8
が
実
情
で
あ
る
と
い
う
、
現
地
か
ら
の
警
告
も
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
趨
勢
の
な
か
で
、
朝
鮮
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
恐
ろ
し
い
」
国
と

は
別
個
の
も
の
に
変
容
し
て
い
く
。
第
一
に
政
策
的
に
も
日
本
は
隣
接
す

る
朝
鮮
を
「
同
化
」
す
る
方
向
性
を
取
り
、
日
本
人
の
価
値
観
を
い
か

に
朝
鮮
人
に
浸
透
さ
せ
る
か
と
い
う
議
論
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
際
前
提
と
さ
れ
る
の
は
、
地
理
的
な
近
し
さ
に
伴
う
人
種
的
な

類
似
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
隈
重
信
は
併
合
直
後
の
明
治
四
三
年
九

月
に
、「
日
韓
両
国
は
太
古
よ
り
既
に
一
体
と
な
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
」

お
り
、「
骨
相
か
ら
い
ふ
と
日
本
人
と
朝
鮮
人
は
能
く
似
て
居
る
」
と
い
っ
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た
共
通
性
を
も
つ
以
上
、「
朝
鮮
人
も
同
化
さ
れ
て
日
本
人
と
な
る
を
得

べ
し
と
信
ず
る
の
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
た
（「
朝
鮮
人
に
は
如
斯
し
て
日

本
魂
を
吹
込
む
べ
し
」『
実
業
之
日
本
』
一
九
一
〇
・
九
）

9
。
法
学
者
の
浮
田
和
民

も
「
日
韓
人
民
は
古
来
同
種
同
文
の
一
民
族
に
し
て
親
密
な
る
関
係
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

有
し
、
民
族
史
上
よ
り
観
察
す
れ
ば
日
韓
同
化
の
容
易
な
る
可
き
は
固

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
疑
を
容
れ
ざ
る
所
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
文
、「
韓
国
併
合
の
効
果
如
何
」『
太
陽
』

一
九
一
〇
・
一
〇
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
地
理
的
、
人
種
的
な
近
似
性
を
根

拠
と
し
て
、
訓
育
に
よ
っ
て
朝
鮮
人
を
日
本
人
に
同
化
さ
せ
う
る
と
い
う

前
提
が
統
治
の
基
本
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
行
人
』
の
連
載
が

開
始
さ
れ
た
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
は
「
本
国
人
と
、
鮮
人
の
関
係
は
、

仲
の
良
い
夫
婦
、
仲
の
良
い
兄
弟
の
同
棲
の
如
き
状
態
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。（
中
略
）
即
ち
日
本
人
は
鮮
人
を
見
る
こ
と
愛
す
る
弟
の
如
く

0

0

0

0

0

0

0

、
鮮
人

は
日
本
人
を
見
る
こ
と
敬
愛
す
る
兄
に
対
す
る
如
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成
れ
ば
よ
い
の
で

あ
る
」（
傍
点
引
用
者
、
小
宮
三
保
松
「
大
正
の
新
時
代
を
迎
ふ
る
の
感
想
」『
朝
鮮
及

満
州
』
一
九
一
二
・
一
）
10

と
い
っ
た
感
想
が
、
朝
鮮
統
治
の
任
に
あ
っ
た
人

間
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４　
被
抑
圧
者
の
し
た
た
か
さ

　

日
本
と
韓
国
を
「
夫
婦
」
に
見
立
て
る
視
点
は
、
併
合
前
後
に
も
あ
っ

た
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、『
そ
れ
か
ら
』『
門
』
の
主
人
公
が
、
友
人
に

帰
属
し
て
い
た
女
性
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
展
開
が
、
そ
れ
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
眺
め
た
と
お
り
で
あ
る

11
。
逆
に
い
え
ば
、
少

な
く
と
も
〈
夫
と
妻
〉
の
異
質
性
が
二
つ
の
国
の
間
に
想
定
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、
併
合
後
朝
鮮
が
〈
日
本
〉
と
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
血
の
つ
な
が
っ
た
「
兄
弟
」
と
し
て
両
者
を
連
繋
さ
せ
よ
う
と

す
る
着
想
が
、
と
く
に
朝
鮮
の
統
治
に
関
わ
る
者
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
し
か
し
日
本
と
朝
鮮
の
間
に
想
定
さ
れ
る
「
兄
弟
」
的
な
つ

な
が
り
を
前
提
と
し
て
「
同
化
」
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
逆

に
〈
日
本
人
〉
で
は
あ
り
え
な
い
朝
鮮
人
の
異
質
さ
を
浮
び
上
が
ら
せ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
多
く
書
か
れ
た
朝
鮮
渡
航
者
の
見
聞
記
、
体

験
記
を
見
て
も
、
一
様
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
内
地
人
と
比
べ
て
著
し

い
衛
生
の
観
念
の
欠
如
で
あ
り
、
無
愛
想
と
し
か
思
え
な
い
対
人
的
な
態

度
で
あ
り
、
庶
民
に
お
け
る
労
働
意
欲
の
希
薄
さ
で
あ
る
。
最
後
の
点
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
長
年
に
わ
た
る
官
吏
や
両
班
に
よ
る
搾
取
の
結
果
で

あ
る
と
い
う
洞
察
を
多
く
の
筆
者
が
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、「
不
潔
」
さ

と
「
無
愛
想
」
さ
も
、
文
化
的
な
慣
習
の
差
異
に
帰
着
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
自
体
が
必
ず
し
も
朝
鮮
人
の
劣
位
性
を
物
語
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
日
本
人
の
眼
に
映
っ
た
こ
う
し
た
文
化
、
慣
習
の
差
異

が
、
日
本
人
の
「
兄
」
と
し
て
の
意
識
を
喚
起
す
る
契
機
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
日
本
人
の
併
合
後
の
朝
鮮
に
対
す
る
認
識
は
『
行
人
』
に

明
瞭
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、「
同
化
」
を
建
前
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
強
く
前
景
化
さ
れ
て
く
る
朝
鮮
の
他
者
性

が
、
も
っ
ぱ
ら
お
直
の
形
象
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
こ
こ

で
も
二
郎
と
お
直
は
と
も
に
〈
朝
鮮
〉
の
表
象
だ
が
、
二
郎
が
併
合
に

よ
っ
て
日
本
の
「
弟
」
と
な
り
、
日
本
へ
の
脅
威
の
度
合
い
も
低
減
さ
せ

て
い
っ
た
朝
鮮
の
政
治
的
な
位
相
を
表
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
お
直
は

そ
の
趨
勢
の
な
か
で
、
逆
に
日
本
へ
の
他
者
性
を
開
示
し
始
め
た
生
活

者
と
し
て
の
朝
鮮
を
象
っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
、
日
本
人
の
眼
に
映
っ

た
生
活
者
と
し
て
の
朝
鮮
人
の
輪
郭
は
、
は
っ
き
り
お
直
に
託
さ
れ
て
い
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———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

る
。
た
と
え
ば
「
愛
嬌
に
乏
し
い
の
は
朝
鮮
婦
人
の
通
弊
」（
愚
堂
「
余
の

初
め
て
見
た
る
朝
鮮
」『
朝
鮮
』
一
九
一
一
・
三
）
12

と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る

の
と
符
合
す
る
よ
う
に
、お
直
も
「
持
つ
て
生
れ
た
天
然
の
愛
嬌
の
な
い
」

（「
兄
」
十
四
）
女
性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
お
直
は
自
分
を
「
魂

の
抜
殻
」（「
兄
」
三
十
一
）
と
表
現
し
、「
私
が
冷
淡
に
見
え
る
の
は
、
全

く
私
が
腑
抜
の
所せ

ゐ為
だ
つ
て
」（「
兄
」
三
十
二
）
と
二
郎
に
語
っ
て
い
る

が
、
朝
鮮
の
庶
民
が
官
吏
や
両
班
の
搾
取
に
よ
っ
て
活
力
と
自
律
性
を
欠

き
、
表
情
の
乏
し
さ
も
そ
の
反
映
と
し
て
捉
え
る
観
察
は
多
く
な
さ
れ
て

い
る
。「
朝
鮮
人
は
由
来
無
事
を
楽
む
民
な
り
、
事
無
れ
主
義
の
民
な
り
」

（
旭
邦
「
併
合
一
週マ

マ

年
の
朝
鮮
」『
朝
鮮
』
一
九
一
一
・
九
）
13

、
あ
る
い
は
「
朝
鮮

人
は
敵
愾
心
少
く
反
抗
力
少
き
割
合
に
は
、
又
陰
柔
と
云
ふ
方
で
中
々
心

服
と
云
ふ
こ
と
の
少
く
な
い
性
質
を
持
つ
て
居
る
」（
小
宮
三
保
松
「
併
合
の

目
的
は
同
化
に
在
り
同
化
せ
ん
と
せ
ば
先
ず
彼
我
親
善
融
和
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」『
朝
鮮
』

一
九
一
一
・
九
）
14

と
記
さ
れ
る
朝
鮮
民
衆
の
印
象
は
、「
腑
抜
」
で
「
冷
淡
」

で
あ
る
と
い
う
、
お
直
の
自
己
規
定
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。

　

と
く
に
最
後
に
挙
げ
た
記
事
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
朝
鮮
人
の
二
面
的

な
性
格
は
、
ほ
と
ん
ど
お
直
の
そ
れ
と
し
て
も
読
み
替
え
ら
れ
る
。
お
直

自
身
が
「
一
度
打ぶ

つ
て
も
落
付
い
て
ゐ
る
。
二
度
打ぶ

つ
て
も
落
付
い
て
ゐ

る
。
三
度
目
に
は
抵
抗
す
る
だ
ら
う
と
思
つ
た
が
、
矢
つ
張
り
逆
ら
は
な

い
」（「
塵
労
」
三
十
七
）
と
い
う
「
敵
愾
心
少
く
反
抗
力
少
き
」
態
度
を
示

す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
中
々
心
服
と
云
ふ
こ
と
の
少
く
な
い
性
質
」
を

う
か
が
わ
せ
て
、
そ
の
内
心
を
一
郎
に
忖
度
さ
せ
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。「
彼
等
の
心
底
何
の
活
火
が
在
る
か
は
容
易
に
知
る
べ
か
ら
ざ
れ
ど

も
、
亦
容
易
に
心
服
せ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
は
疑
ひ
な
い
」（
筆

者
不
詳
「
朝
鮮
に
於
け
る
感
想
」『
新
人
』
一
九
一
一
・
八
）
15

と
い
っ
た
声
も
出
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
併
合
後
の
日
本
と
朝
鮮
の
関
係
に
見
出
さ
れ
る
、「
同

化
」
し
う
る
相
手
と
し
て
朝
鮮
人
を
見
な
そ
う
と
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ

て
そ
の
内
面
を
不
可
視
の
も
の
と
し
て
浮
上
さ
せ
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
、
一

郎
と
お
直
の
関
係
に
託
さ
れ
る
形
で
『
行
人
』
の
主
題
と
し
て
の
位
置
を

占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
表
出
の
寓
意
性
に
よ
っ
て
、
１
節
で
挙
げ
た
、
一
郎
が
抱
え
て
い

る
一
見
異
質
な
第
一
と
第
三
の
問
題
性
の
連
関
も
理
解
し
う
る
。
一
郎

が
「
兄
・
二
十
」
の
章
で
二
郎
に
語
る
、「
お
れ
が
霊
も
魂
も
所
謂
ス
ピ

リ
ッ
ト
も
攫つ

か

ま
な
い
女
と
結
婚
し
て
ゐ
る
こ
と
だ
け
は
慥た

し
かだ

」
と
い
う
言

葉
が
、
併
合
後
の
日
本
と
朝
鮮
の
関
係
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま

で
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
が
、〈
支
配
す
る
者
〉
が
〈
支
配
さ
れ
る

者
〉
の
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
日
本
の
朝
鮮
に

対
す
る
統
治
の
性
格
を
示
唆
し
て
も
い
る
。
つ
ま
り
帝
国
主
義
的
な
侵
攻

に
お
い
て
、
宗
主
国
が
植
民
地
の
人
間
の
「
心
底
」
を
摑
も
う
と
す
る
の

は
一
般
的
な
傾
向
で
は
な
い
か
ら
だ
。
通
例
〈
主
人
─
奴
隷
〉
の
関
係
に

お
い
て
重
要
な
の
は
、
奴
隷
が
主
人
に
全
面
的
な
恭
順
の
姿
勢
を
示
し
、

求
め
ら
れ
た
労
働
を
十
分
に
こ
な
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
心
」
の
あ
り

方
は
本
質
的
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
古
代
の
ア
テ
ネ
や
一
九
世

紀
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
見
る
ま
で
も
な
い
が
、
植
民
地
支
配
に
お
い
て

も
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
人
が
直
接
統
治
時
代
に
イ
ン
ド
人
に
対
し
て
お

こ
な
っ
た
振
舞
い
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
人
の
価
値

観
を
否
定
し
、
彼
等
を
〈
野
蛮
人
〉
と
見
な
し
て
、
み
ず
か
ら
カ
ー
ス
ト

の
最
上
位
を
占
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
統
治
者
と
し
て
の
イ
ギ

リ
ス
人
に
、
人
種
、
宗
教
を
異
に
す
る
イ
ン
ド
人
の
「
心
」
を
把
握
し
よ

う
と
す
る
志
向
は
皆
無
で
あ
っ
た

16
。

　

も
ち
ろ
ん
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
イ
ン
ド
統
治
と
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比
べ
れ
ば
、
朝
鮮
人
の
価
値
観
を
日
本
人
の
そ
れ
に
歩
み
寄
ら
せ
よ
う
と

す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
近
代
日
本
の
形
象

化
で
あ
る
一
郎
が
、
第
三
の
問
題
性
と
し
て
抱
え
る
、
現
象
世
界
を
「
所

有
」
し
よ
う
と
す
る
欲
求
と
、第
一
の
問
題
性
で
あ
る
、妻
の
お
直
の
「
心
」

を
摑
み
取
ろ
う
と
す
る
志
向
が
、
彼
の
内
で
連
結
し
う
る
の
は
そ
れ
を
映

し
取
っ
て
い
る
。
日
本
の
統
治
が
こ
う
し
た
方
向
性
を
取
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
に
「
心
服
」
し
切
ら
な
い
朝
鮮
人
の
心
性
が
前
景
化
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。　

　

そ
れ
は
い
い
換
え
れ
ば
日
本
の
統
治
下
に
あ
っ
て
、
朝
鮮
人
が
〈
日
本

人
〉
に
な
り
切
ら
な
い
し
た
た
か
さ
を
保
持
し
つ
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
同
じ
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
と
比
べ
て
も
、
そ
う
し
た
朝
鮮
人
の

民
族
意
識
の
強
さ
か
ら
「
台
湾
よ
り
も
大
に
、
且
つ
台
湾
よ
り
も
治
め
が

た
き
朝
鮮
」（『
中
央
公
論
』「
社
論
」
一
九
一
一
・
五
）
と
い
う
印
象
を
日
本
人

に
与
え
が
ち
で
あ
っ
た
。
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
印
象
を
反
映
す

る
よ
う
に
『
行
人
』
の
お
直
が
、
一
郎
に
表
向
き
恭
順
の
姿
勢
を
示
し
な

が
ら
も
、
彼
に
「
心
服
」
し
切
ら
な
い
内
心
を
漂
わ
せ
、
ま
た
現
実
に
自

己
の
連
続
性
と
な
る
も
の
を
外
的
に
確
保
す
る
し
た
た
か
さ
を
も
つ
人

物
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
彼
女
に
芳

江
と
い
う
子
供
が
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
芳
江
は
一
郎
と

お
直
の
間
に
で
き
た
子
供
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妹
の
お
重
が
「
芳

江
さ
ん
は
御
母
さ
ん
子
ね
」（「
帰
つ
て
か
ら
」
三
）
と
評
す
る
よ
う
に
、
明

ら
か
に
一
郎
よ
り
も
お
直
に
帰
属
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
お
重
の
科
白
の
直
前
に
も
、「
母
の
血
を
受
け
て

0

0

0

0

0

0

0

人
並
よ
り

も
蒼
白
い
頬
を
し
た
少
女
は
、
馴
れ
易
か
ら
ざ
る
彼
女
の
母
の
後
を
、
奇

蹟
の
如
く
追
つ
て
歩
い
た
。
そ
れ
を
嫂
は
日
本
一
の
誇ほ

こ
りと

し
て
、
宅う

ち

中
の

誰
彼
に
見
せ
び
ら
か
し
た
」（
傍
点
引
用
者
、「
帰
つ
て
か
ら
」
三
）
と
い
う
記

述
が
さ
れ
て
お
り
、
芳
江
が
一
郎
で
は
な
く
お
直
の
「
血
を
受
け
」
て
い

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
芳
江
の
位
置
づ
け
は
、
お
直
が
一
郎
以
外
の
男
性
と
姦

通
し
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
た
め
で
は
な
い
。『
門
』
に
お
い
て
は
御
米

が
流
産
、
死
産
を
繰
り
返
し
、
子
供
を
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い

た
が
、
そ
れ
は
易
者
に
「
人
に
済
ま
な
い
こ
と
を
し
た
」（
十
三
）
報
い
で

あ
る
と
告
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
韓
国
の
国
土
を
民
衆
か
ら
奪
い
取
る
日
本

の
帝
国
主
義
的
侵
攻
に
対
す
る
、
漱
石
の
批
判
的
な
眼
差
し
の
寓
意
化
と

し
て
眺
め
ら
れ
た
。
お
直
が
御
米
の
後
身
で
あ
る
な
ら
、
彼
女
が
子
供
を

も
う
け
、
そ
れ
を
「
誇ほ

こ
り」

と
し
て
「
見
せ
び
ら
か
」
す
と
い
う
の
は
一
見

理
屈
に
合
わ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
け
れ
ど
も
む
し
ろ
そ
こ
に
日
本
の

帝
国
主
義
的
な
進
展
を
模
し
つ
つ
、
そ
こ
に
状
況
へ
の
批
判
と
未
来
へ
の

視
点
を
織
り
込
も
う
と
す
る
、
漱
石
独
特
の
造
形
が
現
わ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
『
そ
れ
か
ら
』
の
三
千
代
や
『
門
』
の
御
米
が
、
帝
国
主
義
的
欲

望
の
対
象
と
し
て
の
〈
領
土
〉
を
形
象
化
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、『
行

人
』
の
お
直
は
、
す
で
に
そ
の
欲
望
が
達
成
さ
れ
た
後
に
、
よ
り
身
近
に

生
き
る
〈
人
間
〉
と
な
っ
た
朝
鮮
を
表
象
し
て
い
る
か
ら
だ
。
三
千
代
や

御
米
が
自
他
の
〈
死
〉
を
は
ら
ん
だ
存
在
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た

の
に
対
し
、
お
直
が
恭
順
さ
の
な
か
で
し
た
た
か
さ
を
漂
わ
せ
た
存
在
と

し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
娘
の
芳
江
は
、「
母
の

血
を
受
け
て
」
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
被
抑
圧
者
の
無
化
さ

れ
切
ら
な
い
生
命
の
連
続
性
の
証
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
朝
鮮

が
植
民
地
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
「
血
」
が
し
ぶ

と
く
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
漱
石
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
芳
江
の
「
蒼
白
い
頬
」
と
形
容
さ
れ

る
顔
色
の
悪
さ
は
、
朝
鮮
の
学
校
へ
の
視
察
者
が
「
同
校
の
生
徒
は
顔
色
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———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

甚
だ
悪
し
く
」（
石
田
新
太
郎
「
同
化
策
よ
り
見
た
る
台
湾
人
と
朝
鮮
人
」『
朝
鮮
』

一
九
一
一
・
九
）
17

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
栄
養
状
態
の
悪
さ
か
ら
朝
鮮

の
子
供
た
ち
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
も
あ
っ
た
。

５　
傲
慢
と
孤
立

　

総
じ
て
『
行
人
』
に
お
い
て
は
、
従
属
的
な
位
置
に
あ
っ
た
者
が
、
そ

の
従
属
性
を
脱
し
て
自
立
し
て
い
く
と
い
う
経
緯
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し

て
繰
り
返
さ
れ
る
。
後
半
二
郎
が
家
を
出
て
下
宿
を
始
め
る
の
は
そ
の
端

的
な
例
で
あ
っ
た
が
、
展
開
の
冒
頭
で
大
阪
に
赴
い
た
二
郎
が
訪
問
す
る

岡
田
も
、
も
と
も
と
は
「
自
分
の
家
の
食
客
」（「
友
達
」
二
）
で
あ
り
、「
勝

手
口
に
近
い
書
生
部
屋
で
、
勉
強
も
し
昼
寝
も
し
、
時
に
は
焼
芋
抔な

ど

も
食
」

（
同
二
）
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
等
の
家
か
ら
嫁
い
で
い
く
「
お
貞
さ
ん
」
に

し
て
も
、「
自
分
の
家
の
厄
介
も
の
」（「
友
達
」
七
）
と
し
て
女
中
的
な
人

物
で
あ
っ
た
。
語
り
手
の
二
郎
自
身
を
含
め
て
、
こ
う
し
た
従
属
的
で

あ
っ
た
人
物
た
ち
が
そ
れ
な
り
の
自
律
性
を
獲
得
し
て
い
く
と
い
う
変

容
が
ち
り
ば
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
直
自
身
の
一
郎
に
対
す
る
非

従
属
性
が
暗
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
あ
の
女
」
や
精
神
病
の

娘
、
盲
目
の
女
と
い
っ
た
女
性
た
ち
の
輪
郭
が
、
一
郎
の
抱
え
て
い
る
内

的
な
問
題
を
暗
喩
し
て
い
た
の
と
対
称
を
な
す
構
図
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
な
か
で
、
一
郎
が
懐
疑
す
る
よ
う
に
二
郎
と

お
直
の
間
に
、
あ
る
種
の
親
密
さ
が
想
定
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
寓
意
的
な
次
元
に
お
い
て
も
、

二
郎
と
お
直
は
と
も
に
〈
朝
鮮
〉
の
表
象
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
は
〈
一

体
〉
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
者
同
士
で
あ
る
。
一
郎
は
二
郎
と
お
直

の
親
密
さ
の
場
面
を
直
接
目
撃
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
人
の
間
に
親

密
な
空
気
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
敏
感
な
一
郎
が
そ
れ
を

性
的
な
地
平
に
置
き
直
し
て
い
た
蓋
然
性
は
十
分
想
定
し
う
る
。
そ
の
点

に
つ
い
て
藤
沢
る
り
は
、
お
直
の
結
っ
た
髪
型
に
対
し
て
二
郎
が
「
兄
さ

ん
の
御
好
み
な
ん
で
す
か
、
其
で
こ
〳
〵
頭
は
」（「
兄
」
八
）
と
か
ら
か
い
、

そ
れ
に
対
し
て
お
直
が
「
知
ら
な
い
わ
」（
同
八
）
と
返
事
を
す
る
関
係
が
、

一
郎
と
お
直
の
間
に
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
一
郎
の
「
直
は
御
前
に

惚
れ
て
る
ん
ぢ
や
な
い
か
」（「
兄
」十
八
）
と
い
う
懐
疑
が
、決
し
て「
突
然
」

（
同
十
八
）
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
藤
沢
は
こ
の

や
り
取
り
を
、
二
人
の
「
相
性
の
良
さ
」
の
現
わ
れ
と
し
て
眺
め
、
彼
ら

の
間
に
男
女
の
愛
が
介
在
し
て
い
る
証
し
と
は
受
け
取
っ
て
は
い
な
い

18

が
、
二
人
の
や
り
取
り
を
た
び
た
び
耳
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
一
郎
が
、

そ
う
し
た
憶
測
を
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。　
　

　

も
ち
ろ
ん
お
直
と
の
や
り
取
り
に
お
け
る
二
郎
の
発
話
に
滲
出
し
て

い
る
親
し
さ
自
体
が
、
彼
女
へ
の
二
郎
の
好
意
を
傍
証
し
て
い
る
と
見
な

し
う
る
。
興
味
深
い
の
は
、
二
郎
が
お
そ
ら
く
お
直
に
好
意
を
抱
い
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
は
そ
れ
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
で
あ

り
、
一
郎
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
人
間
の
反
応
に
よ
っ
て
そ
れ
が
浮
上

し
て
く
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。「
直
は
御
前
に
惚
れ
て
る
ん
ぢ
や
な
い

か
」

19
と
一
郎
に
唐
突
に
尋
ね
ら
れ
た
際
に
も
、
二
郎
は
そ
れ
を
あ
り
え

な
い
仮
定
と
し
て
斥
け
な
が
ら
、
つ
づ
け
て
「
だ
つ
て
御
前
の
顔
は
赤
い

ぢ
や
な
い
か
」（「
兄
」
十
九
）
と
一
郎
に
切
り
返
さ
れ
る
と
、「
実
際
其
時

の
自
分
の
顔
は
赤
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
」（
同
十
九
）
と
い
う
と
ま
ど
い

の
な
か
に
投
げ
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
中
盤
で
二
郎
が
妹
の
お
重
の
結

婚
を
話
題
に
し
た
際
も
、
お
重
は
「
あ
な
た
こ
そ
早
く
貴
方
の
好
き
な

嫂ね
え

さ
ん
見
た
様
な
方
を
お
貰
ひ
な
す
つ
た
ら
好
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
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（「
帰
つ
て
か
ら
」
九
）
と
反
撥
し
、
二
郎
を
不
機
嫌
に
す
る
の
で
あ
る
。
兄

や
妹
に
こ
う
し
た
発
言
を
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
そ
の
客
観
的
な

等
価
物
と
い
い
う
る
も
の
を
、
彼
ら
が
日
々
の
二
郎
と
お
直
の
関
係
か
ら

受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た

好
意
や
親
密
さ
の
表
現
に
対
し
て
二
郎
は
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
な
の
で
あ

る
。
先
に
挙
げ
た
お
直
の
髪
型
を
め
ぐ
る
科
白
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
二

郎
自
身
は
単
に
日
常
的
な
儀
礼
と
し
て
口
に
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る

に
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
、
自
己
の
関
心
の
傾
斜
に
対
し
て
無
自
覚
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
を
外
在
化
さ
せ
て
し
ま
う
人
物
の
振
舞
い
は
、
漱
石
の
作
品
に
こ

れ
ま
で
も
表
象
さ
れ
て
い
る
。『
門
』
の
宗
助
が
、
歯
医
者
の
待
合
室
に

あ
っ
た
『
成
効
』（『
成
功
』）
と
い
う
雑
誌
の
表
題
と
内
容
に
対
し
て
距
離

を
感
じ
な
が
ら
、
結
果
的
に
そ
れ
に
動
か
さ
れ
る
形
で
、
論
語
を
繙
く
と

い
う
行
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。『
そ
れ
か
ら
』

に
お
い
て
も
、
労
働
を
否
定
す
る
代
助
の
内
に
は
む
し
ろ
労
働
へ
の
志
向

が
潜
在
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
平
岡
と
の
議
論
で
も
発
言
に
矛
盾
を
き
た

し
て
論
破
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
こ
の
意
識
の
表
層
か
ら
乖
離
し
た

他
者
的
な
情
動
は
、
彼
ら
が
社
会
に
流
通
し
て
い
る
価
値
観
を
浸
透
さ
せ

な
が
ら
、
自
己
意
識
を
発
動
さ
せ
る
と
い
う
、
漱
石
独
特
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル

ト
的
な
意
識
観
の
な
か
を
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

『
文
学
論
』（
一
九
〇
七
）
の
前
提
と
な
っ
た
と
推
さ
れ
る
「
ノ
ー
ト
」
に
「
此

focal idea

を
F
に
て
示
せ
ば
、
F = 

n
・
f

ナ
リ　

f
ハ
一
己
〔
個
〕

人
のfocal idea

を
云
フ
」
と
記
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
「
仮た

と令
ヘ

バ
日
清
戦
争
ノ
ト
キ
ノ
日
本
人
全
体
ノ
意
識
ノfocus

は
此
戦
争
ニ
ア
リ

故
ニ
当
時
尤
モ
日
本
人
全
体
ノ
意
識
ノfocus

ハ
此
戦
争
ニ
ア
リ
」
と
い

う
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

20
よ
う
に
、
漱
石
の
内
に
は
個
的
な
意
識
の
集

合
体
が
社
会
に
流
通
す
る
観
念
の
普
遍
的
な
地
平
を
形
づ
く
り
、
個
人
の

意
識
活
動
は
そ
れ
を
取
り
込
み
つ
つ
発
動
す
る
と
い
う
着
想
が
あ
る
。
そ

の
た
め
彼
ら
の
自
己
意
識
の
統
御
が
曖
昧
に
な
っ
た
地
点
で
は
、
し
ば
し

ば
そ
の
意
識
の
方
向
性
に
逆
行
す
る
傾
斜
が
浮
上
し
て
き
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　
『
行
人
』
で
は
こ
の
乖
離
が
、
人
間
の
情
動
の
他
者
性
と
い
う
主
題
を

示
唆
し
な
が
ら
、
同
時
に
作
品
の
は
ら
む
時
代
的
な
寓
意
性
を
補
強
す
る

機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
二
郎
と
お
直
が
と
も
に
〈
朝
鮮
〉
の
表

象
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
郎
が
お
直
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
示
す
親

密
さ
と
は
、
日
本
の
統
治
に
逆
行
す
る
朝
鮮
民
衆
の
〈
祖
国
〉
へ
の
愛
着

を
物
語
る
も
の
と
な
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
二
郎
の
受
容
的
な
態
度
に
応
じ

る
よ
う
に
、
お
直
の
二
郎
へ
の
接
近
も
否
定
し
え
な
い
傾
斜
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
も
と
も
と
お
直
が
「
妾
の
や
う
な
魂
の
抜
殻
は
さ
ぞ
兄
さ
ん

に
は
御
気
に
入
ら
な
い
で
せ
う
」（「
兄
」
三
十
一
）
と
い
う
認
識
を
も
っ
て

い
る
以
上
、
親
し
い
言
葉
を
か
け
て
く
れ
る
相
手
で
あ
る
二
郎
に
好
意
を

も
つ
の
は
自
然
で
あ
る
。
二
郎
が
家
を
出
て
下
宿
を
始
め
た
際
に
も
、
お

直
は
彼
の
下
宿
を
一
人
で
訪
れ
、
火
鉢
を
挟
ん
で
「
顔
と
顔
の
距
離
が
あ

ま
り
近
過
ぎ
る
位
の
位
地
」（「
塵
労
」
四
）
で
二
郎
に
向
き
合
っ
た
り
し
て

い
る
。

　

こ
の
表
面
的
な
恭
順
を
示
し
な
が
ら
、
心
性
と
し
て
の
離
反
を
〈
主
〉

と
し
て
の
人
物
に
感
じ
取
ら
せ
て
い
る
お
直
と
二
郎
は
、
統
治
し
つ
つ

も
「
心
服
」
し
え
な
い
頑
強
さ
を
感
じ
取
ら
せ
て
い
た
半
島
の
朝
鮮
民
衆

と
明
ら
か
な
照
応
を
な
し
て
い
る
。
一
郎
が
「
己
は
自
分
の
子
供
を
綾あ

や成

す
事
が
出
来
な
い
ば
か
り
ぢ
や
な
い
。
自
分
の
父
や
母
で
す
ら
綾あ

や成
す
技

巧
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
肝
心
の
わ
が
妻
さ
へ
何
う
し
た
ら

綾あ

や成
せ
る
か
未
だ
に
分
別
が
付
か
な
い
ん
だ
」（「
帰
つ
て
か
ら
」
五
）
と
い
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う
感
慨
を
覚
え
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
も
宗
主
国
と
し
て
朝
鮮
を
統
治

し
、
そ
の
民
衆
を
「
同
化
」
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
な
が
ら
、
彼
ら
を

「
綾あ

や成
す
」
─
「
心
服
」
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
受
け
取
り
つ
づ
け
て

い
た
。
そ
し
て
一
郎
の
不
安
や
焦
燥
が
半
ば
は
み
ず
か
ら
の
傲
慢
さ
が
招

い
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
統
治
者
が
朝
鮮
民
衆
を
「
同
化
」
し

き
れ
な
い
隔
靴
掻
痒
の
思
い
を
抱
く
の
も
、
併
合
の
際
に
大
隈
重
信
が
掲

げ
た
よ
う
に
、
言
語
、
慣
習
を
は
じ
め
と
し
て
朝
鮮
民
衆
に
「
日
本
魂
を

吹
込
む
」
と
い
う
、
自
国
の
文
化
の
押
し
つ
け
を
建
前
と
し
て
い
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
こ
う
し
た
照
応
を
想
定
し
て
も
、
一
郎
の
傲
慢
な
自
我
意
識

の
空
転
は
過
剰
な
も
の
と
し
て
映
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
Ｈ
さ
ん
の
報
告
に

語
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
郎
は
「
絶
対
」
の
境
地
を
志
向
し
つ
つ
、「
絶
対
」

で
あ
り
え
な
い
個
的
な
人
間
の
枠
内
で
呻
吟
し
つ
づ
け
る
が
、
こ
の
狂
気

に
近
接
し
て
い
く
よ
う
な
苦
悩
を
、
日
本
が
朝
鮮
統
治
に
よ
っ
て
喚
起
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
郎
の

自
我
意
識
を
過
剰
に
空
転
さ
せ
、
さ
ら
に
「Einsam

keit, du m
eine 

H
eim

at Einsam
keit !

（
孤
独
な
る
も
の
よ
、
汝
は
わ
が
住す

ま
ひ居

な
り
）」

（「
塵
労
」
三
十
六
）
と
い
う
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
一

節
21

を
引
用
し
て
そ
の
孤
独
を
訴
え
さ
せ
て
い
る
時
代
的
な
文
脈
は
、
む

し
ろ
日
本
と
朝
鮮
の
関
係
の
外
側
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
朝
鮮
と
台

湾
を
領
土
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
が
「
東
洋
第
一
」
の
帝
国
に
成

り
上
が
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
安
住
し
き
れ
な
い
国
際
的
な
状

況
が
日
本
を
取
り
巻
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
対
西
洋
の
関
係
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
露

戦
争
後
日
本
が
帝
国
主
義
国
と
し
て
、
半
島
と
大
陸
に
お
け
る
利
権
の
拡

張
に
邁
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
諸
国
と
の
緊
張
関
係
を
高
め
て
い

た
状
況
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
日
露
戦
争
の
仲
裁
役

と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
戦
後
日
本
の
軍
事
力
を
脅
威
と
す
る
こ
と
で
黄

禍
論
を
生
じ
さ
せ
、
在
米
邦
人
の
排
斥
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
一
転
し

て
日
本
に
対
立
的
な
国
と
し
て
の
相
貌
を
帯
び
始
め
る
。
一
方
イ
ギ
リ
ス

は
日
英
同
盟
を
持
続
さ
せ
て
い
た
も
の
の
、
日
露
戦
争
後
は
ド
イ
ツ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
進
出
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
他
の
列
強
諸
国
と
の

連
携
を
強
化
す
る
方
向
を
取
り
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
へ
の
接
近
が
図
ら
れ

た
結
果
、
日
本
に
対
し
て
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
流
れ
が
次
第
に
明
確
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
が
戦
後
ロ
シ
ア
と
の
間
に
二
度

に
わ
た
る
協
商
条
約
を
結
び
、
連
帯
関
係
を
強
め
て
い
っ
た
事
情
が
あ
る

が
、
イ
ギ
リ
ス
は
ロ
シ
ア
と
と
も
に
日
本
の
韓
国
併
合
に
同
意
し
た
も
の

の
、
日
本
の
こ
う
し
た
拡
張
に
強
い
警
戒
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
日
本

に
対
す
る
世
論
も
悪
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
の

日
英
同
盟
改
訂
の
際
に
は
、
将
来
日
米
が
戦
争
関
係
に
入
っ
た
時
に
、
イ

ギ
リ
ス
が
日
本
に
加
担
し
な
い
旨
の
但
し
書
き
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
以
降

に
顕
在
化
し
て
い
く
日
本
対
英
米
の
対
立
の
端
緒
が
開
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
ロ
シ
ア
と
の
間
に
結
ば
れ
た
第
二
次

日
露
協
商
は
、
満
州
に
お
け
る
両
国
の
勢
力
範
囲
と
そ
こ
で
の
活
動
を
明

確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
国
民
感
情
と
し
て
は
、
三
国
干
渉
か
ら
日

露
戦
争
に
至
る
ま
で
、
日
本
人
の
敵
対
的
な
感
情
を
吸
収
す
る
対
象
で

あ
っ
た
こ
の
国
を
親
密
な
相
手
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
有

馬
学
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、
一
九
一
七
年
に
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
し
た
際

に
は
、
こ
の
革
命
が
「
恐
る
べ
き
、
忌
む
べ
き
、
憎
む
べ
き
呪
詛
」
で
あ

る
国
の
脅
威
を
「
日
本
の
周
囲
か
ら
一
掃
す
る
」
だ
ろ
う
と
い
う
声
が
上

が
っ
た
の
で
あ
る

22
。
そ
れ
は
ロ
シ
ア
が
そ
れ
だ
け
日
本
に
対
す
る
抑
圧
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の
在
り
処
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
満
州
へ
の

旅
を
記
し
た
漱
石
の
日
記
を
見
て
も
、
ロ
シ
ア
人
に
対
し
て
「
露
助
」
と

い
う
侮
蔑
的
な
呼
称
が
何
度
も
用
い
ら
れ
、
こ
う
し
た
感
情
が
漱
石
の
内

に
も
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

　

そ
し
て
後
発
の
帝
国
主
義
国
と
し
て
欧
米
列
強
に
伍
し
、
そ
の
な
か
で

自
己
を
主
張
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
裏
目
に
出
る
形
で
孤
立
し
た

状
況
に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
と
い
う
経
緯
が
端
的
に
現
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
が
、『
行
人
』
連
載
の
前
年
で
あ
る
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）

に
起
き
た
辛
亥
革
命
で
あ
る
。
こ
の
時
も
列
強
諸
国
は
革
命
の
帰
趨
自

体
よ
り
も
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
自
国
の
利
権
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

行
動
を
展
開
し
た
が
、
清
の
立
憲
君
主
制
に
固
執
し
て
革
命
を
抑
圧
し

よ
う
と
す
る
日
本
は
、
自
国
の
不
利
益
を
招
く
事
態
を
回
避
す
る
べ
く

共
和
制
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
結
局
日
本
は
イ
ギ
リ
ス
の
姿
勢
に
同
調
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
り
、「
日
本
の
態
度
は
非
干
渉
に
立
ち
帰
り
て
、
一
日
も
早
く
講
和
成

立
し
、
統
一
せ
る
政
府
の
設
立
を
希
望
す
る
外
他
意
な
し
」（『
時
事
新
報
』

一
九
一
一
・
一
二
・
二
六
）
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

辛
亥
革
命
時
に
お
け
る
日
本
の
振
舞
い
も
、
清
の
旧
体
制
を
尊
重
し
た

ゆ
え
と
い
う
よ
り
も
、
革
命
に
よ
る
新
体
制
の
成
立
が
、
自
国
の
そ
れ
ま

で
の
権
益
を
損
ね
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
〈
強
国
〉
と
し
て
の
自
覚
か
ら
み
ず
か
ら
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
を
取
ろ
う
と
す
る
列
強
へ
の
働
き
か
け
は
こ
と
ご
と
く
裏
切
ら

れ
た
。
袁
世
凱
が
大
統
領
に
就
任
し
た
新
政
府
に
対
し
て
、
列
強
が
保
持

し
て
い
た
権
益
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
本
の
提
案
に
対
し
て
も
、
ロ

シ
ア
以
外
の
国
の
賛
同
は
得
ら
れ
ず
、
孤
立
を
深
め
る
に
終
わ
っ
た
。
ア

ジ
ア
の
国
際
情
勢
に
対
し
て
強
い
関
心
を
も
つ
漱
石
は
、
日
記
で
も
こ
の

出
来
事
に
言
及
し
て
い
る
。
明
治
四
四
年
一
二
月
五
日
の
項
に
は
先
月
死

ん
だ
三
女
の
ひ
な
子
や
自
身
の
病
勢
と
比
較
し
な
が
ら
、「
新
聞
を
見
る

と
官
軍
と
革
命
軍
の
間
に
三
日
間
の
休
戦
が
成
立
し
て
其
間
に
講
和
条

約
を
き
め
る
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
彼
等
か
ら
見
れ
ば
ひ
な
子
の
死
ん
だ
事

な
ど
は
何
で
も
あ
る
ま
い
、
自
分
の
肛
門
も
勘
定
に
は
這
入
る
ま
い
」
と

い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
前
年
の
大
逆
事
件
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
残

し
て
い
な
い
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
漱
石
の
関
心
の
在
り
処
が
奈
辺
に
あ
っ

た
か
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
行
人
』
の
一
郎
が
自
己
の
支

配
者
的
な
優
越
性
に
固
執
し
つ
つ
、
そ
れ
に
見
合
う
様
相
を
示
さ
な
い
周

囲
と
の
乖
離
の
な
か
で
孤
独
を
深
め
て
い
く
の
も
、
同
時
代
の
国
際
社
会

に
お
け
る
日
本
の
孤
立
に
対
す
る
眼
差
し
な
し
に
は
、
生
ま
れ
え
な
か
っ

た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

註

（
１
）
そ
の
点
で
生
方
智
子
が
、
精
神
病
の
「
其
娘
さ
ん
」
が
一
郎
の
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（「
歇ヒ

ス
テ
リ
ー

私
的
里
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
─
─

『
行
人
』
の
〈
語
り
〉
と
〈
構
成
〉」『
漱
石
研
究
』
15
、
二
〇
〇
二
・
一
二
）
の
は
妥

当
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
性
は
む
し
ろ
、
こ
こ
で
ち
り
ば
め
ら
れ

る
病
ん
だ
女
た
ち
を
め
ぐ
る
挿
話
群
全
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。

（
2
）
引
用
の
後
半
部
は
初
出
で
は
「
人
の
心
を
確
実
に
握
つ
て
ゐ
る
方
が
、
遙
か
に
幸

福
な
の
で
あ
つ
た
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
単
行
本
以
降
引
用
の
形
と
な
っ
て
い
る
。

『
漱
石
全
集
』（
第
八
巻
、
一
九
九
四
）
の
表
記
は
初
出
に
倣
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
一
般
に
流
布
し
て
い
る
単
行
本
の
形
を
取
っ
た
。

（
3
）山
崎
正
和『
不
機
嫌
の
時
代
』（
新
潮
社
、一
九
七
六
）。
山
崎
は
一
郎
の
意
識
が「
十
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4 9

分 に 感 じ る べ き 瞬 間 の 手 前 で 立 ち ど ま り 、 同 時 に そ れ の 向 か う 側 に 突 き抜 け て 」 お り 、 こ の 「 二 重 の 空 白 」 が 彼 を 「 不 機 嫌 」 に し て い る の だ と述 べ て い る 。  こ れ は 的 確 な 分 析 だ が 、  こ こ で 述 べ て い る よ う に 、  一 郎 を  「 不機 嫌 」 に し て い る の は 時 間 意 識 の 問 題 だ け で な く 、 半 ば 以 上 は 対 象 を 空間 的 に 支 配 、 所 有 す る こ と の 困 難 さ に 関 わ る 問 題 で あ る 。

（

4）  三 浦 雅 士  「 文 学 と 恋 愛 技 術 」  （  『 漱 石 研 究 』

1 5、  前 出 ）  。 三 浦 は  『 出 生 の 秘 密 』

（ 講 談 社 、 二 〇 〇 五 ） に お い て も 、  「 一 郎 の 狂 気 を 時 代 の 所 産 に 見 せ か けよ う と す る 意 図 は そ の 目 的 を お よ そ 達 し て い な い 」 と 述 べ て い る 。 三 浦も こ の 著 書 で 、 漱 石 が 人 間 の 個 的 な 問 題 と 国 家 の 問 題 を 連 結 さ せ る 傾 向を も つ こ と を 指 摘 し て い る 。 三 浦 は 漱 石 が 出 生 時 に 捨 子 同 然 に 扱 わ れ たと い う 「 秘 密 」 と 、 西 洋 の 「 継 子 」 と し て 進 展 し て い っ た 日 本 の 開 化 を結 び つ け 、 こ の 結 合 が 漱 石 文 学 を 貫 流 し て い る と 考 え て い る 。 漱 石 が 自身 の 「 出 生 の 秘 密 」 を 国 全 体 の 状 況 に 敷 衍 し て い た と い う 論 に は 、 全 面的 に は 賛 同 し か ね る が 、 個 的 な 人 間 の 存 在 と 国 家 の あ り 方 を 重 ね 合 わ せる 着 想 が 漱 石 の 表 現 の 基 底 に 存 在 す る こ と は 、 こ こ で も 述 べ て い る よ うに 、 紛 れ も な い 事 実 で あ る 。

（

5）
こ の 言 葉 は 矢 内 原 忠 男 『 余 の 尊 敬 す る 人 物 』  （ 岩 波 新 書 、 一 九 四 〇 ）

に 含 ま れ て い る 。 な お こ の 箇 所 へ の 言 及 は 海 野 福 寿 『 韓 国 併 合 』  （ 岩 波新 書 、 一 九 九 五 ） に よ っ た 。

（

6）『 和 歌 山 県 史 』  （ 和 歌 山 県 史 編 纂 委 員 会 編 、 一 九 八 九 ）  、 及 び

w
w

w.

t
a

n
k
e

n.
c
o

m/
el

e
v
at.

ht
ml

に よ る 。

（

7）  引 用 は 琴 乗 洞 編  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ３ 』  （ 緑 陰 書 房 、

一 九 九 九 ）  に よ る 。 本 論 で 引 用 し た 日 本 人 の 朝 鮮 に 対 す る 見 解 は 、  『 太 陽 』『 中 央 公 論 』  『 日 本 及 日 本 人 』 以 外 の も の は す べ て 本 書 （ １ 〜 ５ ） に よ って い る 。

（

8）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ５ 』  （ 緑 陰 書 房 、 一 九 九 九 ） よ

り 引 用 。

（

9）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ４ 』  （ 緑 陰 書 房 、 一 九 九 九 ） よ

り 引 用 。

（

1 0）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ５ 』  （ 前 出 ） よ り 引 用 。

（

1 1）
拙 稿 「  〈 陰 画 〉 と し て の 〈 西 洋 〉 ─ ─ 『 門 』 と 帝 国 主 義 」  （  『 東 京 外 国

語 大 学 論 集 』

7 0、 二 〇 〇 五  ・  七 ）  「 自 己 を 救 う た め に ─ ─ 『 そ れ か ら 』 と

日 韓 関 係 」  （  『 敍 説 』 Ⅱ ─

1 0、 二 〇 〇 六  ・  一 ）  。

（

1 2）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ５ 』  （ 前 出 ） よ り 引 用 。

（

1 3）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ５ 』  （ 前 出 ） よ り 引 用 。

（

1 4）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ５ 』  （ 前 出 ） よ り 引 用 。

（

1 5）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ５ 』  （ 前 出 ） よ り 引 用 。

（

1 6）
森 本 達 雄 『 イ ン ド 独 立 史 』  （ 中 公 新 書 、 一 九 七 二 ） に よ れ ば 、 も と も

と 東 イ ン ド 会 社 の 駐 在 員 た ち は 、 イ ン ド の 風 土 や 慣 習 に な じ も う と す る姿 勢 は 不 在 で あ っ た が 、 一 九 世 紀 半 ば に イ ギ リ ス が イ ン ド を 直 接 統 治 する よ う に な る と 、 イ ン ド 人 に 対 し て 「 ブ ラ ッ ク ・ イ ン デ ィ ア ン 」  「 木 石漢 」  「 半 ゴ リ ラ ・ 半 ニ グ ロ 」 な ど と 公 然 と 嘲 笑 し 、 優 越 者 意 識 を 露 骨 に示 す よ う に な っ た 。 併 合 時 の 日 本 側 に あ っ た 「 朝 鮮 人 を 同 胞 と し た 以 上は 、  之 に 理 想 の 活 火 を 与 へ 、  前 途 洋 々 の 大 希 望 を 起 さ し む る に あ る 」  （  「 朝鮮 に 於 け る 感 想 」  前 出 ）  と い っ た 、  植 民 地 の 民 衆 を 少 な く と も 自 国 の  「 同胞 」 と 見 な そ う と す る 姿 勢 は そ こ に は う か が わ れ な い 。

（

1 7）  『 資 料

　
雑 誌 に み る 近 代 日 本 の 朝 鮮 認 識 ５ 』  （ 前 出 ） よ り 引 用 。

（

1 8）
藤 沢 る り 「  「 行 人 」 論 ・ 言 葉 の 変 容 」  （  『 国 語 と 国 文 学 』 一 九 八 二  ・  一 〇

→

桜 楓 社 『 漱 石 作 品 論 集 成 』 第 九 巻 、 一 九 九 一 ）  。

（

1 9）
初 出 で は 「 お 直 は … … 」 と な っ て お り 、  『 漱 石 全 集 』  （ 第 八 巻 、 前 出 ）

で も そ れ に 倣 っ て い る が 、 註 （

2） と 同 じ く こ こ で は 単 行 本 以 降 の 形 で

表 記 し た 。
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（
20
）
引
用
の
「
ノ
ー
ト
」
は
漱
石
の
留
学
中
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
「
一
己
〔
個
〕
人
のfocal idea

」
と
し
て
の
「
f

」
は
『
文
学
論
』
で

は
個
人
の
「
一
刻
の
意
識
に
於
け
る
F
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、「
個
人
的
一
世
の

一
時
期
に
於
け
る
F
」「
社
会
進
化
の
一
時
期
に
於
け
る
F
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
。

『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
f

」
は
観
念
的
焦
点
で
あ
る
「
F
」
に
感
覚
的
な
色
づ
け

を
与
え
る
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
個
人
の

「focal idea
」
と
社
会
の
「focal idea

」
が
〈
同
次
元
〉
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
個
人
の
関
心
と
社
会
全
体
の
関
心
が
地
続
き
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
瞭
化
さ

れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

（
21
）
こ
の
一
節
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
か
く
語
り
き
』
第
三
部
の
「
帰
郷
」
の
節
の
冒

頭
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
く
だ
り
で
も
反
復
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
で
は
こ

れ
に
つ
づ
い
て
「
わ
れ
は
荒
き
異
郷
に
あ
つ
て
荒
く
生
き
る
こ
と
、
ひ
さ
し
き
に
す

ぎ
た
。
さ
れ
ば
、
い
ま
な
ん
じ
へ
と
帰
り
来
た
つ
て
、
涙
な
き
を
え
ぬ
！
」（
竹
山

道
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
三
）
と
い
う
、「
孤
独
」
を
自
分
の
〈
郷
里
〉
と
し

て
な
つ
か
し
む
感
慨
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
絶
対
」
者
に
自
己
を
擬
そ
う
と
す
る
一

郎
の
狷
介
さ
は
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
の
輪
郭
を
想
起
さ
せ
る
が
、
両
者
の
志
向
は
む
し

ろ
対
照
的
で
あ
る
。
後
者
の
目
指
す
「
超
人
」
の
境
地
と
は
、
決
し
て
他
者
の
上
に

君
臨
し
、
自
身
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
に
本
来
内
在
す
る
生

命
を
完
全
に
具
現
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
超
克
し
た
状
態
を
指
す
か
ら
だ
。

（
22
）
有
馬
学
『「
国
際
化
」
の
中
の
帝
国
日
本
』（『
日
本
の
近
代
４
』
中
央
公
論
新
社
、

一
九
九
九
・
五
）に
よ
る
。
引
用
の
文
は
室
伏
高
信「
日
本
乎
独
逸
乎
」（『
東
方
時
論
』

一
九
一
八
・
一
〇
）。

※
夏
目
漱
石
の
作
品
の
引
用
は
岩
波
書
店
『
漱
石
全
集
』（
一
九
九
三
〜
九
九
）
に
よ
り
、

ル
ビ
は
適
宜
省
い
た
。



5 1

̶ ̶ ̶ 〈 異 郷 〉 と    〈 故 郷 〉 の デ ィ ア レ ク テ ィ ク ̶ ̶ ̶

ベ ル リ ン

‥ 〈 異 郷 ╱ 異 境 〉 へ の 解 体

─ ─

ベ ン ヤ ミ ン の 主 題 に よ る 三 つ の 変 奏

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

山 口 裕 之

ミ ュ ー ズ の 女 神 は 、 母 た ち の も と で は な い と し て も 、 ひ と つの 過 去 へ と 下 っ て ゆ く 。 そ の 過 去 は 、  作 者 自 身  ﹇ フ ラ ン ツ  ・  ヘ ッセ ル ﹈ の 私 的 な 過 去 に と ど ま ら ぬ が ゆ え に 、 い っ そ う 呪 縛 的な も の と な り う る の だ 。 彼 が 街 の ア ス フ ァ ル ト を 渡 っ て 歩 いて ゆ く と 、 そ こ に 彼 の 足 は 驚 く べ き 共 鳴 を 喚 び 起 こ す 。 舗 道を 上 か ら 照 ら す ガ ス 灯 は 、 こ の 二 重 の 層 を も つ 地 面 の う え に曖 昧 な （ 二 義 的 な ） 光 を 投 げ か け る 。 孤 独 な 散 歩 者 の 記 憶 術的 方 便 と し て の 都 市 、 そ れ は 、 散 歩 者 の 幼 年 時 代 や 青 春 時 代以 上 の も の を 、 都 市 自 身 の 歴 史 以 上 の も の を 呼 び 起 こ す の であ る 。巨 大 な 記 念 物 、 戦 慄 す べ き 歴 史 の 数 々 │ │ そ れ ら は 真 の 遊 歩者 に と っ て は 、 一 種 の 物 乞 い に ほ か な ら な い 。 遊 歩 者 は そ んな 物 乞 い な ど 、 よ ろ こ ん で 旅 行 客 に ま か せ て し ま う 。 芸 術 家の 寓 居 、  生 誕 の 地 、  王 侯 の 私 邸 な ど に つ い て の 知 識 の す べ て を 、か れ は 、 た だ ひ と つ の 敷 居 を 探 り 出 す 嗅 覚 や 、 た だ ひ と つ の装 飾 タ イ ル の 触 感 と 引 き 換 え に く れ て や る 。

1

１
　
伯 林

──

大 都 会 交 響 楽

　
一 九 二 〇 年 代 に は 、 都 市 ベ ル リ ン に つ い て 語 る テ ク ス ト が 、

あ た か も ひ と つ の ジ ャ ン ル を 形 成 し て い る か の ご と く 、 あ る 種の 同 質 性 を も っ て 存 在 し て い た 。 例 え ば ジ ー ク フ リ ー ト ・ ク ラカ ウ ア ー や ヨ ー ゼ フ ・ ロ ー ト が 新 聞 に 掲 載 す る た め に 書 い た 、ベ ル リ ン を 描 く 数 多 く の 短 文 だ け で な く 、 書 籍 と し て 刊 行 さ れた フ ラ ン ツ ・ ヘ ッ セ ル の 『 ベ ル リ ン 散 歩 』  （ 一 九 二 九 年 ） や ベン ヤ ミ ン の  『 一 方 通 行 路 』  （ 一 九 二 六 年 ）  、  『 ベ ル リ ン の 幼 年 時 代 』（ 一 九 三 四 年 ） に し て も 、 ベ ル リ ン は い わ ば 小 さ な 断 片 の う ちに 切 り 取 ら れ 、 都 市 の 姿 は そ れ ら 個 々 の 断 片 の う ち に 映 し 出 され る と 同 時 に 、 そ れ ら の 断 片 が 構 成 す る あ る 全 体 的 な イ メ ー ジと し て 浮 か び 上 が る 。 書 籍 と し て 独 立 し た 形 態 を も つ ヘ ッ セ ルや ベ ン ヤ ミ ン の テ ク ス ト も 、 も ち ろ ん ジ ャ ー ナ リ ズ ム の ス タ イル を 意 識 す る こ と な し に 成 り 立 つ と い う こ と は 考 え ら れ な い 。し か し 、 こ う い っ た 「 小 さ な 形 式 」
 

2 は 、 単 に （ ジ ャ ー ナ リ ズ

ム に よ っ て 要 求 さ れ る よ う な ） テ ク ス ト の 短 さ と い う 外 的 条 件に よ っ て 生 み 出 さ れ た も の と い う よ り は 、 む し ろ こ れ ら の テ クス ト の 内 的 な 、 よ り 根 本 的 な 特 徴 の 次 元 に 関 わ っ て い る よ う に思 わ れ る 。 そ れ は 、 些 細 な も の 、 取 る に 足 ら な い も の へ の ま な
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ざ
し
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
描
こ
う
と
し

て
い
る
「
遊
歩(Flanieren)

」
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
特
徴
で
も
あ
る
。

　

遊
歩
者
は
何
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

「
散
歩
」
と
題
さ
れ
た
ロ
ー
ト
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
こ
の
こ
と
が
き
わ
め
て

具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
端
的
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。

　

私
が
見
て
い
る
の
は
、
街
路
や
日
常
が
見
せ
る
顔
の
な
か
の
、
取

る
に
足
ら
な
い
よ
う
な
目
立
た
な
い
表
情
で
あ
る
。
首
を
下
に
傾

け
、
カ
ラ
ス
ム
ギ
が
い
っ
ぱ
い
に
詰
ま
っ
た
袋
を
覗
き
込
ん
で
い
る

一
頭
の
馬
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
馬
は
辻
馬
車
の
前
に
繋
ぎ
止
め
ら

れ
、
馬
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
馬
車
な
し
で
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と

い
う
こ
と
を
知
り
も
し
な
い
。
街
路
脇
に
い
る
ひ
と
り
の
子
供
が
そ
う

で
あ
る
。
そ
の
子
は
、
ひ
と
り
ご
と
を
つ
ぶ
や
い
て
遊
び
な
が
ら
、
大

人
た
ち
が
目
的
を
も
っ
て
歩
く
そ
の
雑
踏
の
混
乱
を
じ
っ
と
見
つ
め
て

い
る
。
そ
し
て
│
│
無
益
で
あ
る
こ
と
へ
の
衝
動
に
満
た
さ
れ
て
│
│

そ
こ
に
は
被
造
物
の
完
全
性
が
現
れ
て
い
る
の
だ
と
予
感
す
る
の
で
は

な
く
、
反
対
に
、
大
人
に
な
り
た
い
と
憧
れ
て
い
る
。[
…]

　

私
が
見
て
い
る
の
は
、
ク
ア
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ダ
ム
に
い
る
薄
っ
ぺ

ら
な
ブ
リ
キ
の
ラ
ッ
パ
を
持
っ
た
老
人
で
あ
る
。
そ
の
男
は
ひ
と
り

の
物
乞
い
な
の
だ
が
、
こ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
が
聞
こ
え
な
い
が

た
め
に
、
こ
の
男
の
醸
し
出
す
悲
壮
感
は
こ
の
ラ
ッ
パ
の
所
有
者
に

人
々
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
て
し
ま
う
。
時
折
、
こ
の
ラ
ッ
パ
、
つ
ま

り
白
い
ブ
リ
キ
で
で
き
た
小
さ
な
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
、
ク
ア
フ
ュ
ル

ス
テ
ン
ダ
ム
全
体
よ
り
も
も
っ
と
力
強
く
、
効
果
に
満
ち
て
い
る
と

き
も
あ
る
。
ま
た
、
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
で
一
匹
の
蠅
を
叩
こ
う
と
し
て

い
る
あ
る
ボ
ー
イ
の
手
の
動
き
は
、
こ
の
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
に
い
る
あ

ら
ゆ
る
客
の
運
命
を
ひ
っ
く
る
め
た
も
の
よ
り
も
、
も
っ
と
豊
か
な

内
容
に
満
ち
て
い
る
。
蠅
は
ま
ん
ま
と
逃
げ
お
お
せ
、
ボ
ー
イ
は
落

胆
す
る
。 

3

　
「
私
が
見
て
い
る
の
は
」、
ク
ア
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ダ
ム
あ
る
い
は
そ
の
他

の
街
路
に
い
る
馬
、
子
供
、
警
官
、
窓
枠
の
中
に
お
さ
ま
る
少
女
、
も

く
拾
い
を
す
る
男
、
シ
ガ
ー
を
く
わ
え
た
太
っ
た
紳
士
、
あ
る
い
は
リ
ト

フ
ァ
ス
広
告
塔
、
色
と
り
ど
り
の
ご
婦
人
た
ち
が
集
ま
る
カ
フ
ェ
テ
ラ

ス
、
白
い
服
に
身
を
包
ん
だ
ボ
ー
イ
、
青
い
服
の
守
衛
、
新
聞
売
り
、
ホ

テ
ル
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ボ
ー
イ
、
黒
人
等
々
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
細
か
く
、

物
乞
い
の
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
」
で
あ
り
、
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
に
い
る
ボ
ー
イ

の
「
手
の
動
き
」
や
、
物
乞
い
を
す
る
傷
痍
軍
人
が
た
ま
た
ま
座
っ
て
い

た
路
上
で
見
つ
け
た
ご
婦
人
用
の
「
爪
や
す
り
」、
ま
た
、
犬
が
追
い
か

け
て
い
た
が
、
今
は
動
い
て
い
な
い
「
子
供
用
の
ボ
ー
ル
」
で
あ
る
。
遊

歩
者
ロ
ー
ト
に
と
っ
て
は
、「
世
界
史
の
な
か
の
偉
大
な
悲
劇
」
な
ど
か

け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
逆
に
「
微
視
的
な
出
来
事
を
目
に
し
て
は
、
ど

ん
な
パ
ト
ス
も
空
滑
り
し
、
や
る
か
た
な
く
さ
め
て
し
ま
う
」。
4  

ロ
ー

ト
が
目
に
す
る
「
微
視
的
な
出
来
事
」
は
単
に
些
細
な
も
の
に
と
ど
ま
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
事
物
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
現
象
を
支

え
る
背
後
の
世
界
を
描
き
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ご
婦
人

の
落
と
し
た
爪
や
す
り
で
自
分
の
爪
を
研
ぎ
始
め
た
物
乞
い
の
傷
痍
軍

人
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
象
徴
的
に
何
千
も
の
社
会
的
階
層
を
一
気

に
飛
び
越
え
た
こ
と
に
な
る
」。

　

ロ
ー
ト
と
同
じ
よ
う
に
普
通
は
目
を
向
け
ら
れ
な
い
些
細
な
こ
と
が

ら
を
捉
え
る
遊
歩
者
の
視
線
を
も
ち
な
が
ら
も
、
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
は
も
う

少
し
概
念
的
な
区
分
に
よ
っ
て
都
市
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
二
種
類
の
都
市
像
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
意
識
的
に
形
成
さ
れ
た
都
市
像
で
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
は
あ
る
特
定
の
意
図
な
し
に
生
じ
る
都
市
像
で
あ

る
。
前
者
は
芸
術
的
な
意
思
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う

い
っ
た
意
思
は
さ
ま
ざ
ま
な
広
場
や
眺
望
、
一
群
の
建
築
物
や
遠
近

法
的
な
効
果
を
与
え
る
場
所
な
ど
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
場
所
は
、
ベ
ー
デ
カ
ー
旅
行
案
内
書
で
は
一
般
に
星
印
が
つ

い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
計
画

が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
く
で
き
あ
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
都
市
像
は
、
例
え
ば
パ
リ
広
場
﹇
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
門
前
﹈
や

コ
ン
コ
ル
ド
広
場
の
よ
う
に
、
あ
る
統
一
的
な
建
築
思
想
に
よ
っ
て

存
在
し
て
い
る
よ
う
な
構コ

ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン

成
体
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
説
明
を
必
要

と
し
な
い
偶
然
の
産
物
で
あ
る
。
建
物
の
石
の
塊
と
街
路
の
道
並
み

が
一
緒
に
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
方
向
の
関
心
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
な
場
所
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
あ

れ
、
そ
う
い
っ
た
都
市
像
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
像

自
体
が
何
ら
か
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た

く
な
か
っ
た
。
5

　
「
ベ
ル
リ
ン
の
風
景
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
の
エ
ッ
セ
イ

（
こ
れ
も
先
に
引
用
さ
れ
た
ロ
ー
ト
の
エ
ッ
セ
イ
と
同
じ
く
新
聞
に
寄
稿

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
で
は
、
こ
の
前
置
き
に
続
い
て
、
彼
が
自
宅
の
窓

か
ら
目
に
す
る
ベ
ル
リ
ン
の
街
並
み
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
カ
ウ

ア
ー
が
住
ん
で
い
た
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
ン
ブ
ル
ク
付
近
に
は
列
車
の
引
込

み
線
が
連
な
る
場
所
も
あ
る
。
そ
の
周
辺
の
街
並
み
は
決
し
て
「
芸
術
的

な
意
思
」
に
よ
る
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
作
為
に
発
展
し
て
で

き
た
よ
う
な
景
観
を
も
っ
て
い
る
。
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
そ
の

よ
う
な
ベ
ル
リ
ン
の
普
段
の
街
並
み
の
細
か
な
事
物
に
目
を
向
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
真
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。「
こ
う
い
っ
た

風
景
は
、
気
取
ら
な
い
ベ
ル
リ
ン
の
姿
で
あ
る
。
ひ
と
り
で
に
発
生
し
て

き
た
こ
の
風
景
の
う
ち
に
、
ベ
ル
リ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
要
素
、
苛
酷

さ
、
オ
ー
プ
ン
さ
、
雑
居
性
、
そ
し
て
輝
き
が
、
特
に
何
か
を
目
論
む
こ

と
な
く
現
れ
出
て
い
る
。
都
市
の
姿
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
夢
の
な

か
の
よ
う
に
軽
く
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
像

イ
メ
ー
ジを

解
読
す
る
こ
と
と
結
び
つ

い
て
い
る
。」
6  

夢
の
中
の
像
と
現
実
の
都
市
の
像
を
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え

よ
う
と
す
る
こ
の
語
り
口
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
る

か
の
よ
う
な
錯
覚
さ
え
一
瞬
生
じ
さ
せ
る
。
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
あ
る
い
は

ロ
ー
ト
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
な
歴
史
哲
学
を
背
後
に
擁
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
微
細
な
事
物
へ
の
視
線
に
よ
っ
て
い
わ
ば
都
市
を

解
体
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
来
の
都
市
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す

る
。
遊
歩
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
旅
行
ガ
イ
ド
的
な
視
点
に
対
し
て

意
図
的
に
距
離
を
と
る
姿
勢
は
、
こ
う
い
っ
た
遊
歩
者
の
都
市
へ
の
ま
な

ざ
し
の
表
面
的
な
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
新
た
な
都
市
像
の
構
成
要
素
と
し
て
描
か
れ
る
微

細
な
事
物
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
像
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、

遊
歩
者
の
ま
な
ざ
し
に
共
通
す
る
特
徴
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
「
遊
歩
者
の
回
帰
」
と
位
置
づ
け
た
ヘ
ッ
セ
ル
の
『
ベ
ル
リ
ン

散
歩
』
で
は
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
都
市
の
う
ち
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
構

成
要
素
は
、「
文
字
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。「
遊
歩
と
は
、
一
種
の
街
路

を
読
む
行
為
で
あ
る
。
街
を
こ
の
よ
う
に
読
む
と
き
、
人
々
の
顔
や
陳
列

品
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
、
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
、
鉄
道
、
自
動
車
、
樹
木
と

い
っ
た
も
の
は
、
等
し
く
権
利
を
も
っ
た
単
な
る
文
字
と
な
り
、
こ
れ
ら
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は
集
ま
っ
て
、
つ
ね
に
新
た
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
書
物
の
言
葉
、
文
、

ペ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
く
。」
7  

そ
れ
ら
の
構
成
要
素
自
体
が
と
り
あ

え
ず
ひ
と
つ
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
本
来

の
性
格
か
ら
し
て
、
│
│
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
に
沿
っ
て
述
べ
る
な
ら
ば

│
│
そ
の
「
文
字
」
は
表
音
的
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
な
く
、
表
意
的

な
性
格
を
持
つ
も
の
、
さ
ら
に
い
え
ば
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
性
格
を
も
つ
も

の
の
は
ず
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
都
市
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
現
実
の

都
市
の
中
で
断
片
・
破
片
と
し
て
存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
事
物
を
素
材

と
し
て
取
り
上
げ
つ
つ
も
、
そ
の
構
成
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
新
た
な

意
味
連
関
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「
現
実
」
の
も
の
と
し
て
生
き
て
い

る
こ
の
世
界
と
は
別
の
次
元
の
世
界
、
こ
の
現
象
の
世
界
を
根
底
で
支
え

て
い
る
あ
る
理
念
的
な
世
界
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
遊
歩
者
の
眼
に
、
都

市
は
そ
の
よ
う
に
し
て
「
二
重
の
層
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
映
る
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
遊
歩
と
は
、
い
わ
ば
地
下
の
都
市
へ
の
入
り
口
、「
た

だ
ひ
と
つ
の
敷
居
」、「
た
だ
ひ
と
つ
の
装
飾
タ
イ
ル
」
を
「
現
実
」
の
都

市
の
中
で
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
う
ひ
と

つ
の
世
界
を
読
み
解
く
行
為
で
あ
る
。 

8

　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ル
ッ
ト
マ
ン
監
督
に
よ
る
『
伯
林
│
│
大
都
会
交
響
楽
』

（
一
九
二
七
年
）
で
カ
メ
ラ
が
と
る
視
線
は
、
遊
歩
者
の
ま
な
ざ
し
と
い

う
言
葉
で
連
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
緩
慢
で
浸
透
す
る

よ
う
な
テ
ン
ポ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ル
ッ
ト
マ
ン
が
お
そ
ら
く
影
響
を

受
け
て
い
る
ジ
ガ
・
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
「
映キ

ノ
・
グ
ラ
ー
ス

画
眼
」
の
視
線
が
も
つ
よ
う
な
、

現
実
を
機
敏
に
そ
し
て
客
観
的
に
切
り
取
る
敏
捷
性
を
備
え
て
い
る
。
と

は
い
え
、
大
都
市
ベ
ル
リ
ン
の
ご
く
日
常
的
で
些
細
な
情
景
を
断
片
化
し

て
、
と
き
に
き
わ
め
て
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
編
集
に
よ
っ
て
構
成
し
て
ゆ
く
こ

の
映
画
の
特
質
は
、
ベ
ル
リ
ン
を
語
る
二
〇
年
代
の
文
学
テ
ク
ス
ト
が
も

つ
基
本
的
な
特
徴
と
多
く
の
部
分
で
呼
応
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
9 

　
『
一
方
通
行
路
』
で
は
、
各
断
片
の
見
出
し
と
し
て
登
場
す
る
「
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
」、「
朝
食
室
」
と
い
っ
た
街
路
の
形
象
た
ち
は
、
事
物
そ

の
も
の
と
し
て
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
失
い
、
本
来
は
隠
さ
れ
た
意
味
で

あ
る
は
ず
の
も
の
が
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
前
景
化
し
て
い
る
。『
一
方
通

行
路
』
を
通
る
読
者
が
体
験
す
る
表
象
は
、
記
号
と
し
て
の
ア
レ
ゴ
リ
ー

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
顕
在
化
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
意
味
の
集

合
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い

て
さ
え
か
な
り
極
端
な
例
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ル
ッ
ト
マ
ン
は
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
よ
う
に
都
市
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
に
と
ら
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

ル
ッ
ト
マ
ン
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
は
る
か
に
素
朴
で
あ
る
。
大
都
市
ベ
ル
リ

ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
層
の
多

彩
な
局
面
を
描
き
出
し
、
と
り
わ
け
通
常
は
特
に
注
意
を
払
う
こ
と
も
な

い
よ
う
な
対
象
へ
と
視
線
を
向
け
、
断
片
を
構
成
し
、
と
き
に
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
の
人
間
が
経
験
す
る
限
ら
れ
た
生
活

範
囲
を
越
え
た
ベ
ル
リ
ン
像
の
全
体
を
描
き
出
す
、
そ
れ
が
こ
こ
で
意
図

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る
の
は
ベ
ル
リ
ン
を
通

じ
て
捉
え
ら
れ
る
あ
る
何
も
の
か
と
い
う
よ
り
も
、
現
実
の
都
市
ベ
ル
リ

ン
そ
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
遊
歩
者
の
ま
な
ざ
し

の
み
が
捉
え
得
て
い
た
よ
う
な
真
の
ベ
ル
リ
ン
像
、
一
般
の
人
の
ま
な
ざ

し
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
「
異
郷
／
異
境
」
と
も
映
る
よ
う
な
ベ
ル
リ
ン
像

を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ル
ッ
ト
マ
ン
の
映

画
は
、
直
接
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
・
歴
史
哲
学
的
コ
ン
セ
プ

ト
に
つ
な
が
る
も
の
を
も
つ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
遊
歩

者
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
の
志
向
や
方
法
と
大
き
く
重
な
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り
合
っ
て
い
る
。

　

遊
歩
者
た
ち
の
文
学
テ
ク
ス
ト
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
学
テ
ク
ス
ト
と

の
親
近
性
を
も
つ
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ル
ッ
ト
マ
ン
の
映
画
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
都
市
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
と
関
連
づ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ

れ
ら
の
文
学
・
映
画
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
自
体
と
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
思

想
的
方
向
性
を
要
素
と
し
て
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
必
ず
し
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
技
術
的
複
製

可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
」
と
し
て
素
朴
な
期
待
を
抱
い
て
い
た
映
画

や
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
技
法
に
し
て
も
、
わ
れ

わ
れ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
理
論
的
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
実
際
の
製
作
者
は
必
ず
し
も
そ
の
よ

う
に
意
図
し
て
製
作
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
、
素
材
が
そ
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
現
実
の
志
向

そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
素
材
が
も
つ
潜
在
的
な
可

能
性
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、素
材
の
置
か
れ
る
も
と
も
と
の
連
関
は
、「
引
用
」

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
新
た
な
連
関
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
の
だ
か
ら
。 

10

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
映
画
に
お
け
る
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」 
11
の
概
念

は
、
批
評
の
領
域
に
お
け
る
「
引
用
」、
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
的
演
劇
に
お

け
る
「
中
断
」、「
新
聞
」
の
編
集
方
法
と
機
能
的
に
同
一
視
さ
れ
て
い

る
よ
う
に 

、
12 

も
と
も
と
あ
っ
た
連
関
を
断
ち
切
り
、
新
た
な
連
関
の

う
ち
に
対
象
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
次
元
に
お
い
て
新
し
い

像
を
獲
得
す
る
構
成
原
理
あ
る
い
は
思
考
の
原
理
と
い
う
性
格
を
強
く

持
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
思
想
的
原

理
は
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
明
確
に
示
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思

考
│
│
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
こ
の
現
象
の
世
界
の
中
で
断

片
と
し
て
存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
の
断
片

が
理
念
の
世
界
に
お
い
て
本
来
的
に
有
し
て
い
た
構
造
性
に
基
づ
い
て

再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
念
の
世
界
を
新
た
な
次
元
で
描
き
出

す
思
考
の
あ
り
方
│
│
が
、
三
〇
年
代
に
な
っ
て
顕
在
的
に
弁
証
法
的
唯

物
論
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
の
実
践
的
方
法
と
し
て
の
「
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
」
に
お
い
て
は
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
の
神
学
的
な
歴
史
哲

学
と
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
歴
史
哲
学
と
い
う
両
極
が
同
居
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
罪
の
連
関
に
と
ら
わ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
世

界
か
ら
「
根
源
」
の
世
界
へ
と
現
象
を
新
た
な
次
元
で
「
救
済
」
す
る
こ

と
と
、
資
本
主
義
の
呪
縛
圏
に
と
ら
わ
れ
た
世
界
を
弁
証
法
的
唯
物
論
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
社
会
・
文
化
・
芸
術
へ
と
「
救
済
」
す
る
こ
と
が
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。 

13

　

そ
れ
と
と
も
に
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的

思
考
の
目
指
し
て
い
る
も
の
が
、
何
を
お
い
て
も
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
で
あ
る
こ
と
を
も
ち
ろ
ん
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
が
こ
の
挑

戦
的
な
著
作
で
提
起
し
た
、
概
念
・
文
字
に
よ
っ
て
世
界
を
記
述
す
る
思

考
か
ら
、
画
像
的
断
片
の
再
構
成
に
よ
る
モ
ザ
イ
ク
像
と
い
う
思
考
へ
の

転
換
は
、『
一
方
通
行
路
』
で
は
│
│
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
を
は
る
か
に
先
取

り
し
て
│
│
書
物
世
界
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
終
焉
と
、
新
た
な
画
像
メ
デ
ィ

ア
の
拡
大
を
宣
言
す
る
言
葉
と
な
っ
て
さ
ら
に
押
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
14  

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（
編
集
）
を
本
質
的

な
技
術
的
特
質
と
す
る
映
画
は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
の
新
し
い
メ
デ
ィ

ア
で
あ
っ
た
。

　

映
画
理
論
史
に
お
け
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
／
編
集
の
概
念
を
、
連
続
的
で

均
質
な
現
実
・
物
語
の
自
然
な
叙
述
の
た
め
に
、
シ
ョ
ッ
ト
の
不
連
続
性

を
で
き
る
だ
け
隠
蔽
す
る
「
透
明
性
」
の
要
請
（
と
り
わ
け
ア
ン
ド
レ
・
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バ
ザ
ン
）
と
、
新
た
な
意
味
の
創
造
（
と
り
わ
け
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン

が
提
起
す
る
よ
う
な
弁
証
法
的
な
意
味
創
出
）
の
た
め
の
手
段
と
い
う
両

極
の
う
ち
に
と
ら
え
る
と
す
れ
ば 

、15 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
る
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
は
明
ら
か
に
後
者
の
側
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
後
者
の
極

そ
の
も
の
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
映
画
製
作

に
携
わ
る
わ
け
で
は
な
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
概
念
は
、
具
体

的
な
映
像
の
扱
い
に
言
及
し
て
い
る
場
合
で
も
、
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
の

コ
ン
セ
プ
ト
を
つ
ね
に
感
じ
さ
せ
る
。
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
画
『
世
界
の
六

番
目
の
州
』（
一
九
二
六
年
）
の
レ
ビ
ュ
ー
と
い
う
性
格
を
も
つ
『
ロ
シ

ア
映
画
芸
術
の
現
状
』（
一
九
二
七
年
）
で
は
、
全
体
と
し
て
こ
の
映
画

の
欠
点
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
冒
頭
の
編
集
に
つ
い
て

だ
け
は
肯
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
数
秒
の
断
片
的
シ
ョ
ッ
ト
で
、
作

業
場
の
映
像
（
回
転
に
合
わ
せ
て
動
く
ピ
ス
ト
ン
、
収
穫
す
る
苦ク

ー
リ
ー力

、
輸

送
作
業
）
と
資
本
階
級
の
享
楽
の
場
（
バ
ー
、
ラ
ウ
ン
ジ
、
ク
ラ
ブ
）
の

映
像
が
次
々
に
入
れ
替
わ
る
。
社
交
界
を
あ
つ
か
っ
た
近
年
の
映
画
か

ら
、
個
々
の
些
細
な
場
面
（
そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
、
愛
撫
す
る
手
や
ダ
ン

ス
を
し
て
い
る
脚
の
細
部
、
ヘ
ア
・
ス
タ
イ
ル
や
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
つ
け
た

首
も
と
に
す
ぎ
な
い
）
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
が
絶
え
ず
汗
水
垂
ら
し
て

働
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
映
像
の
あ
い
だ
に
入
り
込
む
よ
う
に
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

16 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
そ
こ
に
期
待
し
て
い

た
の
は
、
細
断
さ
れ
た
世
界
の
断
片
像
の
衝
突
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
世

界
の
新
し
い
表
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
映
像
表
現

が
続
い
て
い
か
な
い
こ
と
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
の

だ
が
、
仮
に
ヴ
ェ
ル
ト
フ
が
こ
の
映
画
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
期
待
に
沿
う
よ

う
な
映
像
を
提
示
し
た
と
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
画
の
う
ち
に
見
て
取
る
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
も
ち
ろ
ん

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

ル
ッ
ト
マ
ン
の
『
伯
林
│
│
大
都
会
交
響
楽
』
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
コ
ン
セ

プ
ト
を
重
ね
て
み
よ
う
。

　

ル
ッ
ト
マ
ン
の
『
伯
林
│
│
大
都
会
交
響
楽
』
は
、
素
材
的
に
は
先
に

あ
げ
た
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
画
と
同
じ
よ
う
な
情
景
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ

の
よ
う
な
政
治
的
方
向
性
を
明
確
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
17  

し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
の
政
治
的
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
映
画
（
と
り
わ
け
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
）
の
本
質
的
な

特
性
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
の
い
く
つ
か
は
、
あ
た
か
も
ル
ッ
ト
マ

ン
の
映
画
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
さ
え
見
え

る
。「
映
画
は
、
周
囲
の
世
界
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
し
、
私
た
ち
に
な
じ
み
の
小
道
具
の
隠
れ
た
細
部
を
強
調
し
、
レ

ン
ズ
の
独
創
的
な
使
用
に
よ
っ
て
卑
近
な
生
活
環
境
を
徹
底
的
に
調
査

し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
一
面
で
は
私
た
ち
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
も
ろ

も
ろ
の
必
然
性
を
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
さ
せ
て
く
れ
、
他
の
面
で
は
広
大

な
規
模
の
、
こ
れ
ま
で
予
想
も
し
な
か
っ
た
自
由
な
活
動
の
空
間
を
私
た

ち
に
約
束
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
酒
場
や
大

都
市
の
街
路
、
オ
フ
ィ
ス
や
家
具
つ
き
の
部
屋
、
駅
や
工
場
は
、
私
た
ち

を
絶
望
的
に
閉
じ
込
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
こ
に
映
画
が
や
っ

て
き
て
、
こ
の
牢
獄
の
世
界
を
十
分
の
一
秒
の
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
爆
破
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
私
た
ち
は
い
ま
や
、
そ
の
遠
く
ま
で
飛
び
散
っ

た
瓦
礫
の
あ
い
だ
で
、
悠
々
と
冒
険
旅
行
を
行
う
の
で
あ
る
。」 

18 

こ
こ

で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
指
摘
は
、
映
画
に
お
け
る
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
ス

ロ
ー
・
モ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
あ
り
方
が
深
化

し
、
精
神
分
析
に
比
さ
れ
る
よ
う
な
「
視
覚
に
お
け
る
無
意
識
」
を
認
識

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
│
│
映
画
の
技
術
的
指
摘
と
し
て
は
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一
般
的
な 

19
│
│
文
脈
に
お
い
て
と
り
あ
え
ず
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
ま
さ
に
ル
ッ
ト
マ
ン
の
映
画
（
あ
る
い
は
、
そ
の
二
年
後
に

製
作
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
『
カ
メ
ラ
を
も
っ
た
男
』）
の
い
く
つ
か
の

シ
ョ
ッ
ト
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
こ
で
の
表
現
に
は
、
き

わ
め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
思
考
の
あ
り
方
が
随
所
に
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
じ
み
の
事
物
の
細
部
に
ま
で
ま
な
ざ
し
を
向

け
る
場
合
に
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
ら
の
事
物
を
、「
私
た
ち
を
絶
望

的
に
閉
じ
込
め
て
い
る
よ
う
」
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
複
製
技
術
論
の

も
つ
弁
証
法
的
唯
物
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
さ

し
あ
た
り
資
本
主
義
の
下
で
搾
取
さ
れ
て
い
る
人
間
の
視
点
か
ら
語
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
資
本
家
に
対
し
て
も

同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
神

学
的
な
歴
史
哲
学
に
と
っ
て
、
資
本
主
義
の
社
会
は
そ
れ
自
体
が
罪
の
圏

域
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
の
世
界
（
あ
る
い
は
「
根
源
」
の
世
界
）
か
ら
離

反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
の
流
れ
の
中
で
事
物
が
滅
び
る
「
歴
史
」
の

世
界
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
「
救
済
」
を
待
ち
望
む
世
界
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
罪
の
圏
域
な
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
そ
の
意
味
で
の
「
牢
獄
の
世
界
」
か
ら
の
開
放
を
も
た
ら
す
の

が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
は
、
映
画
に
お
け
る
「
十
分
の
一
秒
の
ダ
イ

ナ
マ
イ
ト
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
言
葉
が
意
味
す
る
高
速
度
撮
影
に
よ

る
ス
ロ
ー
・
モ
ー
シ
ョ
ン
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
歴
史
哲
学
的
思
考
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
折
に
触
れ
て
言
及
す
る
低
速
度
撮
影
に

よ
る
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
性
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
時
間
の
流
れ
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
映
画
は
事
物
の
認
識
を
破
壊
す
る
。
こ
の
こ
と
は
「
高
速
度
撮

影
」
を
表
す
ド
イ
ツ
語Zeitlupe

（
時
間
の
ル
ー
ペ
）
の
表
現
が
端
的
に

示
す
よ
う
に
、
ま
さ
に
時
間
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
常
の
感
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
え
な
い
細
部
を
認
識
す
る
と
い
う
、
メ
デ
ィ
ア
論
的

な
意
味
で
の
知
覚
の
転
換
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ひ
と
ま
ず
語
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
特
有
の
「
時
間
性
の
空
間
化
」
20 

の
思
考
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

と
っ
て
、
罪
の
圏
域
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
「
歴
史
」
の
世
界
か
ら
の
救

済
の
可
能
性
は
、と
り
わ
け
「
廃
墟
」
と
い
う
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
が
は
っ

き
り
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
滅
び
」
と
い
う
時
間
的
経
過
を
内
包
す

る
空
間
的
形
象
と
し
て
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
に
胚
胎
さ
れ
て
い
る
。
ア

レ
ゴ
リ
ー
は
こ
の
歴
史
・
現
象
の
世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
と
し

て
、
通
常
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
存
在
し
つ
つ
も
、
歴
史
が
自
然
と
い

う
空
間
性
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
た
「
自
然
史(N

aturgeschichte)

」、

つ
ま
り
、
い
わ
ば
時
間
が
凝
固
し
て
空
間
的
存
在
と
な
っ
た
様
態
を
と
っ

て
い
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
低
速
度
撮
影
は
、「
廃
墟
」
の
う

ち
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な
極
め
て
長
い
ス
パ
ン
の
時
間
を
一
挙
に
凝
縮

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
極
的
に
は
時
間
性
が
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
。
ま
た
、
高
速
度
撮
影
に
よ
る
ス
ロ
ー
・
モ
ー
シ
ョ

ン
も
、
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
時
間
の
操
作
を
行
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

究
極
的
に
は
事
物
の
停
止
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
あ
る

い
は
、「
十
分
の
一
秒
の
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
と
フ
ィ

ル
ム
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
秒

十
六
コ
マ
で
撮
影
さ
れ
た
当
時
の
映
画
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
レ
ー

ム
の
な
か
で
十
六
分
の
一
秒
の
世
界
と
な
っ
て
停
止
し
て
い
る
像
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。「
酒
場
や
大
都
市
の
街
路
、
オ
フ
ィ
ス
や
家
具
つ
き
の
部

屋
、
駅
や
工
場
」
と
い
っ
た
、
都
市
の
中
で
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
存
在
す
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る
形
象
た
ち
は
、
時
間
が
凝
固
し
た
映
像
と
な
っ
て
歴
史
の
流
れ
か
ら
破

砕
さ
れ
、「
瓦
礫
」（
き
わ
め
て
歴
史
哲
学
な
コ
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
う
）

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
構
成
の
う
ち
に
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
技

術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
」
と
し
て
の
「
映
画
」
を
、

十
九
世
紀
的
な
美
学
の
観
念
を
代
表
す
る
「
絵
画
」
と
対
置
し
て
論
じ
る

文
脈
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
画
家
と
カ
メ
ラ
マ
ン
の
作

り
出
す
像
を
対
比
し
て
い
る
。「
画
家
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
全
体
的
な
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
カ
メ
ラ
マ
ン
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
は
ば
ら
ば
ら
に
寸

断
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
部
分
は
、
の
ち
に
あ
る
新
し
い
法
則
に

し
た
が
っ
て
集
め
ら
れ
る
。」 
21 
こ
の
言
葉
は
単
に
、
断
片
的
映
像
の
編

集
と
い
う
今
か
ら
見
れ
ば
自
明
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
映
画
の
技
術
的

特
質
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
映
画
の
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
に
お
い
て
技
術
的
な
可
能
性
を
与
え
ら
れ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
的
思
考
の
あ
り
か
た
を
言
い
表
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
と
り
わ
け
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ル
ッ
ト
マ
ン
の
『
伯
林
│
│
大
都
会
交
響
楽
』
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
を
読
み
込
ん
で
き
た
が
、
こ
う
い
っ
た
可
能
性

は
さ
ら
に
、
こ
の
映
画
が
も
つ
非
物
語
的
特
質
に
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る

よ
う
に 

思
わ
れ
る
。『
伯
林
│
│
大 

都
会
交
響
楽
』
は
実
験
的
な
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
物
語
的
な
映
画
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
街
の
目
覚
め
（
早
朝
５
時
）
か
ら
都
会
の
夜

ま
で
の
ベ
ル
リ
ン
の
一
日
を
時
間
軸
に
沿
っ
た
五
部
構
成
で
描
く
と
い

う
あ
る
種
物
語
的
な
要
素
も
枠
組
み
と
し
て
残
し
て
い
る
。（
こ
う
い
っ

た
伝
統
的
な
枠
組
み
は
、
例
え
ば
『
コ
ヤ
ニ
ス
カ
ッ
ツ
ィ
』、『
ポ
ワ
カ
ッ

ツ
ィ
』、『
ナ
コ
イ
カ
ッ
ツ
ィ
』
の
断
片
化
さ
れ
た
映
像
と
音
の
連
鎖
が
生

み
出
す
イ
メ
ー
ジ
と
比
較
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
よ
り
は
っ
き
り
と
す
る

だ
ろ
う
。）
さ
ら
に
は
、
導
入
部
分
で
の
ベ
ル
リ
ン
へ
の
「
列
車
の
到
着
」

が
、
そ
の
運モ

ー
シ
ョ
ン動

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
物
語
を
準
備
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
も
あ
る
。 
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し
か
し
、物
語
的
要
素
を
も
含
む
こ
の
導
入
部
に

は
ひ
と
つ
の
非
物
語
的
な
仕
掛
け
が
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
に

続
く
こ
の
映
画
の
冒
頭
の
映
像
は
漣
を
立
て
る
水
面
だ
が
、
そ
れ
に
引
き

続
き
、
比
較
的
シ
ン
プ
ル
な
線
や
図
形
に
よ
る
幾
何
学
的
な
映
像
が
現
れ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
太
さ
で
水
平
方
向
に
横
切
る
い
く
つ
も
の
線
が
上
か
ら

下
へ
と
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か
し
い
く
ぶ
ん
神
経
質
な
振
動
を
伴
い
つ
つ
移

動
し
（
冒
頭
の
波
の
速
さ
に
対
応
し
て
い
る
）、
と
き
お
り
円
や
四
角
形

が
画
面
を
流
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
互
い
に
反
対
方
向
に
回
転
す
る
二
つ

の
棒
が
現
れ
た
と
こ
ろ
で
、
マ
ッ
チ
・
カ
ッ
ト
的
に
踏
み
切
り
の
遮
断
機

の
実
写
映
像
へ
と
受
け
渡
さ
れ
る
。
観
客
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で

の
幾
何
学
的
映
像
を
現
実
の
映
像
と
重
ね
合
わ
せ
て
受
け
取
る
水
路
を

準
備
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
目
に
す
る
何
本
も
の
送
電
線
や
、

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
車
輪
、
後
ろ
に
流
れ
て
ゆ
く
建
物
な
ど
の
小

刻
み
な
テ
ン
ポ
で
組
み
込
ま
れ
た
断
片
的
な
シ
ョ
ッ
ト
が
、
先
の
幾
何
学

的
な
線
や
図
形
と
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
（
場
合
に
よ
っ
て
は
無
意
識
の
う
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ち
に
）
響
き
あ
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
導
入
部
は
、
も

と
も
と
画
家
と
し
て
の

修
行
を
積
み
、
ク
レ
ー

や
フ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
と

も
交
友
の
あ
っ
た
ル
ッ

ト
マ
ン
が
、『
光
の
戯
れ 

作
品
１
』（
一
九
二
一
年
）

な
ど
初
期
の
実
験
的
な
抽
象
映
画
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
動
き
の
あ
る

絵
」
を
現
実
の
世
界
に
お
け
る
形
象
に
求
め
て
い
っ
た
、
そ
の
橋
渡
し
の

過
程
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う

に
み
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

強
調
さ
れ
る
街
の
中
の
建
物
や
事
物
の
幾
何
学
的
な
ラ
イ
ン
、
工
場
が
稼

動
し
始
め
た
と
き
の
機
械
の
リ
ズ
ミ
ッ
ク
で
幾
何
学
的
な
動
き
も
、
あ
る

抽
象
的
で
本
質
的
な
運
動
や
構
造
性
の
視
覚
的
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ

と
も
可
能
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ

と
意
味
の
重
層
性
は
、
都
市
の
細
部
を
断
片
の
う
ち
に
描
き
出
す
『
伯
林

│
│
大
都
会
交
響
楽
』
の
よ
う
な
非
物
語
的
映
画
に
お
い
て
も
っ
と
も
効

果
的
な
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
う
る
。 
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仕
事
場
に
向
か
う
労
働
者
の
群
集
、

街
路
で
列
を
な
す
牛
の
群
れ
、
同
じ
く
街
路
を
行
進
す
る
軍
人
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
食
事
を
す
る
人
々
や
動
物

た
ち
の
さ
ま
が
並
列
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
素
朴
な
重
層
性
も
た
し

か
に
こ
の
映
画
の
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
を
支
え
て
い
る
。
し

か
し
、
個
々
の
断
片
に
お
け
る
意
味
・
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
性
だ
け
が
問
題

と
な
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
断
片
の
構
成
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
重
層
性
こ
そ
が
、
作
品
の
も
つ
力
を
規
定
す
る
。
遊
歩
者
の
ま
な

ざ
し
に
と
っ
て
都
市
と
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
断
片
を
構
成
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
異
郷
／
異
境
を
現
出
さ
せ
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

２　
ベ
ル
リ
ン
・
天
使
の
詩

　
『
ベ
ル
リ
ン
・
天
使
の
詩
』（
一
九
八
七
年
）
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
語

る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
ど
こ
に
重
点
を
置
く
か
に
も
よ
る

が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
│
│
二
人

の
天
使
が
東
西
に
分
断
さ
れ
た
都
市
ベ
ル
リ
ン
で
、
世
界
に
対
し
て
働
き

か
け
る
力
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
ま
ま
人
間
と
世
界
を
観
察
し
、
記
録
し

て
い
る
。
彼
ら
の
う
ち
一
人
、
ダ
ミ
エ
ル
は
、
天
使
と
し
て
永
遠
の
う
ち

に
漂
う
の
で
は
な
く
、
人
間
の
世
界
の
時
間
の
流
れ
の
中
で
身
体
的
な

感
覚
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
へ
の
憧
れ
を
語
る
。
あ
る
と

き
、
ダ
ミ
エ
ル
は
サ
ー
カ
ス
小
屋
で
目
に
し
た
曲
芸
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
女

性
マ
リ
オ
ン
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
人
間
と
な
っ
て
五
感
で
世
界
を
感
じ
る

こ
と
に
ま
す
ま
す
強
い
憧
れ
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
実
は
か
つ
て

天
使
だ
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ォ
ー
ク
も
、
ダ
ミ
エ
ル
に
人
間
と
な
っ
て
世

界
を
感
じ
る
す
ば
ら
し
さ
を
話
す
。
ダ
ミ
エ
ル
は
も
う
一
人
の
天
使
カ
シ

エ
ル
に
そ
の
憧
れ
を
語
る
が
、
そ
の
会
話
の
さ
な
か
、
カ
シ
エ
ル
の
前
か

ら
忽
然
と
姿
を
消
し
た
ダ
ミ
エ
ル
は
、
気
が
つ
く
と
も
は
や
天
使
で
は
な

く
、
人
間
と
し
て
人
間
の
世
界
の
う
ち
に
い
る
。
ダ
ミ
エ
ル
は
マ
リ
オ
ン

を
探
し
て
ベ
ル
リ
ン
の
街
を
歩
く
が
、
サ
ー
カ
ス
は
す
で
に
撤
収
し
、
彼

女
の
姿
も
な
い
。
し
か
し
、
ダ
ミ
エ
ル
は
な
ん
と
か
マ
リ
オ
ン
を
探
し
当

て
、
二
人
は
結
ば
れ
る
。

　

映
画
全
体
の
う
ち
、
こ
う
い
っ
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
に
直
接
組
み
込
ま
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れ
る
部
分
は
、
時
間
的
に
お
そ
ら
く
半
分
に
も
満
た
な
い
。
私
が
試
み
た

こ
の
「
あ
ら
す
じ
」
で
は
、
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
に
な
る
ま
で
の
、
天
使
の

ま
な
ざ
し
で
世
界
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
白
黒
の
部
分
（
時
間
的
に
は
全

体
の
約
三
分
の
二
に
あ
た
る
）
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
実
際
に
映
画
を
見
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
「
物
語
」
が
動
き
始
め

る
の
は
、
む
し
ろ
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
と
な
り
、
映
像
が
カ
ラ
ー
と
な
っ
た

部
分
で
あ
る
。
右
の
あ
ら
す
じ
で
、
む
し
ろ
映
画
の
前
半
部
分
の
分
量
が

多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
天
使
の
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
の
マ
リ
オ
ン
に

恋
を
し
、
人
間
と
な
っ
て
結
ば
れ
る
と
い
う
「
物
語
」
の
軸
に
組
み
込
む

よ
う
に
前
半
部
分
に
対
し
て
説
明
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
て
、
後
半
部
分

が
そ
う
し
た
説
明
を
必
要
と
し
な
い
の
は
、
そ
の
部
分
が
物
語
的
だ
か
ら

こ
そ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
映
画
の
と
く
に
前
半
で
は
、
こ
う
い
っ

た
物
語
の
軸
に
直
接
的
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
に
流
れ

を
与
え
る
の
で
は
な
い
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
、
実
際
に
は
大
部
分
を
占
め
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
間
接
的
な
か
た
ち
で
あ
れ
「
物
語
」

の
う
ち
に
統
合
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
と
な
る
終
わ

り
の
三
分
の
一
の
部
分
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
可

能
に
な
る
。 
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監
督
の
ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
は
、
前
半
部
分
に
と
く
に
関
わ
る

設
定
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
の
「
前
史
／
先
立
つ
物
語(Vorgeschichte)
」

を
与
え
て
い
る
。「
神
が
、
限
り
な
い
失
望
の
ゆ
え
永
久
に
地
球
を
見
捨

て
、
人
間
を
運
命
の
手
に
委
ね
る
準
備
を
始
め
た
と
き
、
天
使
た
ち
の

一
部
が
神
に
反
抗
し
て
人
間
た
ち
の
弁
護
を
し
た
。
彼
ら
は
、
人
間
た
ち

に
も
う
一
度
だ
け
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
べ
き
だ
と
申
し
立
て
た
の
で
あ

る
。
／
神
は
彼
ら
の
反
論
に
怒
っ
て
、
彼
ら
を
当
時
世
界
で
も
っ
と
も
恐

ろ
し
い
土
地
に
追
放
し
た
。
即
ち
ベ
ル
リ
ン
に
。
そ
し
て
神
は
立
ち
去
っ

て
い
っ
た
。
／
こ
れ
は
す
べ
て
、
今
日
で
は
「
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
時
期
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、「
第
二

の
天
使
墜
落
」
の
堕
天
使
た
ち
は
こ
の
都
市
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
永

久
に
。
救
済
や
天
へ
の
帰
還
の
希
望
も
な
く
。
彼
ら
天
使
た
ち
は
、
証
人

で
あ
り
続
け
る
と
い
う
呪
い
を
受
け
て
い
る
の
だ
。
永
遠
に
傍
観
者
以
外

の
何
も
の
で
も
あ
り
得
ず
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
人
間
に
作
用
し
た
り
歴

史
の
経
過
に
介
入
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
粒
の
砂
で
す
ら
動

か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
…
」 
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こ
う
い
っ
た
説
明
に
よ
っ
て
、
物
語

が
停
滞
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
前
半
部
分
も
ひ
と
つ
の
物
語
の

う
ち
に
組
み
込
ま
れ
、
理
解
し
や
す
い
も
の
と
は
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
映
画
に
特
別
の
力
を
与
え
て
い
る
の
は
│
│
ス
ト
ー
リ
ー
の
流

れ
を
構
成
原
理
と
す
る
『
シ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
』（『
ベ
ル
リ

ン
・
天
使
の
詩
』
の
「
リ
メ
イ
ク
」
と
さ
れ
る
）
と
は
対
照
的
に
│
│
モ

ノ
ク
ロ
で
撮
影
さ
れ
た
こ
の
映
画
の
前
半
部
分
に
お
い
て
ま
さ
に
物
語

が
停
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
映
画
の
後
半
、
カ
ラ
ー
に

な
っ
た
部
分
で
物
語
が
動
き
始
め
る
の
は
、
単
に
脚
本
上
の
問
題
で
は
な

く
（
と
い
っ
て
も
、
撮
影
に
際
し
て
脚
本
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ

が
）、
む
し
ろ
こ
の
映
画
の
最
も
本
質
的
な
こ
と
が
ら
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　
『
ベ
ル
リ
ン
・
天
使
の
詩
』
に
お
い
て
、
た
と
え
同
じ
ベ
ル
リ
ン
と
い

う
街
が
映
し
出
さ
れ
る
に
せ
よ
、
天
使
と
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
世
界
の

う
ち
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
映
画
の
物
語
を
構
成
す
る

前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
空
間
的
、
時
間
的
に
遍
在
し
浮
遊
す
る

特
有
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
モ
ノ
ク
ロ
の
映
像
で
表
現
さ
れ
る
天
使

の
世
界
が
と
き
お
り
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
感
覚
に
刺
激
を
与
え
る
も
の

の
、
大
半
の
シ
ョ
ッ
ト
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
き
て
い
る
時
間
の
流
れ
と

と
も
に
世
界
を
捉
え
て
い
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
つ
の
世
界
が
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い
か
に
根
本
的
に
異
な
る
世
界
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
意
識

し
な
い
。
映
画
の
中
で
は
、
天
使
は
時
間
の
流

れ
と
と
も
に
あ
る
「
現
実
」
の
ベ
ル
リ
ン
の
う

ち
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
ざ
る

を
得
な
い
。
い
や
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
認

識
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
世
界
の
側
か
ら
天

使
の
存
在
を
考
え
る
場
合
に
お
い
て
問
題
に
な

る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天

使
に
と
っ
て
人
間
の
世
界
に
お
け
る
よ
う
な
時
間
は
存
在
し
な
い
。
Ｂ

Ｍ
Ｗ
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
で
お
互
い
に
「
報
告
」
を
す
る
冒
頭
近
く
の
シ
ー

ン
で
、
ダ
ミ
エ
ル
は
自
分
の
「
報
告
」
を
途
中
で
や
め
、
霊
的
な
存
在
と

し
て
生
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
人
間
の
世
界
の
中

で
生
き
る
こ
と
へ
の
憧
れ
を
語
り
始
め
る
。「
一
歩
あ
る
く
た
び
に
、
あ

る
い
は
風
が
一
吹
き
す
る
た
び
に
〈
今
だ
！
〉
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
い
、

そ
し
て
、
い
つ
も
〈
昔
か
ら
ず
っ
と
〉
と
か
〈
永
遠
に
〉
と
い
う
の
で
は

な
く
、〈
今
だ
、
今
だ
！
〉」
と
い
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
。」
26  
「
永
遠
」

と
は
悠
久
の
時
間
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
間
の
流
れ
が
存

在
し
な
い
世
界
で
あ
る
。
天
使
た
ち
は
、
人
間
の
〈
歴
史
〉
の
世
界
に
ま

な
ざ
し
を
向
け
る
と
し
て
も
、
本
質
的
に
非
時
間
的
・
非
歴
史
的
な
存
在

で
あ
る
。
ダ
ミ
エ
ル
と
カ
シ
エ
ル
の
「
報
告
」
の
な
か
で
語
ら
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
ら
（
そ
の
な
か
に
は
冒
頭
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
ダ
ミ
エ
ル

の
ま
な
ざ
し
が
捉
え
る
出
来
事
も
あ
る
）
は
、
空
間
的
に
は
確
か
に
「
ベ

ル
リ
ン
」
と
い
う
記
憶
の
場
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
時
間
的
に
も
因
果
的
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
の
あ
い
だ
に
は
何

の
結
び
つ
き
も
な
い
。 

非
歴
史
的
な
世
界
の
う
ち
に
あ
る
彼
ら
天
使
の
語

る
報
告
が
、
物
語
／
歴
史
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
天
使
の
世
界
を
描
く
モ
ノ
ク
ロ
の
映
像
部
分
の
全
般
に
関
し
て
、
基

本
的
に
あ
て
は
ま
る
。

　

歴
史
の
始
原
か
ら
人
間
の
誕
生
、
そ
し
て
「
も
う
ひ
と
つ
別
の
歴
史
」

で
あ
る
「
戦
争
の
歴
史
」
の
始
ま
り
に
つ
い
て
語
る
27 

ダ
ミ
エ
ル
と
カ
シ

エ
ル
の
遍
在
的
な
ま
な
ざ
し
に
と
っ
て
、
人
間
の
「
歴
史
」
に
お
け
る
出

来
事
は
、
い
わ
ば
天
使
の
記
憶
の
う
ち
に
書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
映
画
で
は
、
そ
れ
ら
の
記
憶
の
断
片
が
い
わ
ば
天
使
の
イ
メ
ー
ジ
を

通
じ
て
映
像
の
中
で
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
撮
影
所
に
向
か
う

車
の
外
の
景
色
は
一
九
四
五
年
の
ベ
ル
リ
ン
に
す
り
か
わ
り
、
凱
旋
記
念

塔
の
上
の
天
使
像
か
ら
飛
び
降
り
る
カ
シ
エ
ル
の
記
憶
に
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
の
断
片
が
次
々
と
重
ね
ら
れ
て
ゆ

く
。
戦
後
四
〇
年
を
経
て
も
な
お
、
分
断
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
の
い
た
る
と

こ
ろ
で
、
記
憶
の
中
に
書
き
と
め
ら
れ
た
異
界
へ
の
入
口
が
口
を
開
け
、

そ
れ
ら
の
像
が
別
の
ベ
ル
リ
ン
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　

ホ
メ
ロ
ス
が
映
画
の
な
か
で
現
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
も
う
ひ
と
つ
の

ベ
ル
リ
ン
が
語
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
は
天
使
と
は
異
な
り
、

あ
く
ま
で
も
「
人
間
」
と
し
て
（
と
い
っ
て
も
、

ほ
と
ん
ど
不
死
の
命
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
）
悠
久
の
歴
史
を
体
験
し
、
そ
し
て
、

そ
の
物
語
を
語
り
伝
え
て
き
た
。
ホ
メ
ロ
ス
は

人
類
の
幼
年
時
代
の
歴
史
を
物
語
り
、
か
つ
て

は
そ
の
記
憶
の
伝
達
と
し
て
の
物
語
を
子
供
た

ち
が
車
座
に
な
っ
て
聞
い
て
い
た
。
こ
の
映
画

は
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の

子
供
時
代
を
一
方
の
極
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。 

天



62

使
の
本
来
の
姿
と
も
結
び
つ
く
こ
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
状
況
は
、
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
に
と
っ
て
美
し
い

言
葉
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
28 

映

画
の
な
か
の
決
定
的
な
場
面
で
固
定
楽
想
の
よ

う
に
現
れ
る
子
供
時
代
の
詩
と
な
ら
ん
で
、
交

通
事
故
で
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
男
が
こ
の
世
界

の
美
し
い
記
憶
、
大
切
な
記
憶
に
よ
っ
て
根
源

へ
と
導
か
れ
る
、
こ
の
映
画
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
美
し
い
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
詩
の
言
葉
に

よ
っ
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

歴
史
／
物
語
を
物
語
る(erzählen)

こ
と
は
、
そ
の
原
初
的
な
あ
り

方
に
お
い
て
、
本
来
子
供
時
代
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
も
は
や

「
語
り
」
に
誰
も
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、「
書
物
」
と
孤
独
に
向
き
合
う

現
代
の
図
書
館
で
、
ホ
メ
ロ
ス
は
記
憶
の
新
た
な
伝
達
形
式
を
手
に
し
な

が
ら
、
戦
争
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
（
カ
シ
エ

ル
と
と
も
に
）
現
在
と
重
ね
合
わ
せ
る
。「
し
か
し
、
平
和
の
叙
事
詩
を

う
ま
く
歌
え
た
も
の
は
ま
だ
だ
れ
も
い
な
い
。
人
々
が
ず
っ
と
平
和
は
本

当
に
い
い
も
の
だ
と
思

う
の
で
な
く
、
平
和
の

物
語
を
語
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
無
理
だ
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
平
和
な

ど
い
っ
た
い
何
に
な
る

と
い
う
の
だ
。
も
う
私

も
あ
き
ら
め
る
べ
き
な

の
か
？　

私
が
あ
き
ら

め
て
し
ま
え
ば
、
人
類
は
語
り
手
を
失
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
人
類
が
い
っ
た
ん
語
り

手
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
子
供
時
代
を
も
失
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」
29

　

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
子
供
時
代
を
一
方
の

極
と
す
る
な
ら
ば
、
も
う
一
方
の
極
を
な
し
て

い
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ

ス
の
歩
く
、
い
ま
だ
に
実
際
に
「
廃
墟
」
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
ベ
ル
リ
ン
│
│
と
く
に
ポ
ツ
ダ
ム

広
場
│
│
は
、
殺
害
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
現
れ
る
戦

争
の
記
憶
へ
の
入
口
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と

同
時
に
、
こ
の
都
市
は
子
供
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
も
十
分
に
残
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
映
画
の
前
半
部
分
は
つ
ま
り
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
現
代

の
ベ
ル
リ
ン
を
描
き
つ
つ
、
天
使
の
記
憶
の
中
で
ベ
ル
リ
ン
の
都
市
像
が

重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
抱
い
て
い
る
、
子
供
時
代
と
戦
争
の
記
憶
と
い
う

両
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
い
わ
ば
天
使
が
集
め
た
、
い
ま
だ
物
語
と
は
な
り
え
な
い
歴
史
の

断
片
で
あ
る
。

　

ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
世
界
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
降
り
立
っ
た
と
き
、

こ
こ
で
は
じ
め
て
本
来
の
意
味
で
の
物
語
が
始
ま
る
。
こ
こ
か
ら
の
後
半

部
分
（
時
間
的
に
は
全
体
の
三
分
の
一
）
は
、
ダ
ミ
エ
ル
と
マ
リ
オ
ン
が

人
間
の
世
界
の
な
か
で
出
会
う
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
明
ら
か

に
単
な
る
恋
愛
の
物
語
で
は
な
い
。
ニ
ッ
ク
・
ケ
イ
ヴ
の
コ
ン
サ
ー
ト
会

場
か
ら
出
て
先
に
バ
ー
に
腰
掛
け
て
い
た
ダ
ミ
エ
ル
に
、
マ
リ
オ
ン
は
一

人
で
語
り
続
け
る
。
こ
れ
ま
で
偶
然
の
な
か
で
生
き
て
き
た
か
も
し
れ
な

い
彼
女
が
、
こ
こ
で
新
し
い
始
ま
り
へ
と
「
決
断
」
す
る
。「
今
日
は
新
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月
だ
と
思
う
。
こ
の
日
ほ
ど
静
か
な
夜
は
な
い
。

街
中
で
血
が
流
れ
な
く
な
る
夜
よ
。」
30  

新
月
の

夜
は
、
生
命
の
リ
ズ
ム
を
支
配
す
る
月
が
新
た

に
そ
の
運
動
を
開
始
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
、
根

源
の
律
動
が
開
始
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
で
あ

る
。「
偶
然
は
も
う
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
。
決

断
の
新
月
！　

運
命
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い

け
れ
ど
、
決
断
は
あ
る
わ
。
決
断
し
て
。
私
た

ち
が
い
ま
や
時
と
な
る
の
よ
。」
31  

ダ
ミ
エ
ル
と

マ
リ
オ
ン
自
身
が
、
決
断
に
よ
っ
て
「
時
」
の
動
き
を
作
り
出
し
、
ひ
と

つ
の
物
語
／
歴
史
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
一
人
の
男
と
一
人
の
女
の
物
語

で
は
な
く
、
全
人
類
の
歴
史
を
体
現
す
る
物
語
で
あ
る
。「
私
た
ち
二
人

の
物
語
、〈
男
〉
と
〈
女
〉
の
物
語
よ
り
大
き
な
物
語
は
な
い
。
そ
れ
は

巨
人
た
ち
の
物
語
に
な
る
。
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど
、
受
け
渡
し
て
い
く

こ
と
の
で
き
る
巨
人
た
ち
の
。
あ
る
い
は
新
し
い
始
祖
の
物
語
に
な
る
の

よ
。」
32  

こ
の
二
人
の
出
会
い
と
「
決
断
」
に
よ
り
、「
何
か
が
起
こ
っ

た(geschehen)

」
33 

。
天
使
が
人
間
の
〈
歴
史
〉
の
世
界
に
降
り
立
つ

こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
の
映
画
の
物
語
は
つ
ま
り
、
物
語
／
歴
史
が

開
始
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

３　
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン

　

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
、
激
変
す
る
統
一
後
の
ベ
ル

リ
ン
の
相
貌
を
撮
影
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ

ロ
ン
』
の
映
像
に
登
場
す
る
の
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
新
都
市
の
建
設
に

関
わ
る
建
築
家
、
政
府
関
係
者
、
建
築
主
と
い
っ
た
「
主
役
た
ち
」、
そ

し
て
建
築
現
場
と
そ
こ
で
働
く
作
業
員
た
ち
で
あ
る
。
監
督
の
フ
ー
ベ

ル
ト
ゥ
ス
・
ジ
ー
ゲ
ル
ト
は
、
著
名
人
で
カ
メ
ラ
慣
れ
し
た
「
登
場
人

物
」
を
描
く
に
あ
た
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
不
自
然
な
撮
影
状
況
を
避

け
、
自
分
の
持
ち
場
で
実
際
に
働
い
て
い
る
彼
ら
の
身
振
り
そ
の
も
の
や

会
話
の
断
片
に
よ
っ
て
都
市
計
画
の
お
か
れ
た
社
会
的
・
政
治
的
・
歴
史

的
状
況
、
あ
る
い
は
力
関
係
の
構
図
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
発
言
の
内
容
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
あ
る
テ
ー
マ
を
提
示
す
る
の
で
は

な
く
、「
そ
れ
自
体
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
素
材
、
そ
し

て
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
対
し
て
必
然
的
な
形
成
の
余
地
を
与
え
る
よ
う
な

素
材
を
集
め
る
こ
と
」
を
目
指
し
、
そ
の
素
材
が
「
特
定
の
意
見
を
表
す

の
で
な
く
、
数
多
く
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
一
つ
に
ま
と
め
る
」
構
成

が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
34 

　

そ
う
い
っ
た
意
図
は
、
フ
ー
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
ジ
ー
ゲ
ル
ト
を
惹
き
つ
け

て
い
る
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
が
も
つ
三
つ
の
特
質
を
映
像
に
お
い
て

示
す
試
み
の
う
ち
に
も
浸
透
し
て
い
る
。
35  

第
一
の
特
質
と
し
て
監
督

が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
建
築
物
が
あ
る
状
態
か
ら
他
の
新

し
い
状
態
へ
と
急
激
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
監
督
自

身
、
こ
の
映
画
は
そ
の
あ
ま
り
に
速
い
テ
ン
ポ
を
緩
め
る
試
み
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
監
督
が
描
き
出
そ
う
と
し
た
第
二
の
特
質
は
、ベ
ル
リ
ン
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
が
持
つ
バ
ビ
ロ
ン
的
な
性
格
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三

に
、「
新
旧
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
歴
史
が
驚
く
べ
き
重
層
性

を
も
ち
つ
つ
た
ち
現
れ
て
い
る
」
と
い
う
特
質
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
の
示
す
方
向
性
は
、「
主
役
た
ち
」
の
対
話
の
断
片
が
積
み

重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
映
像
と
と
も
に
、
音
楽
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
映
画
の
方
向
性
を
観
客
に
決
定
づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
バ

ン
ド
名
が
こ
の
映
画
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
「
偶
然
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
を
も
つ
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Einstürzende N
eubauten

（「
崩
壊
的
新
建
築
」）

の
音
楽
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
。

し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、Einstürzende 

N
eubauten

に
音
楽
を
依
頼
す
る
以
前
に
選
び
出

さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
何
曲
か
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
作

品
も
、
現
在
進
み
つ
つ
あ
る
新
建
築
の
祝
祭
的
な

雰
囲
気
の
映
像
と
の
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
形

成
し
つ
つ
、
解
体
・
廃
墟
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ

し
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ

て
い
る
。Einstürzende N

eubauten

の
音
楽

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
映
画
で
使
わ
れ
る

音
楽
に
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
の
は
「
哀
悼
」

で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
前
衛
芸
術
家
が
集
ま
る

廃
墟
同
然
の
タ
ヘ
レ
ス
を
前
に
し
て
再
開
発
を

語
る
役
人
た
ち
の
会
話
に
続
い
て
、
一
九
八
九

年
、
壁
崩
壊
直
後
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
門
前

の
祝
祭
的
映
像
が
映
し
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
流

れ
て
い
る
の
は
、
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
「
英
雄
」

交
響
曲
第
二
楽
章
の
葬

送
行
進
曲
で
あ
る
。
そ

の
ま
な
ざ
し
は
、
分
断

が
解
か
れ
た
こ
と
へ
の

喜
び
に
で
は
な
く
、
破

壊
さ
れ
た
壁
が
瓦
礫
と

し
て
処
理
さ
れ
て
い
く

過
程
に
注
が
れ
、
さ
ら
に
映
像
は
解
体
さ
れ
る

建
築
物
一
般
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
。
あ
る

い
は
、
一
九
九
九
年
に
国
会
議
事
堂
の
上
の
ド
ー

ム
が
完
成
し
た
際
の
晴
れ
が
ま
し
い
記
念
式
典

の
映
像
（
歴
史
的
映
像
で
あ
る
か
の
よ
う
に
モ

ノ
ク
ロ
で
撮
ら
れ
て
い
る
）
に
先
立
つ
、
工
事

中
の
国
会
議
事
堂
の
映
像
に
は
、
ブ
ラ
ー
ム
ス

の「
ド
イ
ツ
・
レ
ク
イ
エ
ム
」が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。

　

ウ
ン
タ
ー
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン
を
は
さ
ん
で

ベ
ル
リ
ン
大
聖
堂
の
向
か
い
に
か
つ
て
立
っ
て
い
た
宮
殿
は
、
ベ
ル
リ
ン

の
中
で
も
お
そ
ら
く
ポ
ツ
ダ
ム
広
場
と
な
ら
ん
で
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都

市
の
地
層
が
と
り
わ
け
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
地
点
か
も
し
れ
な
い
。

宮
殿
を
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
は
、
廃
墟
と
な
っ
た
一
九
五
〇

年
の
宮
殿
お
よ
び
そ
の
爆
破
を
と
ら
え
た
モ
ノ
ク
ロ
の
歴
史
的
映
像
と
、

宮
殿
跡
地
に
建
設
さ
れ
、
統
一
後
は
さ
し
あ
た
り
廃
墟
と
も
な
り
え
ず

放
置
さ
れ
た
旧
東
ド
イ
ツ
の
「
共
和
国
宮
殿(Palast der Republik)

」

の
一
九
九
八
年
の
映
像
が
並
置
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ

ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
び

つ
け
る
の
は
ジ
ー
ク
フ

リ
ー
ト
の
葬
送
行
進
曲

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ー

ン
に
先
立
っ
て
提
示
さ

れ
る
宮
殿
再
建
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
建

築
家
と
い
う
一
つ
の「
現

在
」
は
、
こ
の
二
つ
の
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「
過
去
」
と
切
り
離
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。東
独
時
代
の「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
広
場
」

が
再
び
「
宮
殿
広
場(Schlossplatz)

」
と
改
称

さ
れ
た
こ
の
場
所
に
プ
ロ
イ
セ
ン
時
代
の
宮
殿

が
再
建
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
場
所
は
つ
ね
に

そ
れ
ら
の
過
去
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
バ
ビ
ロ
ン
」
と
し
て
の
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
最
も
喚
起
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
ポ

ツ
ダ
ム
広
場
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
も
は
や
歴

史
的
映
像
は
呼
び
起
こ
さ
れ
な
い
。
工
事
現
場

の
変
転
が
急
速
な
時
間
的
推
移
に
よ
っ
て
示
さ

れ
、
工
事
現
場
の
作
業
員
、
と
り
わ
け
水
中
の

工
事
と
い
う
、
表
層
の
華
美
な
構
造
物
か
ら
は

も
っ
と
も
隠
れ
た
基
盤
へ
と
ま
な
ざ
し
が
向
け

ら
れ
る
。
一
方
に
現
場
作
業
員
、
他
方
に
ダ
イ

ム
ラ
ー
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
や
ソ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー

の
建
築
家
や
建
築
主
と
い
う
両
極
に
支
え
ら
れ

な
が
ら
現
出
し
た
ポ
ツ
ダ

ム
広
場
の
建
築
物
は
、
バ
ビ
ロ
ン
的
イ
メ
ー
ジ
を

予
感
さ
せ
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
ハ
長
調
と
い
う

調
性
に
よ
っ
て
古
典
的
な
美
し
さ
と
祝
祭
的
華
や

ぎ
を
際
立
た
せ
て
い
る
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
第
一
番
第
三
楽
章
と
奇
妙
に
重
ね
合
わ
さ

れ
る
。

　

突
如
挿
入
さ
れ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
歴
史
の
概

念
に
つ
い
て
』
か
ら
の
朗
読
の
シ
ー
ン
は
、
フ
ァ
ー

ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
で
描
か
れ
る
ポ
ツ
ダ
ム
広
場
落
成
記
念
祝
典
の
映

像
・
音
楽
と
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
作
り
出
し
つ
つ
、
宮
殿
と
ポ
ツ
ダ

ム
広
場
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
作
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
バ
ビ
ロ
ン
的
イ
メ
ー

ジ
を
一
つ
の
頂
点
に
ま
で
先
鋭
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
人
の
天
使
が
、
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
何
か
か
ら
、
今
ま
さ
に

遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
目
は
大
き
く
見
開
か

れ
、
口
は
あ
き
、
そ
し
て
翼
は
拡
げ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
の
天
使
は

こ
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
彼
は
顔
を
過
去
の
ほ
う

に
向
け
て
い
る
。
私
た
ち
の
目
に
は
出
来
事
の
連
鎖
が
立
ち
現
れ
て

く
る
と
こ
ろ
に
、
彼
は
た
だ
ひ
と
つ
、
破
局
だ
け
を
見
る
の
だ
。
そ

の
破
局
は
ひ
っ
き
り
な
し
に
瓦
礫
の
上
に
瓦
礫
を
積
み
重
ね
て
、
そ

れ
を
彼
の
足
元
に
投
げ
つ
け
て
い
る
。
き
っ
と
彼
は
、
な
ろ
う
こ
と

な
ら
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
死
者
た
ち
を
目
覚
め
さ
せ
、
破
壊
さ
れ
た

も
の
を
寄
せ
集
め
て
繋
ぎ
合
わ
せ
た
い
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
楽
園

か
ら
嵐
が
吹
き
付
け
て
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
翼
に
は
ら
ま
れ
、
あ
ま

り
の
激
し
さ
に
天
使
は
も
は
や
翼
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
嵐
が
彼
を
、
背
を
向
け
て
い
る
未
来
の
ほ
う
へ
引
き
留
め
が
た
く

押
し
流
し
て
ゆ
き
、
そ
の
間
に
も
彼
の
眼
前
で
は
、
瓦
礫
の
山
が
積

み
上
が
っ
て
天
に
も
届
か
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
私
た
ち
が
進
歩
と
呼

ん
で
い
る
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
嵐
な
の
だ
。
36

　

工
事
現
場
か
ら
空
を
見
上
げ
る
よ
う
に
し
て
撮
っ
た
こ
の
シ
ョ
ッ
ト

で
は
、
背
景
の
青
い
空
を
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
で
雲
が
次
々
と
流

れ
て
行
く
。
こ
の
速
い
雲
の
流
れ
は
「
嵐
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
バ
ビ

ロ
ン
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
急
速
な
時
間
の
推
移
や
そ
れ
に
伴
う
凋
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落
、
破
局
、
そ
し
て
そ
の
最
も
顕
著
な
視
覚
的

表
現
で
あ
り
、「
自
然
史
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ

る
廃
墟
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
。「
廃
墟
」

に
お
い
て
体
現
さ
れ
る
時
間
性
の
空
間
化
、
時

間
が
静
止
状
態
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

空
間
的
形
象
（「
弁
証
法
的
形
象
」）
と
い
う
こ
の

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
特
有
の
思
考
法
は
、
映
画
に
お
い

て
は
ス
ト
ッ
プ
・
モ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
む

し
ろ
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー
シ
ョ
ン
（
低
速
度
撮
影

Zeitraffer

）
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
37  

「
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン
」

が
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
の
中
で
流
れ
る
時
間
の
経
緯
を
一
つ
の
映
画
と

い
う
形
象
の
う
ち
に
と
ら
え
る
と
き
、
必
ず
し
も
フ
ァ
ー
ス
ト
・
モ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
な
く
と
も
、
と
り
わ
け
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て

そ
れ
は
い
わ
ば
時
間
の
襞
を
折
り
た
た
む
よ
う
に
縮
約
し
て(raffen)

提

示
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
映
画
で

は
、
歴
史
が
都
市
空
間
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
一
つ
の
建
築
物
の
う
ち
に

凝
固
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
引
用
の
直
後
に
示
さ
れ
る
、
ダ

ニ
エ
ル
・
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
ベ
ル
リ
ン
・
ユ
ダ

ヤ
博
物
館
の
映
像
（
一
九
九
九
年
）
は
、
先
行

す
る
「
嵐
」
の
シ
ー
ン
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

表
現
を
も
ち
な
が
ら
も
、
同
じ
歴
史
哲
学
的
コ

ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
同
一
の
シ
ー

ク
エ
ン
ス
を
形
成
し
、
ま
さ
に
こ
の
凝
固
し
た

歴
史
を
視
覚
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
リ

ベ
ス
キ
ン
ド
自
身
はBetw

een the Lines

と

名
づ
け
た
こ
の
建
築
物
が
と
る
ジ
グ
ザ

グ
状
の
ラ
イ
ン
は
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
に

よ
れ
ば
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、
ハ
イ
ネ
、
フ
ァ

ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
、
Ｅ
．
Ｔ
．
Ａ
．
ホ
フ

マ
ン
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
、
ツ
ェ
ラ
ン
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・

ロ
ー
エ
と
い
っ
た
、
ベ
ル
リ
ン
に
住
ん

で
い
た
重
要
な
ユ
ダ
ヤ
人
や
ド
イ
ツ
人

の
住
所
を
結
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

浮
か
び
上
が
っ
た
「
ダ
ビ
デ
の
星
」
の

ラ
イ
ン
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
38  

時
代
を
異
に
す
る
そ
れ
ら
の
人
々
の
点

を
結
び
つ
け
る
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
線
は
、
確
か
に
「
か
な
り

非
合
理
的
な
線
の
体
系
」
39 

の
よ
う
に
み
え
る
の
だ
が
、
ベ
ル
リ
ン
と

い
う
都
市
の
地
層
に
お
け
る
「
さ
ま
ざ

ま
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
不
可
視
の
マ
ト

リ
ッ
ク
ス
」
40 

を
可
視
的
な
構
造
物
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
こ
の

建
築
物
を
支
え
る
重
要
な
コ
ン
セ
プ
ト

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
れ
以
上
に
文
字
通
り
こ
の

建
築
物
の
核
を
な
し
て
い
る
の
は
、
そ

の
よ
う
に
可
視
化
さ
れ
た
構
造
物
と

な
っ
て
も
な
お
、
本
来
的
に
は
不
可

視
の
ま
ま
と
ど
ま
る
部
分
、
つ
ま
り
リ

ベ
ス
キ
ン
ド
が
「
ヴ
ォ
イ
ド
」
と
名
づ
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け
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
外
観
を
特
徴
づ
け
て
い
る
ジ
グ
ザ

グ
の
ラ
イ
ン
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
イ
ド
と
呼
ば
れ
る
部
分
は
こ
の
建
築
物
の

軸
を
な
す
か
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
に
建
物
を
貫
い
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
博
物

館
の
中
を
歩
く
と
き
、
訪
問
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
導
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
（
ま
た
、
垂
直
方
向
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
と
方
向
で
現
れ

る
ス
リ
ッ
ト
状
の
窓
に
よ
っ
て
も
）、
お
そ
ら
く
方
向
感
覚
を
喪
失
す
る

こ
と
に
な
る
。
本
来
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
に
お
け
る
不
可
視
の
関

係
性
を
可
視
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
れ
ら
の
ラ
イ
ン
の
多
種
多
様
な
方

向
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
を
概
観
す
る
こ
の
博
物
館
を
歩
く
者
に
と
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
ユ
ダ
ヤ
人
が
と
る
こ
と
に
な
っ
た
多

種
多
様
な
人
生
の
方
向
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
博
物
館
の
入
場
者
は
、
ま
ず
建
物
の
地
下
部
分
に
導
か
れ
、「
連
続

性
の
軸
」、「
亡
命
の
軸
」、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
軸
」
と
い
う
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
た
ど
っ
た

三
つ
の
運
命
の
軸
を
た
ど
っ
て
歩
き
、

そ
れ
ら
の
運
命
の
交
錯
や
岐
路
を
体

験
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う

い
っ
た
無
数
の
人
々
の
運
命
と
し
て

感
じ
取
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
性

の
交
錯
は
、
そ
の
ま
ま
上
階
の
博
物

館
を
歩
く
と
き
に
体
験
す
る
方
向
感

覚
の
錯
綜
に
も
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
展
示
さ
れ
て
い
る

き
わ
め
て
多
様
な
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
の

断
面
は
、
確
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
向

を
と
っ
て
感
じ
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
う
い
っ
た
複
数
の
方
向
性
の
錯
綜
は
、
必
ず
し
も
展
示
物
そ
の
も
の

と
結
び
つ
い
て
い
る
必
要
は
な
い
。（
そ
の
意
味
で
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
博
物

館
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
の
展
示
の
コ
ン
セ
プ
ト

が
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
建
築
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。）
ジ
グ
ザ
グ
の
空
間
と
な
っ
て
現
出
し
て
い

る
も
の
は
、
そ
う
い
っ
た
個
々
の
現
象
が
生
み
出
さ
れ
、
積
み
重
ね
ら
れ

て
い
っ
た
、
こ
の
歴
史
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る

位
置
づ
け
を
ヴ
ォ
イ
ド
に
与
え
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ォ
イ
ド
は
現
象
が
立
ち

現
れ
る
歴
史
の
世
界
に
お
け
る
個
々
人
の
運
命
や
出
来
事
の
方
向
性
か

ら
は
ほ
と
ん
ど
読
み
取
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
非
歴
史
的
・

根
源
的
な
領
域
と
い
っ
て
よ
い
。
個
々
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
は
歴
史
の
世

界
の
中
で
き
わ
め
て
多
様
な
方
向
を
と
る
に
せ
よ
、
い
わ
ば
理
念
的
存
在

と
し
て
の
〈
ユ
ダ
ヤ
〉
が
、〈
歴
史
〉
の
世
界
と
は
異
な
る
層
に
お
い
て
、

全
体
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
方
向
に
向
か
う
│
│
ヴ
ォ
イ
ド

と
し
て
可
視
的
な
空
間
の
場
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
異
質
な
層
と

し
て
こ
の
よ
う
に
〈
歴
史
〉
の
世
界
を
貫
い
て
い
る
。
41  

ユ
ダ
ヤ
博
物

館
に
お
い
て
ヴ
ォ
イ
ド
は
と
り
わ
け
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
記
憶
の
場
と
し

て
現
出
し
て
い
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
確
か
に
こ

の
歴
史
の
世
界
の
な
か
で
生
じ
た
出
来
事
で
あ

り
な
が
ら
も
、
こ
の
建
築
物
に
お
い
て
は
、
非
歴

史
的
な
領
域
が
ぽ
っ
か
り
と
露
呈
す
る
こ
と
に

な
っ
た
ヴ
ォ
イ
ド
の
場
と
し
て
空
間
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

リ
ベ
ス
キ
ン
ド
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ

の
建
築
物
が
ジ
グ
ザ
グ
の
線
と
ヴ
ォ
イ
ド
の
直

線
と
い
う
二
種
の
線
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
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る
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
こ
の
博
物
館
を
訪
れ

る
多
く
の
人
は
、〈
歴
史
〉
の
空
間
で
あ
る
展
示
場
を
歩
き
つ
つ
、
黒
色

の
地
層
の
よ
う
に
現
れ
る
ヴ
ォ
イ
ド
に
注
意
を
払
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、〈
歴
史
〉
の
場
を
歩
む
も
の
に
と
っ
て
、

歴
史
の
断
面
に
い
わ
ば
断
片
と
し
て
現
れ
る
黒
い
ヴ
ォ
イ
ド
が
、
全
体

と
し
て
ど
こ
に
向
か
う
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。

『
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン
』
の
映
像
は
、
ま
だ
何
も　

展
示
さ
れ
て
い
な

い
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
内
部
を
た
ど
り
つ
つ
、
切
断
面
と
し
て
現
れ
る
そ
の

よ
う
な
ヴ
ォ
イ
ド
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
。

　

ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
映
像
に
直
接
つ
な
が
る
廃
墟
の
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ー

ン
（
航
空
機
か
ら
の
映
像
と
地
上
で
の
廃
墟
の
爆
破
の
映
像
）
は
、『
歴

史
の
概
念
に
つ
い
て
』
と
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
シ
ー
ン
に
続
き
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
的
な
ま
な
ざ
し
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。

一
九
四
五
年
の
映
像
に
表
れ
る
廃
墟
は
、
確
か
に
戦
争
の
帰
結
と
し
て
歴

史
の
場
で
生
じ
た
事
物
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
映
画
に
お
い
て
は
つ
ね
に

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
〈
歴
史
〉
の
世
界
の
中
で
、
そ
の

「
脆
さ
」、「
移
ろ
い
や
す
さ
」
と
い
う
「
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い

凋
落
の
過
程
」
が
、
こ
の
瓦
礫
の
よ
う
な
空
間

的
形
象
の
う
ち
に
凝
結
し
た
「
自
然
史
」
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
存
在
す
る
。
執
拗
に
繰
り
返

さ
れ
る
廃
墟
の
爆
破
シ
ー
ン
に
続
き
、
現
在
も

廃
墟
と
し
て
立
ち
続
け
る
ア
ン
ハ
ル
タ
ー
駅
の

壁
を
目
に
す
る
と
き
、
廃
墟
と
い
う
形
象
は
都

市
の
地
層
の
な
か
で
突
出
す
る
形
象
と
し
て
感

じ
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
廃
墟
が
示
し
て
い

る
の
は
半
世
紀
の
時
間
の
流
れ
を
凝
縮
し
た
も

の
で
あ
る
と
と
も
に
、
歴
史
の
世
界
の
中
で
の

滅
び
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
歴
史
の
世
界
そ
の

も
の
で
も
あ
る
。『
ベ
ル
リ
ン
・
バ
ビ
ロ
ン
』
は
、

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
の
急

激
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
都
市
の
相
貌
を
描
き
出

し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
急
激
な
変
化
に
よ
っ

て
凝
縮
さ
れ
た
時
間
と
そ
の
流
れ
の
中
で
形
成

さ
れ
て
ゆ
く
都
市
の
地
層
を
体
感
さ
せ
る
。
わ

れ
わ
れ
が
現
在
の
ベ
ル
リ
ン
の
表
層
に
触
れ
つ

つ
感
じ
と
っ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
地
下
に
埋
も
れ
た
ベ
ル
リ
ン
の
姿
な

の
だ
が
、
そ
れ
は
時
間
の
流
れ
の
中
で
か
つ
て
過
去
に
存
在
し
た
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
ち
ょ
う
ど
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
ヴ
ォ
イ
ド
の
よ
う
に
、
歴

史
の
流
れ
と
は
異
な
る
次
元
で
存
在
す
る
層
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

1W
alter Benjam

in, D
ie W

iederkehr des Flaneurs. G
esam

m
elte 

Schriften Band III. Frankfurt a. M
.: Suhrkam

p, 1991, p. 194, 195. 

以

降
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
集
か
ら
の
引
用
は
、BG

S

の
略
号
、
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る

巻
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て
略
記
す
る
。（
翻
訳
は
『
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
著
作
集
13　

新
し
い
天
使
』
晶
文
社
、
一
九
七
九
年
、
八
三
、八
四
頁
に
拠
り
つ
つ
、

適
宜
変
更
を
加
え
て
い
る
。）

2C
f. Eckhardt Köhn, Straßenrausch. Flanerie und kleine Form

. 
Versuch zur Literaturgeschichte des Flaneurs von 1830 - 1933. 
Berlin: D

as Arsenal, 1989, pp. 7-8, 177-178.
3M

ichael Bienert (H
g.), Joseph Roth in Berlin. Ein Lesebuch für 

Spaziergänger. K
öln: K

iepenheuer &
 W

itsch, 1996, pp. 65-66. 
(Spaziergang. [Berliner Börsen-Courier, 24. 5. 1921])
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̶̶̶〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク̶̶̶

4Ibid, p. 66.
5Siegfried Kracauer, Straßen in Berlin und andersw

o. Frankfurt a.M
.: 

Suhrkam
p, 1964, p.51. (Aus dem

 Fenster gesehen. [F.Z., 8. 11. 1931. 
O
riginaltitel: Berliner Landschaft. ])

6Ibid., p.53.

7Franz H
essel, Ein Flaneur in Berlin. Berlin: D

as A
rsenal, 1984, 

p.145. (N
euausgabe von Spazieren in Berlin, 1929.)

8
山
口
裕
之
「
敷
居
を
越
え
る

│
都
市
の
形
象
た
ち
に
お
け
る
〈
想
起

(Eingedenken)

〉」『
総
合
文
化
研
究
』（
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
） 

vol.7 (2003)

、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
六
八
│
八
四
頁
参
照
。

9
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
概
念
を
「
伯
林
│
│
大
都
会
交
響
楽
」
と
の
関
係

に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
加
藤
幹
郎
氏
と
の
会
話
の
際
に
得
た

示
唆
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

10BG
S II, 363. 

11
日
本
語
に
お
け
る
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
言
葉
は
、
通
常
の
「
編
集
」
を
意
味

す
る
言
葉
と
し
てm

ongage

を
用
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
の
用
語
法
と
異
な
る
だ
け

で
な
く
、
お
そ
ら
く
「
編
集
」
と
い
う
言
葉
の
た
め
にediting
やSchnitt

を
用
い

る
英
語
圏
や
ド
イ
ツ
語
圏
以
上
に
、
ロ
シ
ア
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
派
」
の
思
想
を
強

く
指
し
示
し
て
い
る
。（
岩
本
憲
児
『
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
映
画
と
演
劇
』

水
声
社
、
一
九
九
八
年
、
三
〇
五
頁
以
降
参
照
。）
し
か
し
、
本
文
で
見
て
い
く
よ
う
に
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
は
ロ
シ
ア
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
基
本
的
に

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
日
本
語
を
使
っ
て
い
く
こ
と
は
差
し
支
え
な
い

だ
ろ
う
。

12
「
引
用
は
言
葉
を
名
指
し
で
呼
び
、
そ
れ
を
連
関
か
ら
破
壊
的
に
引
き
離
す
。
ま
さ

に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
引
用
は
こ
の
言
葉
を
再
び
そ
の
根
源
へ
と
呼
び
戻
す
の
だ
。」

(

『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
』BG

S II, 363.) 「
引
用
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
の
は
〔
…
〕

中
断
で
あ
る
。
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
連
関
を
中
断
す

る
と
い
う
こ
と
を
包
摂
す
る
。」（『
叙
事
的
演
劇
と
は
何
か(

2)

』BG
S II, 536

）「
叙

事
的
演
劇
は
こ
こ
で
│
│
中
断
の
原
理
を
用
い
て
│
│
近
年
、
映
画
や
ラ
ジ
オ
、
新
聞

や
写
真
で
お
な
じ
み
の
方
法
を
取
り
上
げ
る
。
私
が
話
し
て
い
る
の
は
つ
ま
り
、
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
の
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
組
み
込
ま
れ
た
も
の(das M

ontierte)

が
、

そ
れ
の
組
み
込
ま
れ
て
い
る
連
関
を
断
ち
切
る
の
で
あ
る
。」（『
生
産
者
と
し
て
の
作

家
』(BG

S II, 697.)

）

13
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
。

14BG
S IV, 102-104. 

ま
た
、
山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
二
三
六

頁
以
降
参
照
。

15
Ｊ
．
オ
ー
モ
ン
他
（
武
田
潔
訳
）『
映
画
理
論
講
義
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、

八
二
頁
以
降
、
ロ
ー
ト
マ
ン
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
」、
岩
本
憲
児
・
波
多
野
哲
朗
編
『
映

画
理
論
集
成
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
八
二
年
、
三
三
五
頁
以
降
参
照
。

16BG
S II, 749.

17
「
こ
の
映
画
は
一
般
観
衆
か
ら
非
常
に
喝
采
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
が
、
批
判
的

な
意
見
も
数
多
く
見
ら
れ
た
。
批
判
の
論
点
は
、
ル
ッ
ト
マ
ン
に
は
社
会
的
・
政

治
的
参
与
の
姿
勢
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
映
画
は
ベ
ル
リ
ン

と
い
う
都
市
を
不
適
切
な
仕
方
で
描
き
出
し
た
も
の
で
、
ル
ッ
ト
マ
ン
は
あ
ま

り
に
も
都
市
の
表
層
面
に
魅
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
の
形
式
に
見
合

っ
た
内
容
を
も
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。」 

(http://w
w
w
.deutsches-film

institut.de/dt2tp0051.htm
, accessed on  

Septem
ber 1, 2005)

18 BG
S I, 499-500. （

訳
は
、
浅
井
健
次
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』

筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
六
一
八
│
六
一
九
頁
に
よ
る
。）

19 Cf. Jam
es M

onaco, H
ow

 to Read a Film
. The W

orld of M
ovies, 

M
ovies, M

edia, M
ultim

edia. 3
rd edition. O

xford U
niversity Press, 

2000, pp. 94-96.
20
山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
特
に
一
五
四
頁
以
降
参
照
。

21BG
S I, 496. 

（
訳
は
、
浅
井
健
次
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
筑

摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
六
一
六
頁
に
よ
る
。）

22
列
車
と
映
画
の
結
合
に
つ
い
て
は
、
加
藤
幹
郎
『
映
画
と
は
何
か
』
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
一
年
、
一
一
五
頁
以
降
（
第
Ⅳ
章　

列
車
の
映
画
あ
る
い
は
映
画
の
列
車　

モ
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ー
シ
ョ
ン
・
ピ
ク
チ
ュ
ア
の
文
化
史
）
参
照
。

23
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
『
カ
メ
ラ
を
持
っ
た
男
』
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
次
の
言
葉
は
、

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
『
伯
林
│
│
大
都
会
交
響
楽
』
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。「
そ
れ
は

時
間
よ
り
も
空
間
を
、
縦
の
流
れ
（
通
時
）
よ
り
も
横
の
世
界
（
共
時
）
を
、
サ
ン
タ

グ
ム
（
連
辞
関
係
）
よ
り
も
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
（
範
列
関
係
）
を
、
物
語
る
こ
と
よ
り
も

提
示
す
る
こ
と
を
、
安
定
や
秩
序
よ
り
も
絶
え
ざ
る
運
動
や
変
化
や
混
沌
（
…
）
を
キ

ノ
グ
ラ
ー
ス
で
貫
き
通
し
、
め
く
る
め
く
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
世
界
へ
観
客
を
巻
き
込
む

映
画
だ
っ
た
。」（
岩
本
憲
児
『
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
映
画
と
演
劇
』
六
八

│
六
九
頁
。）

24
こ
の
映
画
を
授
業
で
二
〇
〇
人
程
度
の
学
生
に
見
せ
た
際
に
、
一
回
の
授
業
で
は
い

ず
れ
に
せ
よ
全
編
を
上
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
中
ほ
ど
（「
第
４
部
」
の
中

間
、
ダ
ミ
エ
ル
が
人
間
に
な
る
よ
り
も
前
の
部
分
）
で
中
断
し
た
。
こ
の
第
一
回
目
の

授
業
終
了
後
に
学
生
が
提
出
し
た
感
想
か
ら
は
、
こ
の
映
画
を
初
め
て
見
た
大
半
の
学

生
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
映
像
の
断
片
を
物
語
へ
と
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
か

な
り
困
惑
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

25
ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス『
映
像（
イ
メ
ー
ジ
）の
論
理
』河
出
書
房
新
社
、一
九
九
二
年
、

一
八
七
│
一
八
八
頁
。
実
際
の
映
画
で
は
、
神
に
呪
わ
れ
た
存
在
と
し
て
の
天
使
と
い

う
位
置
づ
け
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

26Der H
im

m
el über Berlin. Ein Film

buch von W
im

 W
enders und Peter 

H
andke. Frankfurt/M

.: Suhrkam
p, 1998, p. 20.

27Ibid. pp. 82-85.

28
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
『
映
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
論
理
』
二
五
一
頁
以
降
参
照
。（「
天
使
に

関
し
て
は
、
言
葉
が
特
に
重
要
だ
っ
た
。
天
使
た
ち
は
詩
的
な
言
葉
を
駆
使
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。」）

29 Der H
im

m
el über Berlin, p. 57.

30 Ibid., p. 160.

31 Ibid., p. 161.

32 Ibid., p. 163.

33 Ibid., p. 165.

34 Cf. Berlin Babylon(O
ffi
cial Site): http://w

w
w.berlinbabylon.de/

 http://w
w
w.berlinbabylon.de/Pages/berlinbabylon2.htm

l (accessed on 
Septem

ber 9, 2005)　

35 C
f. http://w

w
w
.berlinbabylon.de/Pages/berlinbabylon3.htm

l    
(accessed on Septem

ber 9, 2005)

36 BG
S I, 697-698. 

映
画
の
朗
読
で
は
、
原
文
の
冒
頭
の
箇
所
が
少
し
変
更
さ
れ
て

い
る
。
翻
訳
は
、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
』
六
五
三
頁
を
基
に
し
て
い
る
。

37 

「
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
。」（「
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 (BG

S I,701)

）、「
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
以
外
の
な
に
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』

一
六
二
頁(BG

S  V, 135)

）

38 Cf. D
aniel Libeskind, Radix M

atrix. Architekturen und Schriften
. 

N
ew

 York: Prestel, 1994, p.100.

39 Ibid., p.100.

40 D
aniel Libeskind, The Space of Encounter. London

: Tham
es &

 
H
udson, 2001, p. 26.

41 
歴
史
の
世
界
と
ヴ
ォ
イ
ド
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
次
元
の
関
係
は
、
リ
ベ
ス
キ
ン

ド
が
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
通
底
す
る
四
つ
（
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
は

三
つ
）
の
局
面(Cf. D

aniel Libeskind, Radix M
atrix, p.100-102; D

aniel 
Libeskind, The Space of Encounter, p. 26-28)

と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
の
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う
ち
の
ひ
と
つ
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
オ
ペ
ラ
『
モ
ー
ゼ
と
ア
ー
ロ
ン
』
と
と
り
わ
け

深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
自
身
に
よ
る
こ
の
オ

ペ
ラ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
聖
書
を
素
材
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
現
象
の
世
界
に
お
い
て
表

象
可
能
な
も
の
・
知
覚
可
能
な
も
の
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
を
導
こ
う
と

す
る
ア
ー
ロ
ン
と
、現
象
の
世
界
に
お
け
る
か
た
ち
と
し
て
は
「
不
可
視
」
で
あ
り
「
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
神
を
純
粋
に
思
惟
に
お
い
て
の
み
求
め
よ
う
と
す
る

モ
ー
ゼ
の
相
克
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
思
想
ド
ラ
マ
と
な
っ
て
い
る
。
純
粋
な
「
思
惟

(G
edanke)

」
に
お
い
て
神
を
と
ら
え
、
崇
め
よ
う
と
す
る
モ
ー
ゼ
に
と
っ
て
、「
こ

と
ば(W

ort)

」
は
す
で
に
こ
の
世
界
の
表
象
可
能
な
「
像(Bild)

」
の
か
た
ち
を
と
っ

た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
を
導
く
と
い
う
実
際
的
な
要
請
の
前
に
立
た
さ

れ
て
い
る
ア
ー
ロ
ン
に
と
っ
て
は
、モ
ー
ゼ
の
「
思
惟
」
を
伝
え
る
た
め
の
「
こ
と
ば
」

が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
現
象
の
世
界
に
お
い
て
は
、
必
然
的
に
モ
ー
ゼ
の
厳

格
な
要
請
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
純
粋
な
思
惟
に

基
づ
い
て
神
を
崇
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
モ
ー
ゼ
が

絶
望
の
あ
ま
り
口
に
し
た
こ
と
ば
、「
あ
あ
言
葉
よ
、
あ
あ
言
葉
よ
、
我
に
欠
け
た
る

も
の
！
」
に
よ
っ
て
こ
の
オ
ペ
ラ
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
に
よ

れ
ば
、
こ
の
未
完
の
オ
ペ
ラ
を
建
築
に
よ
っ
て
補
完
す
る
こ
と
が
、
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
に

お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。(Cf. D

aniel Libeskind, 
The Space of Encounter, p. 26.)
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１　
は
じ
め
に
─
─
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ー
イ･

コ
イ
ン
ホ
ル
ダ
ー

　

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』（
一
九
八
七
）
の
な
か
に
不
思
議

な
一
段
落
が
あ
る
。
二
七
五
頁
あ
る
作
品
の
結
末
に
近
い
二
五
五
頁
に
挿

入
さ
れ
、
黒
人
奴
隷
が
主
人
公
の
物
語
の
な
か
で
、
重
要
な
位
置
を
占
め

る
白
人
登
場
人
物
の
ひ
と
り
で
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ボ

ド
ゥ
イ
ン
家
に
置
か
れ
た
、
小
物
入
れ
に
つ
い
て
の
段
落
で
あ
る
。
か
な

ら
ず
し
も
時
間
軸
に
沿
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
り
の

語
り
手
が
筋
を
通
し
て
全
体
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
物
語
で
、
な

お
ま
さ
に
唐
突
に
挿
入
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
不
思
議
な
位
置
関
係
に
置

か
れ
た
段
落
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
は
、
奴
隷
制
度
が
す
で
に
廃
止
さ
れ
た
一
八
七
〇
年
代
の
オ

ハ
イ
オ
州
が
物
語
の
現
在
だ
が
、
か
つ
て
奴
隷
制
度
が
存
在
し
て
い
た

五
〇
年
代
に
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
農
場
か
ら
冬
の
オ
ハ
イ
オ
川
を
渡
っ

て
き
た
逃
亡
奴
隷
セ
サ
の
娘
デ
ン
ヴ
ァ
ー
が
、
仕
事
を
求
め
て
元
奴
隷
制

度
廃
止
論
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ボ
ド
ゥ
イ
ン
家
を
訪
ね
た
と
き
の
こ
と
で
あ

る
。
前
任
者
か
ら
仕
事
の
内
容
を
確
か
め
、
こ
れ
か
ら
働
く
こ
と
に
な
る

白
人
兄
妹
が
、「
い
い
人
た
ち
だ
よ
。
い
い
人
じ
ゃ
な
い
な
ん
て
言
え
な

い
ね
。
他
の
人
た
ち
と
入
れ
替
え
ろ
っ
て
い
わ
れ
た
ら
、
そ
り
ゃ
い
や
だ

ね
」（『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
以
下
題
名
省
略
、
255
）
と
保
証
さ
れ
、
安
心
し
な
が
ら
家

を
去
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
デ
ン
ヴ
ァ
ー
は
、
勝
手
口
近
く
の
棚
に
置

か
れ
た
「
黒
人
少
年
像
の
小
物
入
れ
」
を
目
に
す
る
。
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ

た
黒
人
少
年
の
置
物
が
、
大
き
な
口
を
開
け
て
硬
貨
を
い
っ
ぱ
い
貯
め
て

い
る
。
デ
ン
ヴ
ァ
ー
が
こ
の
家
を
訪
ね
た
の
は
、
元
逃
亡
奴
隷
の
黒
人
母

子
家
庭
の
窮
状
を
知
っ
た
元
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
が
、
好
意
で
家
事
手

伝
い
の
職
を
提
供
し
て
く
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
前
段
階
で
の
面
接
だ
っ

た
。
だ
が
作
者
は
、
デ
ン
ヴ
ァ
ー
が
小
物
入
れ
を
「
し
っ
か
り
と
見
て
か

ら
」
家
を
出
た
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
。

　

確
か
な
解
答
や
物
語
の
発
展
の
結
末
を
決
し
て
明
示
す
る
こ
と
な
く
、

す
べ
て
を
読
者
の
解
釈
に
任
せ
る
モ
リ
ス
ン
作
品
の
特
徴
だ
が
、
こ
こ
で

も
一
〇
行
で
構
成
さ
れ
る
段
落
で
、「
黒
人
少
年
像
の
小
物
入
れ
」
を
描

写
し
な
が
ら
、
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
「
し
っ
か
り
と
」
目
に
し
た
こ
と
の
意
味

や
、
そ
の
と
き
の
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
心
理
が
書
き
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。

次
の
よ
う
に
た
だ
描
写
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

頭
を
お
も
い
っ
き
り
後
ろ
に
そ
っ
て
両
手
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
っ
込

ん
で
い
る
。
だ
ら
し
な
く
大
き
く
開
け
た
口
の
上
で
、
二
つ
の
月
が
大

き
く
膨
ら
ん
だ
よ
う
な
両
目
が
顔
を
占
め
て
い
る
。
髪
の
毛
は
広
く
間

隔
を
あ
け
て
打
ち
つ
け
ら
れ
た
飛
び
出
た
釘
の
頭
の
か
た
ま
り
。
そ
し

て
少
年
は
跪
く
。
コ
ッ
プ
の
よ
う
に
大
き
な
口
に
硬
貨
が
置
か
れ
て
、

1
2
4
番
地
･
身
体
化
す
る
〈
異
郷
〉

—
—

ト
ニ
･
モ
リ
ス
ン
の
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒　

こ
の
み
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御
用
聞
き
や
ち
ょ
っ
と
し
た
支
払
い
用
だ
。
ボ
タ
ン
や
ブ
ロ
ー
チ
、
瓶

詰
め
リ
ン
ゴ
ジ
ャ
ム
を
置
い
た
っ
て
い
い
。
台
座
に
は
〈
あ
な
た
に
お

仕
え
す
る
た
め
に
〉
と
刻
ま
れ
て
い
る
。（
255
）

こ
れ
だ
け
の
段
落
で
あ
る
。
そ
の
後
の
段
落
は
、
ふ
た
た
び
デ
ン
ヴ
ァ
ー

の
母
親
セ
サ
の
状
況
や
、
殺
さ
れ
た
娘
の
亡
霊
の
話
へ
戻
っ
て
い
く
。

　

南
北
戦
争
後
に
、
逃
亡
奴
隷
を
助
け
た
地
下
鉄
道
組
織
の
奴
隷
制
度
廃

止
論
者
だ
っ
た
白
人
が
、
ふ
た
た
び
困
窮
す
る
黒
人
家
庭
に
仕
事
を
与
え

経
済
的
に
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
こ
の
特
殊
な
段
落
が
挿
入
さ

れ
て
い
る
の
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
黒

人
少
年
像
と
そ
れ
が
小
物
入
れ
と
し
て
、
白
人
の
元
奴
隷
制
度
廃
止
論
者

の
家
に
あ
る
と
い
う
事
実
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

2　
マ
ミ
ー･

ク
レ
イ
ズ
（
マ
ミ
ー
現
象
）

　

こ
の
よ
う
に
黒
人
の
身
体
的
特
徴
を
誇
張
し
、
黒
人
を
ひ
と
つ
の
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
視
覚
的
に
決
定
し
て
い
く
傾
向
は
、
特
に
一
九
世
紀
の
後

半
に
起
こ
っ
た
マ
ミ
ー
現
象
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
二
〇
世
紀
を
経
て
今

日
な
お
黒
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
有
効
で
あ
る
し
、
い
か
に
か
れ

ら
が
奴
隷
の
身
か
ら
解
き
放
た
れ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
さ
ら

に
ひ
と
つ
の
特
殊
な
「
人
種
」
に
括
ら
れ
、
そ
の
う
え
ア
メ
リ
カ
人
で
は

な
く
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
存
在
と
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
で
認
識
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
と
と
も
に
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
そ
の

よ
う
な
か
れ
ら
を
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　

マ
ミ
ー
・
ク
レ
イ
ズ
と
呼
ば
れ
た
現
象
が
起
き
、
黒
人
女
の
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
が
全
米
に
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
、、
一
九
世
紀
後
半
の
「
ジ

ム
・
ク
ロ
ウ
法
」
の
成
立
し
て
い
く
社
会
状
況
の
な
か
で
あ
っ
た
。
料
理

人
・
女
中
の
姿
を
し
た
黒
人
女
像
が
前
記
の
黒
人
少
年
像
と
と
も
に
さ
か

ん
に
造
型
さ
れ
、
一
般
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
マ
ミ
ー
像
の
身
体
的
特
徴

は
、
背
は
低
く
太
っ
た
女
で
、
目
の
く
り
く
り
し
た
愛
嬌
の
あ
る
表
情
ゆ

た
か
な
顔
を
し
て
い
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
チ
ェ
ル
の
『
風
と
共
に
去

り
ぬ
』（
一
九
三
八
）
の
映
画
化
さ
れ
た
マ
ミ
ー
像
に
よ
っ
て
、
視
覚
的

に
世
界
中
に
浸
透
し
定
着
し
た
ハ
ッ
テ
ィ
・
マ
ク
ダ
ニ
エ
ル
の
姿
を
思
い

浮
か
べ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
た
や
す
く
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
そ
の
前
身
に
な
る
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
誕
生
し
た
や
や
大

柄
の
「
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
」
で
、
そ
の
姿
が
全
米
の
家
庭
に
広
ま
っ

て
い
き
、
い
わ
ゆ
る
マ
ミ
ー
現
象
が
起
き
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

影
響
を
与
え
た
の
は
、「
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
」
像
が
家
庭
で
使
う
パ

ン
ケ
ー
キ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
箱
絵
に
採
用
さ
れ
宣
伝
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
一
八
九
〇
年
に
、
商
標
登
録
を
手
に
入
れ
た
企
業
家
が
実
在
の
ナ

ン
シ
ー･

グ
リ
ー
ン
を
起
用
し
、
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
で
開
か
れ
た
コ

ロ
ン
ビ
ア
博
覧
会
で
、
最
初
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト･

ミ
ッ
ク
ス
を
紹
介
す
る

た
め
に
ナ
ン
シ
ー･

グ
リ
ー
ン
が
会
場
で
パ
ン
ケ
ー
キ
作
り
を
実
演
し
た
。

ナ
ン
シ
ー･

グ
リ
ー
ン
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
生
ま
れ
の
元
奴
隷
で
、
き
れ
い

に
揃
っ
た
真
っ
白
な
歯
が
、
真
っ
黒
い
肌
と
強
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を

な
し
て
い
た
と
い
う
（
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド･

コ
ン
パ
ニ
オ
ン
、32
）。
ナ
ン

シ
ー･
グ
リ
ー
ン
の
「
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
」
は
大
評
判
に
な
り
、
パ

ン
ケ
ー
キ･
ミ
ッ
ク
ス
の
箱
を
介
在
し
て
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
へ
、「
ジ
ェ
マ

イ
マ
お
ば
さ
ん
」
像
が
浸
透
し
て
い
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世

紀
前
半
へ
か
け
て
、「
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
」
に
代
表
さ
れ
る
マ
ミ
ー
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像
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
黒
人
女
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

を
「
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
」
に
代
表
さ
れ
る
マ
ミ
ー
像
に
縛
り
つ
け

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
身
体
的
に
は
、「
か
な
り
太
っ
た
、
胸
の
大
き
い
、

色
の
黒
い
」
お
ば
さ
ん
で
、「
真
っ
黒
い
肌
に
白
い
歯
」
の
目
立
つ
女
性

像
で
あ
る
。
さ
ら
に
パ
ン
ケ
ー
キ
の
箱
に
描
か
れ
た
「
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば

さ
ん
」
像
は
、「
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
で
頭
を
覆
い
、
縞
模
様
の
洋
服
（
た
い

て
い
赤
と
白
の
ギ
ン
ガ
ム･

チ
ェ
ッ
ク
）
を
身
に
ま
と
い
、
エ
プ
ロ
ン
を

つ
け
て
、
に
っ
こ
り
大
口
を
開
け
て
笑
っ
て
い
る
、
や
さ
し
く
、
快
活
な
、

決
し
て
怒
っ
た
り
し
な
い
、
礼
儀
た
だ
し
い
」
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
」
像
は
、パ
ン
ケ
ー
キ･

ミ
ッ
ク
ス
の
箱
の
図
柄

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
広
告
・
小
物
・
絵
葉
書
・
雑
誌
に
登
場
し
て
、

ク
ッ
キ
ー･

ジ
ャ
ー
、
シ
ロ
ッ
プ
入
れ
、
香
辛
料
入
れ
の
類
の
料
理
道
具

や
台
所
用
品
、
メ
モ
用
紙
挟
み
や
楊
枝
入
れ
、
貯
金
箱
に
な
っ
て
日
常
生

活
に
入
り
込
ん
で
い
く
。

　

こ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

「
胸
が
大
き
い
」
と
い
う
身
体
的
特
徴
は
、「
女
ら
し
さ
」
を
強
調
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
一
九
世
紀
の
お
上
品
な
伝
統
が
白
人
女
性
に
求

め
た
理
想
像
と
同
じ
「
女
ら
し
さ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
コ
ル

セ
ッ
ト
で
締
め
つ
け
た
腰
の
く
び
れ
た
「
美
し
い
」
身
体
で
は
な
く
、
自

然
の
ま
ま
に
豊
か
に
な
っ
た
胸
や
腰
が
マ
ミ
ー
像
に
な
っ
て
い
く
。
自
然

で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
美
質
で
は
な
く
、
無
秩
序
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
時

代
に
、
白
人
の
求
め
る
理
想
像
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ジ
ェ

マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
」
と
い
う
呼
称
に
も
明
ら
か
で
、「
お
ば
さ
ん
」
と
い

う
呼
び
か
た
に
す
で
に
「
女
ら
し
さ
」
の
欠
如
が
示
さ
れ
て
い
る
。
妻
で

も
母
親
で
も
な
く
い
わ
ば
中
性
的
な
、
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
排
除

し
た
女
像
な
の
で
あ
る
。

　

私
が
こ
こ
で
マ
ミ
ー
現
象
・
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
像
に
こ
だ
わ
る
の

は
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
が
そ
れ
に
よ
っ
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ

て
、
あ
る
い
は
北
部
に
住
む
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
異
郷
で
あ
る
南
部

が
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
元
奴
隷
の
具
体
的
な
身
体
を
備
え
た
像

に
な
っ
て
、
あ
た
か
も
南
部
の
表
象
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に

問
題
が
あ
る
。
マ
ミ
ー
像
や
黒
人
少
年
の
小
物
入
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が

南
部
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い
く
危
険
で
あ
る
。
そ
し
て
南
部
と
は
一
九
世

紀
半
ば
す
ぎ
ま
で
奴
隷
制
度
を
擁
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
南
部
と
は
奴
隷

制
度
の
謂い

い

で
も
あ
り
、
そ
れ
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
、
す
な
わ
ち
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
姿
の
ま
ま
で
解
釈
さ
れ
、
間
違
っ
た
前
提
で
奴
隷
制
度

が
固
定
化
・
正
当
化
さ
れ
る
危
険
を
含
む
の
で
あ
る
。

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
白
人
の
元
奴
隷
制
度
廃
止

論
者
の
家
に
、デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
黒
人
少
年
の
小
物
入
れ
（
硬
貨
入
れ
）

が
置
い
て
あ
る
の
か
。
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
は
、
南
部
の
奴
隷
制

度
の
遺
物
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
奴
隷
制
度
の
現
在
の
あ
り
か
た

で
あ
る
。
黒
人
少
年
の
小
物
入
れ
に
よ
っ
て
、
元
奴
隷
の
娘
で
あ
る
デ
ン

ヴ
ァ
ー
は
何
を
思
い
、
元
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
の
白
人
は
い
っ
た
い
何
を

思
い
浮
か
べ
る
の
か
。
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
奴
隷
は
、
も
と
も
と
ア
フ
リ
カ

ン
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
、
異

郷
の
ア
メ
リ
カ
南
部
を
故
郷
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
だ
が
そ
の
故

郷
は
決
し
て
懐
か
し
い
故
郷
で
は
な
く
、
地
域
的
な
故
郷
は
、
政
治
・
経

済
・
社
会
制
度
と
し
て
の
奴
隷
制
度
と
密
着
し
た
故
郷
で
あ
っ
た
。『
ビ

ラ
ヴ
ド
』
の
逃
亡
奴
隷
が
い
た
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
農
場
を
、
白
人
の
主
人

（
マ
ス
タ
ー
）
は
「
ス
イ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
」
と
命
名
し
て
い
る
。
先
代
の

白
人
農
園
主
は
、
そ
の
よ
う
に
命
名
し
な
が
ら
ひ
と
つ
の
実
験
を
行
い
、
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自
分
の
理
想
主
義
を
実
現
し
た
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
だ
が
次
代
の
農
園

主
に
な
る
と
ま
っ
た
く
奴
隷
を
動
物
化
す
る
実
験
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
先
代
の
理
想
的
な
農
場
が
現
実
に
は
多
く
の
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い

た
こ
と
も
明
白
に
な
っ
て
く
る
。
奴
隷
が
働
く
農
場
を「
ス
イ
ー
ト
・
ホ
ー

ム
」
と
命
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
故
郷
の
問
題
を

奴
隷
制
度
と
絡
め
て
提
起
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

3　
故
郷
と
し
て
の
「
南
部
」

　

南
部
と
故
郷
の
問
題
を
ま
た
別
の
側
面
か
ら
提
示
し
た
の
は
、

一
九
六
三
年
に
「
ワ
シ
ン
ト
ン
大
行
進
」
を
指
導
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー

サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
で
あ
っ
た
。
公
民
権
法
の
批
准
を
求
め
、「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
地
位
向
上
を
求
め
た
「
ワ
シ
ン
ト
ン
大
行
進
」
の
最

高
潮
を
な
す
、
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
「
私
に
は
夢
が
あ
る
」
と
い
う

演
説
で
、
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
牧
師
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
リ
ン
カ
ー
ン
・

メ
モ
リ
ア
ル
の
前
か
ら
、
モ
ー
ル
（
芝
生
）
を
埋
め
尽
く
し
た
群
衆
に
向

か
っ
て
、
南
部
へ
帰
ろ
う
、
北
部
の
黒
人
の
町
へ
戻
ろ
う
と
呼
び
か
け
て

い
る
。

　
「
ミ
シ
シ
ッ
ピ
へ
帰
ろ
う
。
ア
ラ
バ
マ
へ
帰
ろ
う
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
へ
帰

ろ
う
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
へ
帰
ろ
う
。
北
部
の
都
会
の
ス
ラ
ム
や
ゲ
ッ
ト
ー
へ

帰
ろ
う
」。
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
牧
師
が
具
体
的
に
南
部
の
諸
州
の
名
前

を
挙
げ
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
強
調
す
る
の
は
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
黒
人

少
年
の
小
物
入
れ
が
伝
達
す
る
南
部
の
よ
う
に
、
貧
困
の
象
徴
・
教
育
の

欠
落
・
文
化
層
の
低
さ
を
あ
ら
わ
す
南
部
諸
州
へ
積
極
的
に
目
を
向
け
、

そ
れ
を
認
識
し
、
肯
定
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
南
部

や
北
部
の
大
都
会
の
黒
人
ゲ
ッ
ト
ー
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
忘
却
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
積
極
的
に
自
分
た
ち
の
よ
っ
て
立
つ
原
点
を
見

出
し
、
そ
こ
に
自
分
た
ち
の
力
強
い
精
神
的
故
郷
を
見
出
そ
う
と
い
う
こ

こ
ろ
ざ
し
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
牧
師

が
夢
見
て
い
る
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
が
過
去
の
歴
史
を
見
つ
め

直
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
故
郷
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
築
き
上
げ
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
五
〇
年
代
・
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
白
人
化
・
白
人

の
「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
を
追
求
す
る
傾
向
の
な
か
で
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」

の
現
在
を
よ
く
見
つ
め
、
過
去
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
過
去
を
取
り

入
れ
、
そ
こ
か
ら
未
来
へ
向
け
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に
住
む
黒
人
と
し
て
の

人
生
を
凝
視
し
、
捉
え
直
そ
う
と
い
う
呼
び
か
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い

た
ず
ら
に
奴
隷
制
度
を
隠
蔽
し
、
忘
却
す
る
の
で
は
な
く
、
確
固
と
し
た

視
線
で
自
分
の
故
郷
を
作
り
出
す
作
業
を
提
案
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
自
分
た
ち
の
「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
を
ア
メ
リ
カ
社
会
で
追
い
求
め
る

こ
と
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
れ
ら
「
ア
メ
リ
カ

の
黒
人
」
は
、
ア
メ
リ
カ
を
故
郷
と
見
な
す
こ
と
す
ら
否
定
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
祖
先
は
故
郷
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
強
制
的
に
引
き
離

さ
れ
、
故
郷
で
も
な
い
ア
メ
リ
カ
の
土
地
で
死
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
奴
隷
貿
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
何
十
年
何
百
年
が
経
る
と
、

ア
メ
リ
カ
に
生
き
る
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
は
、
も
は
や
ア
フ
リ
カ
を
故

郷
と
見
な
す
こ
と
に
も
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
間
性
を
否
定
さ
れ
た
奴
隷
の
身
で
暮
ら
す
ア

メ
リ
カ
の
南
部
を
故
郷
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
か
れ
ら
の

故
郷
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
か
れ
ら
は
異
郷
の
な
か
に
、
異
郷
の
ア
メ
リ

カ
に
、
異
郷
の
南
部
に
、
か
れ
ら
の
故
郷
を
建
設
す
る
作
業
を
積
極
的
に
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行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
地
域
的
な
異
郷
を
指
す
の
み
な
ら
ず
、
奴

隷
制
度
と
い
う
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
異
郷
で
あ

る
。
異
郷
を
抱
え
込
み
な
が
ら
自
分
た
ち
の
よ
っ
て
た
つ
と
こ
ろ
と
し
て

の
故
郷
を
建
設
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
根
を
張
る

こ
と
。
そ
れ
が
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
牧
師
の
呼
び
か
け
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
お
け
る
黒
人
少
年
の
小
物
入
れ
は
、
ま
さ
に
異
郷
と

し
て
の
南
部
を
、
ま
た
異
郷
と
し
て
の
奴
隷
制
度
を
想
起
さ
せ
る
記
号
で

あ
る
。
黒
人
少
年
の
小
物
入
れ
の
描
写
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
身

体
的
に
歪
め
ら
れ
た
黒
人
像
で
あ
り
、
そ
の
用
途
は
日
常
瑣
末
な
便
利
さ

の
た
め
で
あ
り
、
特
定
の
意
味
あ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
台
座
の
刻
印
で
あ
る
。
そ
の
文
字
は
、
黒
人
少
年

の
隷
属
状
態
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
奇
妙
な
制
度
」
と

呼
ば
れ
た
奴
隷
制
度
の
も
と
で
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
ら
で
あ
り
、
奴
隷
解
放
後
の
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
に
対
し
て
も
、

多
か
れ
少
な
か
れ
抱
か
れ
て
い
る
共
通
認
識
で
あ
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
黒

人
」
の
身
体
的
歪
曲
は
、
か
れ
ら
の
人
間
性
を
剥
奪
し
た
精
神
的
歪
曲
を

写
し
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
、
モ
リ
ス
ン
の
言
葉
を
使
え
ば
ア

メ
リ
カ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
白
人
ア
メ
リ
カ
人
が
生
み
出

し
造
形
す
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
像
を
、
言
い
換
え
れ
ば
ア
メ
リ

カ
社
会
に
お
け
る
白
人
が
勝
手
に
創
造
す
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
プ
レ
ゼ
ン
ス

を
象
徴
し
て
い
る
。

　

醜
く
誇
張
さ
れ
た
身
体
は
、
そ
の
ま
ま
精
神
の
デ
フ
ォ
ル
メ
状
態
を
暗

示
す
る
し
、
黒
人
は
身
体
的
・
精
神
的
に
醜
い
と
い
う
印
象
を
刻
印
す
る
。

そ
れ
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
と
そ
の
醜
さ
は
現
実
で
あ
る
と
い
う
錯
誤

を
植
え
つ
け
、
精
神
的
隷
属
は
生
ま
れ
つ
き
の
資
質
で
あ
る
よ
う
な
錯
覚

を
呼
び
起
こ
す
。『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
黒
人
少
年
の
小
物
入
れ
は
、
こ
の
よ

う
に
誤
解
を
許
す
記
憶
の
〈
場
〉
に
な
る
。

4　
『
ス
ー
ラ
』
に
お
け
る
「
場
（
プ
レ
イ
ス
）」

　

異
郷
と
故
郷
と
い
う
視
点
か
ら
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
「
ブ
ル
ー
ス
ト
ー

ン
通
り
1
2
4
番
地
」
と
い
う
〈
場
〉
に
つ
い
て
私
は
論
じ
る
つ
も
り
だ

が
、
そ
の
前
に
、
他
の
モ
リ
ス
ン
作
品
に
お
け
る
場
所
の
意
味
に
つ
い
て

簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
・
Ａ
・
ベ
イ
カ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
、
モ
リ
ス
ン
の
『
ス
ー

ラ
』
を
分
析
し
な
が
ら
、「
親
密
で
体
系
化
さ
れ
た
秩
序
あ
る
黒
人
の
村

の
価
値
観
」（
ベ
イ
カ
ー
、
236
）
を
描
き
出
す
こ
と
が
モ
リ
ス
ン
に
と
っ

て
の
究
極
的
な
目
標
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ

ン
に
と
っ
て
の
「
場
所
」
ボ
ト
ム
の
描
写
か
ら
始
ま
り
、
白
人
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
場
所
が
特
殊
な
役
割
を
果
た
す
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
ベ

イ
カ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

か
つ
て
ゾ
ラ
・
ニ
ー
ル
・
ハ
ー
ス
ト
ン
が
娘
時
代
ま
で
を
過
ご
し
た
、
生

ま
れ
故
郷
の
フ
ロ
リ
ダ
州
イ
ー
ト
ン
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
黒
人

町
に
備
わ
る
黒
人
ど
う
し
の
平
等
感
・
安
心
感
を
も
た
ら
す
町
の
環
境

を
、「
親
密
な
黒
人
の
村
の
価
値
観
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
ベ
イ
カ
ー
・

ジ
ュ
ニ
ア
は
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
た
し
か
に
モ
リ
ス
ン
が
ア

フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
共
同
体
を
意
識
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
は
事

実
で
、そ
れ
が
た
と
え
ば
そ
の
後
の
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
よ
う
に
、シ
ス
タ
ー

フ
ッ
ド
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
そ
う
で
な
い
に
し
ろ
、
モ
リ

ス
ン
の
関
心
の
あ
り
か
と
し
て
共
同
体
は
作
品
の
な
か
に
確
実
に
感
じ
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取
ら
れ
る
。

　

ベ
イ
カ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
取
り
上
げ
て
い
る
『
ス
ー
ラ
』
が
、
そ
の

中
心
に
共
同
体
の
問
題
を
据
え
て
い
る
の
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ

る
。
だ
が
は
た
し
て
ベ
イ
カ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
主
張
す
る
「
親
密
な
黒
人

の
村
の
価
値
観
」
を
こ
の
作
品
に
お
い
て
モ
リ
ス
ン
が
追
求
し
て
い
る
と

断
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
の
作
品
の
出
だ
し
の
描
写
に
よ

る
と
、
黒
人
は
白
人
に
労
働
を
搾
取
さ
れ
、
報
酬
と
し
て
も
ら
え
る
は
ず

だ
っ
た
肥
沃
な
谷
間
の
土
地
は
貰
え
ず
、「
ニ
ガ
ー
の
冗
談
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
白
人
農
夫
の
操
作
に
よ
っ
て
、
山
間
の
耕
作
に
不
適
な

土
地
を
あ
て
が
わ
れ
る
。
白
人
に
虐
待
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
か

え
っ
て
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
た
ち
が
結
束
し
、
調
和
あ
る
共
同
体

建
設
を
願
望
す
る
、
そ
の
強
い
気
持
ち
を
抱
く
住
民
が
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。
だ
が
主
人
公
を
ス
ー
ラ
に
し
た
と
き
の
作
家
の
意
図

は
、「
黒
人
の
村
の
価
値
観
」
を
ま
さ
に
俎
上
に
載
せ
て
、
そ
れ
を
全
面

的
に
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
と
共
同
体
と
い
う
視
点
か
ら
、
ア
フ

リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
共
同
体
が
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
こ
と
を
描
き

出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

象
徴
的
な
一
人
旅
を
終
え
た
主
人
公
の
ス
ー
ラ
は
、
故
郷
の
ボ
ト
ム
へ

戻
っ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
事
実
か
ら
、
外
の
世
界
を
知
っ
た
ス
ー
ラ
が

結
局
は
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
共
同
体
に
戻
り
、
そ
こ
に
黒
人
の
村

の
緊
密
な
関
係
性
を
求
め
た
と
い
う
解
釈
・
評
価
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ

う
。
ベ
イ
カ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
結
末
の
ス
ー
ラ
の
帰
還
に
よ
っ
て
、
ア
フ

リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
共
同
体
を
故
郷
と
し
た
ス
ー
ラ
像
を
思
い
浮
か
べ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
モ
リ
ス
ン
の
物
語
は
そ
の
よ
う
に
短
絡

的
に
進
展
も
終
結
も
し
な
い
。

　

こ
こ
で
印
象
的
な
最
後
の
場
面
は
、
死
ん
だ
ス
ー
ラ
の
墓
参
り
を
し
て

い
る
ネ
ル
の
姿
で
あ
る
。
少
女
時
代
の
友
達
だ
っ
た
ネ
ル
は
、
夫
を
寝

取
ら
れ
仲
た
が
い
を
し
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
自
分

と
も
っ
と
も
強
い
精
神
的
関
係
に
あ
っ
た
存
在
は
、
母
親
で
も
夫
で
も

な
く
ス
ー
ラ
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
墓

標
に
は
、
ス
ー
ラ
の
家
族
た
ち
ピ
ー
ス
家
の
死
ん
だ
人
々
の
名
前
が
刻

ま
れ
て
い
る
。
複
数
の
「
ピ
ー
ス
（
平
和
）」
と
い
う
文
字
の
並
列
で
あ

る
。
黒
人
墓
地
を
訪
れ
た
ネ
ル
は
、
ス
ー
ラ
・
ピ
ー
ス
の
墓
を
見
つ
め
な

が
ら
、
黒
人
霊
歌
の
歌
詞
「
と
う
と
う
自
由
に
（
フ
リ
ー
・
ア
ト
・
ラ
ス

ト
）」
に
倣
っ
て
言
え
ば
、「
と
う
と
う
平
和
に
（
ピ
ー
ス
・
ア
ト
・
ラ
ス

ト
」
と
い
う
思
い
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
に
よ
り
そ
れ
を

納
得
す
る
ネ
ル
の
悲
し
み
は
深
い
だ
ろ
う
が
、
ス
ー
ラ
の
眠
る
黒
人
墓
地

に
い
わ
ば
精
神
の
故
郷
を
見
出
し
て
い
る
ネ
ル
の
姿
で
物
語
は
終
わ
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
黒
人
の
田
舎
の
牧
歌
的
な
緊
密
な
関
係
性
と
い
う
よ
り

は
、
自
分
の
存
在
を
個
人
と
し
て
自
覚
し
た
ネ
ル
が
、
す
で
に
個
人
と
し

て
の
自
覚
を
確
立
し
て
い
た
少
女
時
代
の
友
達
と
誠
実
な
関
係
性
を
結

ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
の
証
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

パ
ト
リ
シ
ア
・
マ
ッ
キ
ー
は
『
ス
ー
ラ
』
論
で
、
ベ
イ
カ
ー
・
ジ
ュ
ニ

ア
の
主
張
に
反
論
し
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、「
親
密
で
体
系
化

さ
れ
た
秩
序
あ
る
黒
人
の
村
の
価
値
観
」
で
は
な
く
、「
失
わ
れ
た
存
在
、

寂
し
く
思
う
欠
落
」（
マ
ッ
キ
ー
、
147
）
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は

た
と
え
ば
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
響
き
と
怒
り
』
の
よ
う
に
、
欠
落
が
抽

象
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
欠
落
が
身
体
化
さ
れ
て
い
る
と
マ
ッ

キ
ー
は
、
そ
の
違
い
を
述
べ
る
。『
ス
ー
ラ
』
の
な
か
で
身
体
の
デ
フ
ォ

ル
メ
が
見
ら
れ
る
の
は
、
成
長
し
な
い
少
年
た
ち
も
そ
う
だ
が
、
そ
れ
よ

り
な
に
よ
り
ス
ー
ラ
の
祖
母
エ
ヴ
ァ
の
場
合
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
子
供
た

ち
を
養
う
た
め
に
保
険
金
を
手
に
入
れ
る
目
的
で
、
エ
ヴ
ァ
は
鉄
道
線
路
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に
横
た
わ
り
、
脚
を
切
断
し
た
と
噂
さ
れ
て
い
る
。
身
体
化
と
は
ま
た
同

時
に
身
体
の
欠
落
に
対
し
て
意
識
的
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
作
品
に

お
け
る
い
く
つ
か
の
瞠
目
さ
せ
る
死
が
、
静
か
な
死
と
し
て
描
か
れ
る
の

で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
、
異
常
で
激
烈
な
身
体
の
消
滅
を
表
現
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
モ
リ
ス
ン
の
身
体
化
が
単
純
素
朴
な
肉
体
化
・
現
実

化
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。〈
場
（
プ
レ
イ
ス
）〉
を
求
め
る
こ
と
、

具
体
化
・
身
体
化
の
作
業
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ

リ
カ
ン
共
同
体
の
牧
歌
的
な
望
郷
の
念
に
つ
な
が
る
の
で
な
い
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
モ
リ
ス
ン
は
そ
の
よ
う
な
故
郷
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。

　

ボ
ト
ム
の
住
人
は
、
自
分
た
ち
の
共
同
体
、
ゆ
た
か
な
農
業
生
産
を
保

証
す
る
故
郷
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
白
人
の
姦
計
に
よ
り

阻
ま
れ
、「
天
国
の
底
地
」
だ
か
ら
神
の
国
に
近
い
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
、

オ
ハ
イ
オ
の
肥
沃
な
谷
間
で
は
な
く
、
耕
作
し
に
く
い
山
間
の
土
地
を
あ

て
が
わ
れ
る
。
ト
ン
ネ
ル
建
設
で
仕
事
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と

期
待
す
れ
ば
、
黒
人
ま
で
仕
事
の
割
り
当
て
は
回
っ
て
こ
な
い
。
し
た

が
っ
て
貧
窮
生
活
が
強
い
ら
れ
、
自
分
た
ち
の
「
場
所
」
を
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。「
場
所
」
の
喪
失
、
欠
落
、
獲
得
不
全
が
ア
フ
リ
カ
ン
・

ア
メ
リ
カ
ン
の
運
命
で
あ
っ
た
。
故
郷
を
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に

故
郷
喪
失
を
、
故
郷
喪
失
状
態
を
強
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

5　
故
郷
喪
失
の
『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』

　

そ
の
よ
う
な
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
故
郷
喪
失
・
獲
得
を
主
題

に
し
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
作
品
に
、『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』
が
あ
る
。
主

人
公
の
ミ
ル
ク
マ
ン
・
デ
ッ
ド
は
、
北
部
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
金
銭
本
位
の
父
親
か
ら
離
れ
て
南
部
の
祖
先
の
故

郷
へ
の
旅
に
出
る
。
そ
も
そ
も
の
理
由
は
祖
先
の
残
し
た
と
さ
れ
る
黄
金

探
し
だ
っ
た
が
、
や
が
て
南
部
の
祖
先
の
故
郷
に
自
分
の
出
自
の
原
点
を

確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
ル
ク
マ
ン
は
人
生
に
お
け
る
価
値
を
知
る

よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
と
き
飛
翔
を
こ
こ
ろ
み
た
ミ
ル
ク
マ
ン

は
死
を
迎
え
、
物
語
は
決
し
て
通
り
一
遍
の
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
は
な
ら
な
い
。

　

資
本
主
義
的
向
上
心
に
取
り
憑
か
れ
た
父
親
の
絆
を
断
ち
切
っ
た
ミ

ル
ク
マ
ン
は
、
南
部
の
村
を
歩
き
な
が
ら
、
そ
の
土
地
に
接
す
る
だ
け
で

気
分
が
良
く
な
る
自
分
を
感
じ
て
い
る
。
ま
さ
に
南
部
の
土
地
、
か
つ
て

奴
隷
制
度
の
時
代
に
、
祖
先
が
ア
フ
リ
カ
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
て
奴
隷
に

さ
れ
、
子
供
を
二
一
人
作
っ
た
あ
と
で
、
ひ
と
り
大
西
洋
を
飛
ん
で
帰
っ

て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
歌
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
地
に
や
っ
て
き
た
ミ
ル
ク

マ
ン
は
、
よ
う
や
く
自
分
の
「
故
郷
」
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
南
部
の

地
面
に
足
で
触
れ
、
歩
い
て
い
る
だ
け
で
帰
属
感
を
抱
き
、
ミ
ル
ク
マ
ン

は
喜
び
に
満
ち
溢
れ
て
く
る
。「
自
分
の
足
が
茎
の
よ
う
に
、
木
の
幹
の

よ
う
に
、
身
体
の
一
部
が
岩
の
な
か
へ
地
面
の
な
か
へ
ぐ
ん
ぐ
ん
拡
が
っ

て
い
く
と
、
と
て
も
心
地
よ
く
な
る
│
│
歩
い
て
い
る
地
面
の
上
を
、
場

所
（
プ
レ
イ
ス
）
の
上
を
」（
284
）。

　

そ
し
て
ミ
ル
ク
マ
ン
は
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
共
同
体
の
周
縁
に
暮
ら

す
父
親
の
妹
パ
イ
ロ
ッ
ト
（
ピ
ラ
ト
）
を
連
れ
て
、
南
部
に
あ
る
祖
先
の

故
郷
の
土
地
へ
や
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
周
縁
性
、「
故

郷
喪
失
（
ホ
ー
ム
レ
ス
ネ
ス
）」
は
終
わ
り
、
よ
り
高
い
崖
の
上
へ
登
っ

て
い
き
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
飛
翔
」
に
よ
っ
て
生
命
の
最
期
を
迎
え

る
。
だ
が
そ
れ
は
ミ
ル
ク
マ
ン
が
獲
得
し
た
自
由
や
、
根
を
持
つ
こ
と
を
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超 越 し た 飛 翔 で あ っ た と 、 メ ル ヴ ィ ン ・ デ ィ ク ソ ン は 主 張 す る 。「 い ま や ミ ル ク マ ン は 空 を 遊 泳 す る こ と が で き る 。 そ の 降 伏 の飛 翔 は 究 極 的 な 行 為 で 、 虚 栄 心 を 捨 て 去 り 、 荒 野 の 試 練 を 経 ては じ め て つ か む こ と が で き た の で あ る 。 ミ ル ク マ ン の 飛 翔 は 、根 を 下 ろ し 、  獲 得 し た 自 由 を も 超 越 す る 」  （ デ ィ ク ソ ン 、

1 6 9） と 、

デ ィ ク ソ ン は 言 う の だ が 、  「 故 郷 喪 失 （ ホ ー ム レ ス ネ ス ）  」 か ら 、故 郷 獲 得 が 成 就 さ れ た と 思 わ れ た 直 後 の 飛 翔 に 、 そ の よ う な 幸福 感 が 漲 っ て い た の だ ろ う か 。 飛 翔 に よ り 死 を 迎 え る と い う のは 、  「 フ リ ー

･

ア ト  ・  ラ ス ト 」 が 死 に よ る 自 由 へ の 解 放 で あ っ た

よ う に 、 決 し て ハ ッ ピ ー ・ エ ン デ ィ ン グ で は な い の で あ る 。　
こ の 物 語 は 保 険 外 交 員 ロ バ ー ト ・ ス ミ ス の 飛 翔 で 始 ま っ て い

た が 、 ア フ リ カ へ 帰 っ て い っ た と い う 祖 先 の 飛 翔 、 空 飛 ぶ 人 間の 神 話 、 そ し て 最 後 の 場 面 の ミ ル ク マ ン の 飛 翔 は 、 未 来 へ 希 望を 託 す 何 か に 向 か っ て の 飛 翔 で あ る と と も に 、 何 か か ら 逃 亡 する 、 い ま わ し い 過 去 を 断 ち 切 る 飛 翔 で も あ っ た 。 ミ ル ク マ ン は仲 間 の 戦 闘 的 ブ ラ ッ ク ・ パ ワ ー の 権 化 ギ タ ー に 追 わ れ て 、 子 供た ち の 歌 に う た わ れ た 祖 先 の よ う に 飛 翔 す る が 、 飛 ん で 落 ち てい っ た の は ギ タ ー の 腕 の な か で あ る 。 ギ タ ー は 白 人 の 人 種 差 別へ の 復 讐 を 図 る 黒 人 活 動 家 集 団 セ ヴ ン ・ デ イ ズ の 一 員 で 、 こ の組 織 は 黒 人 が 殺 さ れ た 数 だ け 白 人 を 殺 す 、 一 日 一 殺 と い う 標 語を 掲 げ て い る 。 そ の セ ヴ ン ・ デ イ ズ の 人 間 が 、 故 郷 を 南 部 に 発見 し た 元 奴 隷 の 子 孫 を 飛 翔 に 追 い や り 、 そ の 結 果 と し て 死 を自 分 の 腕 の な か で 迎 え さ せ る と い う 矛 盾 に 満 ち た 結 果 に こ そ 、「 ア メ リ カ の 黒 人 」 の 「 故 郷 喪 失 （ ホ ー ム レ ス ネ ス ）  」 の 問 題 があ る の で は な い か 。 死 の 向 こ う の 自 由 （ と う と う 自 由 に ─ ─ フリ ー ・ ア ト ・ ラ ス ト ） と い う 考 え は 、 そ れ が 黒 人 霊 歌 の 歌 詞 で

あ っ た よ う に 、 決 し て 現 実 的 な 幸 せ の 喜 び を 歌 っ て い る の で はな い 。 メ ル ヴ ィ ン ・ デ ィ ク ソ ン は 、 ミ ル ク マ ン の 飛 翔 を 、 そ して モ リ ス ン の 飛 翔 を 「 荒 野 か ら 抜 け 出 し 、 自 己 克 己 と 完 全 な る統 御 」  （ デ ィ ク ソ ン 、

1 6 9） を 成 し 遂 げ た と 見 な し て い る が 、 非

暴 力 の ミ ル ク マ ン が 暴 力 へ 走 っ て い っ た 仲 間 の ギ タ ー に 追 い詰 め ら れ る と い う 状 況 に 、  「 自 己 克 己 と 完 全 な る 統 御 」 は あ りえ な い の で は な い か 。 か つ て は 友 人 同 士 だ っ た ア フ リ カ ン ・ アメ リ カ ン の 間 に お け る 相 克 を そ こ に 読 み 取 る こ と が で き る ので あ り 、 故 郷 の 土 地 で 異 質 な 価 値 観 を 抱 く ギ タ ー の 存 在 の 前 景化 は 、 南 部 ＝ 故 郷 と い う 素 朴 な 景 色 を 描 く こ と の で き な い こ とを 語 っ て い る 。 ミ ル ク マ ン の 、 あ る い は ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カン の 故 郷 獲 得 と 飛 翔 の テ ー マ は 、  「 ア メ リ カ の 黒 人 」 の な か にお け る ア メ リ カ 社 会 の 〈 異 郷 〉 意 識 と い う 視 点 か ら 読 み 解 き 分析 せ ね ば な ら な い 。
6　 「 く に 」 の 意 味

　 　

　
故 郷 ・ ホ ー ム ・ 南 部 の か か わ り で モ リ ス ン 作 品 に 言 及 し た が 、

故 国 ・ 母 国 ・ 祖 国 の 使 い わ け で 、 こ の 問 題 を 論 じ た 『 こ と ば と国 家 』 の 田 中 克 彦 は 、  故 国 を 「 自 分 の 生 ま れ た 国 」  、  母 国 を 「 現に 国 民 と し て 属 し て い る 国 」  、 祖 国 を 「 祖 先 の 出 身 国 」 と 定 義し て い る （ 田 中 、

4 7─

5 1）  。 近 代 の 国 民 国 家 の 成 立 と の か か わ り

に よ る ア ジ ア の 、 と り わ け 朝 鮮 と 日 本 の 国 民 意 識 を 論 じ な がら 、  徐 京 植 は  『 デ ィ ア ス ポ ラ 紀 行 』  で 、  田 中 の 定 義 を 援 用 し 故 国  ・母 国 ・ 祖 国 の 複 雑 さ を 述 べ て い る 。 こ の よ う な ホ ー ム の 解 釈 に



80

照
ら
し
た
と
き
、
元
奴
隷
で
あ
っ
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
と
っ

て
、
故
国
・
母
国
・
祖
国
は
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
奴
隷
解
放
令
が
出
さ
れ
、
南
北
戦
争
が
終
結
し
た
後
の
か

れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
市
民
に
な
り
、
憲
法
修
正
案
で
そ
の
立
場
が
保
証
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
国
の
な
か
で
市
民
と
し
て
の
立
場

を
確
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
母
国
も
故
国
も
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
〈
異
郷
〉
意
識
を
抱
か
さ
れ
て
い
る

か
れ
ら
の
精
神
は
、「
歴
史
的
南
部
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
地
域
へ
戻
っ
て
い
っ

て
も
、
ミ
ル
ク
マ
ン
の
よ
う
に
、
故
郷
獲
得
と
と
も
に
死
を
迎
え
る
と
い

う
結
末
に
な
る
。

　

徐
京
植
は
、
お
そ
ら
く
故
国
・
母
国
・
祖
国
と
い
う
区
分
け
に
満
足
し

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
あ
ら
た
に
「
く
に
」
と
い
う
平
仮
名
表
記
の
定
義

を
生
み
出
す
。
そ
の
「
く
に
」
と
は
モ
リ
ス
ン
が
関
心
を
抱
き
続
け
て
い

る
故
郷
・
ホ
ー
ム
、
そ
し
て
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
牧
師
の
「
南
部
・
北
部

の
都
会
の
ゲ
ッ
ト
ー
」
に
戻
っ
て
行
っ
て
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
ホ
ー
ム

に
近
い
も
の
で
は
な
い
の
か
。
国
民
国
家
と
し
て
の
「
く
に
」
で
は
決
し

て
な
い
。
今
で
は
だ
い
ぶ
廃
れ
て
し
ま
っ
た
言
い
回
し
だ
が
、
日
本
語
で

「
く
に
に
帰
る
」
と
い
う
と
き
の
「
く
に
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
地
域
と
と

も
に
家
・
家
族
を
含
む
表
現
で
あ
る
。
徐
京
植
は
さ
ら
に
そ
れ
を
発
展
さ

せ
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
旅
路
の
あ
と
が
き
に
次
の
よ
う
に
記
す
。「
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
に
と
っ
て『
く
に
』は
郷
愁
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
。『
く
に
』

と
は
、国
境
に
囲
ま
れ
た
あ
る
領
域
の
こ
と
で
は
な
い
。『
血
統
』
や
『
文

化
』
の
連
続
性
と
い
う
観
念
に
つ
き
固
め
ら
れ
た
共
同
体
の
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
植
民
地
主
義
や
レ
イ
シ
ズ
ム
が
押
し
付
け
る
す
べ
て
の
理

不
尽
が
起
こ
っ
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
の
こ
と
だ
。
私
た
ち
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ
は
近
代
国
民
国
家
時
代
の
は
る
か
彼
方
に
、『
真
実
の
く
に
』
を
探
し

求
め
て
い
る
の
で
あ
る
」（
徐
、
209
）。

　

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
と
っ
て
の
「
く
に
」
と
は
、
飛
翔
し
て

す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
未
来
の
可
能
性
へ
視
線
を
向
け

な
が
ら
進
ん
で
い
く
「
状
況
」
な
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
結
論
に
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
だ
が
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
よ
う
な
「
荒
野
か

ら
の
脱
出
」
で
は
な
く
、
ベ
イ
カ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
よ
う
な
郷
愁
の
「
黒

人
の
村
の
価
値
観
」
で
も
な
い
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
と
っ
て

の
故
郷
、「
く
に
」
の
追
求
が
モ
リ
ス
ン
文
学
の
真
髄
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。「
す
べ
て
の
理
不
尽
が
お
こ
っ
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
」が「
く
に
」

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
苛
立
ち
を
生
み

出
す
理
不
尽
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か
で
、
モ
リ
ス
ン
の
主
人
公
が
追
い

求
め
て
い
る
「
故
郷
」
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。

7　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
展
開

　

モ
リ
ス
ン
は
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
よ
り
ピ
ュ
ー
リ
ツ
ア
賞
を
受
賞
し
、
そ

の
後
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
を
含
む
文
学
活
動
に
よ
り
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受

賞
す
る
。
奴
隷
制
度
と
逃
亡
奴
隷
を
主
題
に
す
る
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
は
、

二
〇
〇
五
年
夏
に
オ
ペ
ラ
化
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
を
は
じ

め
、
地
元
の
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
・
エ
ン
ク
ワ
イ
ア
ラ
ー
そ
の
他
の
新
聞
、
雑

誌
な
ど
で
絶
賛
さ
れ
大
好
評
を
得
た
。
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
モ
リ
ス
ン
文

学
は
ア
メ
リ
カ
文
学
の
な
か
で
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
さ
ら
に
確
定
し
た

と
私
は
考
え
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
的
主
題
で
あ
る
奴
隷
制
度
を
取
り
上
げ

な
が
ら
、
そ
の
物
語
は
直
接
的
に
奴
隷
制
度
を
俎
上
に
の
せ
る
の
で
は
な

い
。
モ
リ
ス
ン
に
独
特
の
文
学
的
技
法
は
、
読
者
を
戸
惑
わ
せ
る
こ
と
も
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あ
る
が
、
奴
隷
制
度
と
そ
れ
に
受
動
的
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
に

お
か
れ
た
人
々
を
描
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
単
純
明
快
な
物
語
な
ど
可
能

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
は
、
逃
亡
奴
隷
の
母
親
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ガ
ー
ナ
ー
と

い
う
実
在
人
物
が
追
っ
手
に
捕
ま
り
、
自
分
の
娘
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
歴
史
的
事
実
に
触
発
さ
れ
て
モ
リ
ス
ン
が
着
想
し
た
と
い
わ
れ
る
。

物
語
で
は
、
ビ
ラ
ヴ
ド
（Beloved

）
と
墓
石
に
刻
ま
れ
た
娘
の
亡
霊
が
、

一
八
年
後
に
じ
っ
さ
い
の
人
間
の
姿
に
な
っ
て
出
現
し
、
自
分
を
殺
し
た

母
親
の
家
を
訪
ね
て
く
る
。
オ
ハ
イ
オ
州
の
元
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
の
家

に
住
む
元
奴
隷
の
主
人
公
セ
サ
は
、
娘
の
亡
霊
と
「
対
面
」
す
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
そ
の
舞
台
に
な
る
の
が
ブ
ル
ー
ス
ト
ー
ン
通
り
1
2
4

番
地
で
あ
る
。

8　
1
2
4
番
地　

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
書
き
出
し
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
1
2
4
番
地
は

執
念
深
い
悪
意
に
満
ち
て
い
た
。
赤
ん
坊
の
毒
気
が
い
っ
ぱ
い
。
こ
の
家

の
女
た
ち
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
し
、
子
供
た
ち
も
知
っ
て
い
た
」（
3
）。

訳
文
に
す
る
と
1
2
4
番
地
と
そ
れ
が
住
所
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な

る
が
、
英
語
で
は
、
数
字
の
1
2
4
の
み
が
主
語
に
な
り
、
述
語
の
「
執

念
深
い
悪
意
に
満
ち
て
」
と
続
く
。
そ
の
た
め
す
ぐ
に
は
そ
れ
が
番
地
で

あ
る
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
モ
リ
ス
ン
の
他
の
作
品
の
特
異
な
書
き
出
し

と
並
ん
で
、
こ
の
書
き
出
し
の
効
果
は
き
わ
め
て
強
く
、
す
で
に
こ
の
物

語
の
不
思
議
さ
、
慣
習
的
な
思
考
過
程
で
は
お
そ
ら
く
理
解
不
可
能
に
な

る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。

　

1
2
4
と
い
う
数
字
の
意
味
は
3
の
欠
落
で
あ
り
、
主
人
公
セ
サ
の

第
一
番
目
・
二
番
目
・
四
番
目
の
子
供
た
ち
は
生
き
て
い
る
が
、
殺
さ
れ

た
第
三
番
目
の
子
供
が
数
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

と
い
う
説
が
あ
る
。
作
者
が
そ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
た
の
か
ど
う

か
は
、
解
説
は
決
し
て
し
な
い
モ
リ
ス
ン
で
あ
る
か
ら
不
明
で
あ
る
。
だ

が
物
語
の
出
だ
し
で
説
明
さ
れ
る
、
つ
い
最
近
ま
で
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
の
町

が
こ
こ
ま
で
拡
張
さ
れ
る
ほ
ど
広
く
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
こ
の

家
に
番
地
は
な
か
っ
た
こ
と
と
、
町
の
拡
張
に
よ
る
住
居
表
示
の
指
定
と

い
う
変
化
は
、
些
細
に
見
え
る
が
お
そ
ら
く
大
き
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変

化
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
南
北
戦
争
後
の
時
期
に
あ
た
り
、
解

放
奴
隷
た
ち
が
北
部
へ
流
入
し
て
い
っ
た
た
め
に
お
き
た
都
市
の
巨
大

化
と
無
関
係
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
読
者
は
知
ら
ぬ
う
ち

に
、
物
語
の
主
題
と
か
か
わ
る
具
体
的
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
化
を
こ
の

出
だ
し
の
内
容
で
す
で
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、

トマス・サターホワイト・ノーブル画『モダン・メーディア』1867.
マーガレット・ガーナーと追っ手たち。
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1
2
4
番
地
と
い
う
数
字
化
の
意
味
は
、
3
の
欠
落
に
よ
る
混
乱
を
暗

示
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
奴
隷
制
度
の
犠
牲
に
な
っ
た

人
間
の
歴
史
を
欠
落
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

　

1
2
4
番
地
の
家
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
ー
ン
通
り
に
あ
る
「
灰
色
で
白

い
家
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
民
家
は
木
造
建
築
で
、
ペ

ン
キ
が
塗
ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
だ
が
、
灰
白
色
の
色
合
い
は
、
真
っ
白

い
家
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
微
妙
な
色
合
い
を
モ
リ
ス
ン
が

意
識
的
に
選
ん
で
い
る
こ
と
は
、
第
一
作
の
『
青
い
眼
が
ほ
し
い
』
を
思

い
出
せ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。『
青
い
眼
が
ほ
し
い
』
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の

初
級
英
語
教
科
書
だ
っ
た
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
の
断
片
を
各

章
に
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
後
に
オ
ハ
イ
オ
州
の
ス
モ
ー
ル
タ
ウ
ン
、
ロ

レ
イ
ン
の
町
に
住
む
黒
人
た
ち
の
暮
ら
し
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ア
メ

リ
カ
の
白
人
の
理
想
家
族
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
が
住
む
家
は
、

「
緑
色
と
白
色
で
す
。
赤
い
扉
が
つ
い
て
い
ま
す
。
と
て
も
き
れ
い
で
す
」

と
描
写
さ
れ
、
貧
し
い
黒
人
家
族
が
暮
ら
す
の
は
、
郊
外
の
一
戸
建
て
で

は
な
く
、
町
の
ア
パ
ー
ト
で
あ
り
、
店
舗
兼
住
宅
で
あ
っ
た
り
す
る
。
シ

ン
シ
ナ
テ
ィ
の
郊
外
に
あ
る
元
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
の
家
が
、
真
っ
白
で

は
な
く
曖
昧
な
灰
白
色
で
あ
る
の
は
、
こ
の
場
所
が
白
人
一
般
の
理
想
的

な
家
で
は
な
い
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
。

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
舞
台
の
数
字
化
さ
れ
た
家
は
、
い
わ
ば
実
体
を
剥
奪

さ
れ
記
号
化
さ
れ
た
場
所
に
な
る
。
白
人
の
理
想
的
な
家
族
デ
ィ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
の
住
む
家
の
よ
う
に
、
番
地
で
は
な
く
実
体
の
「
そ

の
家
は
緑
色
と
白
色
で
す
。
赤
い
扉
が
つ
い
て
い
ま
す
。
と
て
も
き
れ
い

で
す
」
と
描
き
出
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
単
な
る
数
字
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す

効
果
は
、
そ
の
家
に
最
初
か
ら
実
質
的
な
暖
炉
に
象
徴
さ
れ
る
暖
か
い
家

庭
・
ホ
ー
ム
・
故
郷
が
期
待
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
物

語
の
な
か
で
は
、
元
奴
隷
が
住
む
1
2
4
番
地
の
家
と
、
か
れ
ら
が
奴

隷
だ
っ
た
時
代
の
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
白
人
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
「
ス

イ
ー
ト･

ホ
ー
ム
」
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
逆
説
的
な
名
称
に
す
で
に
、

作
者
が
「
家
（
ホ
ー
ム
）」
を
、
こ
の
作
品
で
一
つ
の
主
題
に
し
て
い
る

だ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
1
2
4
番
地
に
住
む
「
家
族
」
の
親
子

関
係
や
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
南
部
の
土
地
に
根
ざ
し
た
父
権
社

会
的
農
園
の
家
族
と
奴
隷
た
ち
と
い
う
枠
ぐ
み
に
よ
っ
て
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』

に
お
け
る
家
・
ホ
ー
ム
・
故
郷
の
問
題
は
展
開
し
て
い
く
。

　

1
2
4
番
地
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
が
あ
っ
た
。

　
「
1
2
4
番
地
は
執
念
深
い
悪
意
に
満
ち
て
い
た
。
赤
ん
坊
の
毒
気
が

い
っ
ぱ
い
。
こ
の
家
の
女
た
ち
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
し
、
子
供
た
ち
も

知
っ
て
い
た
」
と
い
う
始
ま
り
の
部
分
で
、
時
代
設
定
は
一
八
七
三
年

に
な
っ
て
い
る
。
奴
隷
制
度
が
廃
止
さ
れ
元
奴
隷
た
ち
は
自
由
民
に
な

り
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
に
な
っ
た
。
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
の
ブ
ル
ー
ス
ト
ー

ン
通
り
に
あ
る
「
灰
色
と
白
色
」
の
家
に
住
む
の
は
、
元
奴
隷
の
母
親
セ

サ
と
娘
の
デ
ン
ヴ
ァ
ー
で
あ
る
。
セ
サ
の
義
母
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ
グ
ズ
は
、

息
子
が
金
を
貯
め
て
自
由
を
買
っ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
奴
隷
制
度
廃
止

以
前
か
ら
す
で
に
自
由
州
の
オ
ハ
イ
オ
へ
渡
り
、
こ
の
家
で
暮
ら
し
て
い

る
。
物
語
の
始
ま
り
の
時
点
で
、
セ
サ
の
義
母
は
八
年
前
に
死
ん
で
い
る

こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
1
2
4
番
地
の
「
犠
牲
者
」（
3
）
は
、
今
で
は

セ
サ
と
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
二
人
だ
け
で
、
セ
サ
の
二
人
の
息
子
た
ち
は
、「
鏡

を
の
ぞ
い
た
だ
け
で
鏡
が
粉
々
に
砕
け
て
」
し
ま
っ
た
り
、「
ケ
ー
キ
に

つ
い
た
二
つ
の
小
さ
な
手
形
」（
3
）
を
発
見
し
て
怖
気
づ
き
、
家
か
ら

逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
近
所
の
人
々
も
1
2
4
番
地
を
避
け
て

通
る
よ
う
に
な
り
、
荷
車
を
引
く
御
者
は
馬
に
鞭
を
あ
て
、
す
ば
や
く
通

り
過
ぎ
て
い
く
。
亡
霊
に
取
り
憑
か
れ
た
1
2
4
番
地
は
共
同
体
か
ら
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孤 立 し 、 セ サ と デ ン ヴ ァ ー と い う 女 だ け の 暮 ら す 家 で あ る 。　

1
2
4番 地 の 現 在 は 、 憑 か れ た 亡 霊 の 作 用 に よ っ て と き お

り 激 し く 揺 れ た り 、 物 が 壊 れ た り 、 不 思 議 な 手 形 や 跡 が つ い たり 、 息 子 た ち が 出 て い っ た よ う に 、 家 族 の 一 員 に よ っ て す ら 忌避 さ れ る 家 ・ ホ ー ム で あ る 。 理 性 的 に 説 明 し え な い 怖 さ を 秘 めた 場 所 で あ り 、 娘 の デ ン ヴ ァ ー が 、 共 同 体 の 仲 間 か ら 嫌 わ れ孤 独 に 苦 し む 場 所 で あ る 。  「 灰 色 と 白 色 」 と い う 無 彩 色 の 家 は 、「 ス レ ー ト 板 の よ う な 灰 色 の 家 」  （

5 0） と も 形 容 さ れ 、 ま る で さ

び れ た 墓 場 に か ろ う じ て 立 つ 、 古 び て 傾 い た 墓 石 の よ う な 様 相を 呈 し て い る 。 セ サ は 殺 し た 娘 の 墓 石 に ビ ラ ヴ ド と 刻 ま せ 、 その 過 去 に お け る 存 在 を 記 憶 し よ う と し た が 、 番 地 の

1
2
4は 、

墓 地 の な か で 墓 石 を 示 す 地 図 に 打 た れ る 番 号 の よ う に 、 生 き てい る 人 間 の 住 む 家 で あ り な が ら 、 亡 霊 が 作 用 し 、 死 を 感 じ さ せる 墓 場 を 想 起 さ せ る 。 物 語 の 始 ま り の 現 在 、 セ サ と 娘 の デ ンヴ ァ ー が 住 む 家 は 、 こ の よ う に か つ て 逃 亡 奴 隷 を 匿 っ た 避 難 所で あ り 、 白 人 の 元 奴 隷 制 度 廃 止 論 者 の 好 意 に よ っ て 提 供 さ れ てい る 家 で あ っ た が 、 元 逃 亡 奴 隷 の か れ ら に と っ て の 居 住 空 間 では あ っ て も 、 家 ・ 家 庭 ・ ホ ー ム （ 故 郷 ） と 呼 べ る 〈 場 〉 に な って は い な い 。　
た し か に

1
2
4番 地 の 家 が は じ め か ら 墓 石 の よ う な た た ず

ま い だ っ た の で は な い 。 セ サ の 義 母 ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ が 自 由

民 と な っ て 、 こ の 家 に 移 り 住 む こ と に な っ た の は 、 こ の 家 が逃 亡 奴 隷 を 助 け る 「 地 下 組 織 」 の 「 駅 舎 」  （

6 5） だ っ た か ら で

あ る 。 そ こ は 鉄 道 の 駅 と 同 様 に さ ま ざ ま な 情 報 が 入 っ て く る場 所 で 、 逃 亡 奴 隷 が や っ て く る と い う 情 報 と と も に 農 園 主 の追 っ 手 が 迫 っ て い る と い う 情 報 が 交 錯 す る 場 所 で あ る 。  「 駅 舎 」

に は た い て い 秘 密 の 小 さ な 部 屋 が あ り 逃 亡 奴 隷 を 匿 っ た が 、
1
2
4番 地 は 奴 隷 の 生 命 を 左 右 し 、 緊 張 を 強 い る 場 所 に な っ

た 。

1
2
4番 地 は 普 通 の 住 居 で は な く 、 奴 隷 制 度 支 持 者 と 反

対 者 の 巧 み な 駆 け 引 き の 場 で あ り 、 激 し く 闘 っ た 場 で あ り 、 歴史 的 事 件 が 展 開 さ れ た 場 で あ る 。

1
2
4番 地 は 、 ア メ リ カ の

歴 史 を 目 撃 し た 場 所 に な る 。
9　
ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ

･

ホ ー リ ー の 身 体 宣 言

　
自 由 民 に な っ た ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ は 、

1
2
4番 地 を 自 分 た

ち の 〈 場 〉 に し よ う と 努 め る 。 ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カ ン の 女 たち が 共 同 体 意 識 を 抱 き 、 く つ ろ げ る 場 所 に な る こ と を 願 う 。 セサ が 逃 亡 し て く る 前 の

1
2
4番 地 は 、  「 明 る く に ぎ や か な お 喋

り の あ る 家 」  （

8 6）  に な り 、  い つ で も 人 々 が 寄 り 集 ま る 家 庭  ・  ホ ー

ム に な り 、  「 ス ト ー ヴ の 上 で は 一 つ ど こ ろ か 二 つ の 鍋 が ぐ つ ぐつ と 煮 え 、 ラ ン プ が 一 晩 中 灯 っ て い る 」 場 所 に な っ て い た 。　
ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ ・  （ 聖 な る ） ホ ー リ ー と 呼 ば れ た 義 母 は 、

1
2
4番 地 で 愛 の 説 教 を 始 め る 。  「 唯 一 の 恩 寵 は 、 具 体 的 に 思

い 描 く こ と の で き る 恩 寵 」  （

8 8） で あ る と い う 確 信 は 、 六 〇 年

間 を 奴 隷 と し て 、 一 〇 年 間 を 自 由 民 と し て 生 き る こ と に な っ たベ イ ビ ー
･

サ ッ グ ズ の 奴 隷 時 代 の 体 験 か ら 生 ま れ た 。 そ の 説 教

の な か で ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ は 、 自 分 た ち の 「 身 体 」 の み が 重

要 で あ る と 強 調 す る 。 ア メ リ カ 社 会 の 「 あ の 人 々 」 が 、 黒 人の 身 体 を 愛 す る は ず は な く 、 自 分 た ち が 自 分 た ち 自 身 の 身 体を い と お し く 思 わ な け れ ば な ら な い と 愛 の 宗 教 を 強 く 唱 え る 。
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1
2
4番 地 は そ の よ う な ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カ ン の 女 た ち の

ホ ー ム に な り 、  信 仰 の  〈 場 〉  に な っ て い く 。  や が て ベ イ ビ ー
･

サ ッ

グ ズ の 追 随 者 が 増 え る と 、 集 会 は 森 の 中 で 開 か れ る 。 そ こ で ベイ ビ ー

･
サ ッ グ ズ は 次 の よ う に 「 身 体 宣 言 」 を 行 う 。

　
こ こ で 、 こ の 場 所 で わ た し た ち は 肉 体 な の で す 。 涙 を 流 し

た り 笑 っ た り す る 肉 体 な の で す 。 草 地 の 上 を 裸 足 で 踊 る 肉 体で す 。 い と お し み な さ い 。 一 生 懸 命 に 。 向 こ う の か れ ら は あな た の 肉 体 を 愛 し た り し ま せ ん 。 忌 み 嫌 い ま す 。 あ な た の 目を 愛 し た り し ま せ ん 。 抉 り 出 す の が 関 の 山 。 さ ら に あ な た の背 中 の 皮 膚 を 愛 し た り し ま せ ん 。 向 こ う の か れ ら は そ の 皮 膚を 剥 ぐ で し ょ う 。 そ れ に 、 皆 さ ん 、 か れ ら は あ な た の 手 を 愛し て は い ま せ ん 。 あ な た の 手 を 利 用 し 、 紐 で 結 び 、 縛 り 付 け 、ち ょ ん 切 っ て 、 空 っ ぽ に し て し ま う の で す 。 あ な た が た の 手を 愛 し な さ い ！ （

8 8）

　
こ の 身 体 宣 言 は 、  手 か ら 顔 、  口 、  肩 、  腕 、  足 、  背 中 、  首 へ と 続 き 、

自 分 の 肉 体 を い と お し め と ベ イ ビ ー ・ サ ッ グ ズ は 命 令 す る 。 かれ ら 白 人 は 黒 人 奴 隷 の 身 体 の 、 物 理 的 な 機 能 の み を 利 用 し て いる が 、 そ れ を 人 間 の 身 体 の 一 部 だ と は み な し て い な い 。 声 を 出す 口 、 栄 養 を つ け る 口 を 、 向 こ う の か れ ら は 忌 み 嫌 い 、 縄 の解 か れ た 首 を か れ ら は 嫌 う 。 か れ ら が 放 り 投 げ 、 捨 て て し ま う内 臓 を い と お し め と 言 っ た あ と 、  「 自 由 な 空 気 」  （

8 9） を 吸 う 肺

臓 よ り 、 命 を 宿 す 子 宮 よ り 、  「 あ な た の 心 臓 」  （

8 9） を 愛 し な さ

い と ベ イ ビ ー ・ サ ッ グ ズ は 命 令 す る 。 命 を つ な ぐ 心 臓 が 機 能し な け れ ば 、  「 自 由 な 空 気 」 を 吸 う 肺 臓 が あ っ て も 役 に 立 た な

い 。  「 あ な た の 心 臓 （ ハ ー ト ）  」 と は 、 精 神 的 な 心 （ ハ ー ト ） や心 が 育 む 愛 を 指 し て い る の で は な い 。 ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ  ・  （ 聖

な る ） ホ ー リ ー の 愛 の 宗 教 は 、 キ リ ス ト の 愛 の 宗 教 と は ち が って 、 も っ と 具 体 的 な 黒 人 の 身 体 へ の 愛 の 宗 教 で あ る 。 奴 隷 時 代に 足 を 傷 め て い る ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ の 、 ぎ こ ち な く 不 恰 好 な

踊 り で 終 わ る こ の 説 教 集 会 は 、 ま さ に 奴 隷 時 代 の か れ ら が 失 って い た も の 、 白 人 が か れ ら か ら 剥 奪 し て い た 身 体 の 復 活 を 促 す儀 式 で あ る 。  〈 異 郷 〉  と さ れ て し ま っ た 身 体 の  「 自 己 化 」  と い って い い か も し れ な い 。　
こ こ で ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ が 唱 え る の が 、 精 神 的 な 自 由 よ り

も 何 よ り も 、 ま ず 身 体 的 な 自 由 で あ る こ と に 注 目 せ ね ば な らな い 。 奴 隷 と し て 自 由 を 奪 わ れ 、 人 間 的 精 神 を 凌 辱 さ れ て い たと い う こ と よ り も 身 体 の 剥 奪 こ そ が 苦 し み で あ っ た と 、 ベ イビ ー ・ サ ッ グ ズ は 訴 え て い る 。 自 分 の 身 体 を 自 分 の も の と し て認 識 で き な い 欠 落 状 態 こ そ 、 か れ ら の 根 源 的 な 苦 し み で あ ると 、 あ え て 逆 説 的 に 精 神 よ り も 身 体 を 強 調 す る 。 そ し て 身 体的 ＝ 肉 体 的 （ フ ィ ジ カ ル ） ＝ 物 理 的 な 認 識 を す る こ と は 、  『 ビラ ヴ ド 』 と い う 作 品 の 主 題 と 深 く 関 わ っ て い る と 私 は 考 え る 。「 ア メ リ カ の 黒 人 」 が 奴 隷 時 代 の み な ら ず 、 今 日 に い た る ま で 、い か に 身 体 的 に 搾 取 さ れ て き た か 。 そ れ は 殴 打 さ れ 凌 辱 さ れ 酷使 さ れ た と い う こ と で は な く 、 か え っ て 身 体 を 無 化 さ れ て き たと い う 事 実 で あ る 。 奴 隷 制 度 の も と で プ ラ ン テ ー シ ョ ン の 黒 人奴 隷 は 酷 使 さ れ 、 そ の 労 働 力 の お か げ で 一 九 世 紀 の ア メ リ カ はヨ ー ロ ッ パ と 経 済 的 に 対 抗 し 得 る 「 綿 花 の 王 国 」 に 仕 立 て 上 げら れ た の だ っ た が 、 白 人 は 黒 人 奴 隷 の 身 体 を 道 具 と し て 活 用 した だ け で あ っ た 。 身 体 の 機 能 の み を 利 用 し た こ と に よ っ て 黒 人
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奴 隷 の 身 体 は 無 化 さ れ て き た の で あ る 。　
ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ  ・  （ 聖 な る ） ホ ー リ ー は 、 身 体 に 黒 人 の 存

在 理 由 の 根 源 的 な 基 盤 を 求 め た が 、 物 語 の 時 代 か ら 百 年 後 の アメ リ カ 社 会 で は 、 女 た ち が 自 分 た ち の 身 体 を 直 視 す る こ と か らフ ェ ミ ニ ズ ム 運 動 が 始 ま る 。 女 の 身 体 を 忌 ま わ し い も の と 考 える 外 の 世 界 の 視 線 か ら 、 あ る が ま ま の 身 体 を 認 識 し 肯 定 す る 姿勢 を 培 お う と か れ ら は 努 力 し た 。 ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ も ま た 忌

み 嫌 わ れ て い た 黒 人 の 身 体 を 肯 定 し 、 そ れ を 堂 々 と 主 張 し た ので あ る 。
1 0　

ス イ ー ト ・ ホ ー ム の 記 号 化 さ れ た 男 た ち

　 『 ビ ラ ヴ ド 』 の ス イ ー ト ・ ホ ー ム の 奴 隷 の 男 た ち は 、 主 人 によ っ て 記 号 化 さ れ ア ル フ ァ ベ ッ ト の 命 名 を さ れ た と き に 、 その 身 体 性 が 剥 奪 さ れ る 。 個 別 化 さ れ た 身 体 で は な く 、 1 2 4 とい う 数 字 が 他 と 区 別 す る た め に 打 た れ た 番 地 で あ る よ う に 、 他の 奴 隷 か ら 個 別 化 す る 命 名 で は な く 、 単 に 区 別 す る た め の 記 号で あ り 、 身 体 性 は 空 洞 化 す る 。 ハ ー レ ム ・ ル ネ サ ン ス 期 に 活 躍し た ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カ ン の 作 家 ・ 文 化 人 類 学 者 の ゾ ラ ･ニ ー ル ･ ハ ー ス ト ン は 、 同 じ よ う な 身 体 の 空 洞 化 を 認 め て いる 。 ハ ー ス ト ン の 小 説 『 か れ ら の 目 は 神 を 見 て い た 』 の な か にア ル フ ァ ベ ッ ト と 呼 ば れ る 黒 人 少 女 が 登 場 す る 。 ア ル フ ァ ベ ット は 、 白 人 の 子 供 た ち と 一 緒 の 写 真 を 見 た と き に 、 黒 い 肌 の ため に 自 分 の 存 在 が ま る で 黒 抜 き に さ れ 、 写 真 か ら 欠 落 し て い るよ う に 感 じ る 。 鏡 を は じ め て 見 た と き に 自 分 の 姿 に 驚 く よ う

に 、 白 人 と い う 鏡 の な か で 自 分 は 黒 抜 き に な り 、 黒 人 少 女 ア ルフ ァ ベ ッ ト は 身 体 性 が 剥 奪 さ れ た よ う な 感 覚 を 抱 い た の で はな い か 。 数 字 化 ・ A B C 化 し た 場 所 や 身 体 は 、 そ こ を 肉 付 け しな け れ ば 認 識 さ れ る 存 在 に は な ら な い 。  『 ビ ラ ヴ ド 』 の 1 2 4番 地 が 必 要 と し て い た の は 、 家 を 揺 さ ぶ る 悪 霊 を 追 い 払 う 悪 魔払 い の 儀 式 で は な く 、 そ こ を 身 体 化 す る こ と で あ る 。 肉 づ け をし て ア メ リ カ 社 会 に お け る ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カ ン ・ プ レ ゼ ンス を 具 体 化 す る こ と で あ る 。 モ リ ス ン が こ の 作 品 を 通 し て 試 みて い る の は 、  「 ア メ リ カ の 黒 人 」 の ア メ リ カ 社 会 に お け る 身 体化 の 作 業 で あ る 。
1 1　

奴 隷 制 度 を リ メ モ リ ー （ 再 記 憶 ） す る

　
モ リ ス ン が  『 ビ ラ ヴ ド 』  の 構 想 を 描 く よ う に な っ た の は 、  マ ー

ガ レ ッ ト

･

ガ ー ナ ー と い う 名 前 の 逃 亡 奴 隷 の 母 親 が 、 幼 い 娘 を

殺 し た と い う 実 際 に 起 き た 事 件 を 報 道 す る 新 聞 記 事 を 読 ん だこ と に 触 発 さ れ た の で あ っ た 。 そ れ に よ っ て モ リ ス ン は 、 知 られ て い な い 、 ま た 忘 れ 去 ら れ た 事 実 を 基 に 、 ア フ リ カ ン

･

ア メ

リ カ ン

･

プ レ ゼ ン ス を 確 認 し 、  そ れ を 具 体 化

･

身 体 化 し よ う と す

る 。　 『 ビ ラ ヴ ド 』 の 舞 台 の

1
2
4番 地 は 、 ア フ リ カ ン

･

ア メ リ カ

ン の 身 体 を 破 壊 し た 場 所 で あ る 。 ケ ン タ ッ キ ー か ら の 逃 亡 奴 隷の セ サ は 、 先 に 逃 げ て い た 子 供 た ち と 義 母 の ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ

ズ を 頼 り 、 自 由 州 オ ハ イ オ の

1
2
4番 地 へ 逃 げ て く る が 、 奴

隷 主 の 知 る と こ ろ と な り 、 追 跡 さ れ 絶 体 絶 命 の 危 機 に 瀕 す る 。



86

セ
サ
は
そ
の
と
き
二
歳
に
も
な
ら
な
い
娘
を
殺
害
し
、
息
子
も
殺
そ
う
と

す
る
。
結
局
、
殺
し
た
の
は
娘
一
人
で
息
子
た
ち
は
助
か
り
、
逃
亡
途
中

で
生
ま
れ
た
乳
飲
み
子
デ
ン
ヴ
ァ
ー
が
生
き
残
る
。
セ
サ
は
乳
飲
み
子
と

と
も
に
牢
屋
へ
送
ら
れ
、
後
に
釈
放
さ
れ
る
が
、
こ
の
物
語
は
マ
ー
ガ

レ
ッ
ト･
ガ
ー
ナ
ー
の
事
実
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ま
っ
た
く
異
な

る
。
モ
リ
ス
ン
は
歴
史
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ア
フ

リ
カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
の
現
代
小
説
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

セ
サ
の
子
殺
し
の
現
場
で
あ
る
1
2
4
番
地
は
、「
強
い
感
情
が
満
ち

て
い
た
」（
39
）
と
モ
リ
ス
ン
は
書
く
が
、そ
の
「
強
い
感
情
」
こ
そ
「
リ

メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
す
る
こ
と
）」（
36
）
の
対
象
で
あ
る
。「
強
い
感
情
」

と
は
、
住
人
を
脅
し
恐
怖
に
陥
れ
、
家
出
を
う
な
が
し
た
り
、
近
隣
の
住

人
を
遠
ざ
け
る
殺
さ
れ
た
ビ
ラ
ヴ
ド
の
亡
霊
を
指
す
と
い
う
よ
り
、
身

体
を
喪
失
し
、
身
体
を
空
疎
化･

無
化
さ
れ
た
奴
隷
た
ち
の
怒
り
で
あ
る
。

登
場
人
物
の
デ
ン
ヴ
ァ
ー
は
、「
赤
ん
坊
の
亡
霊
が
出
て
く
る
の
を
望
む

よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
は
う
ん
ざ
り
し
た
の
だ
っ
た
が
、
今
で
は
そ
の
怒

り
が
デ
ン
ヴ
ァ
ー
を
ぞ
く
っ
と
さ
せ
る
の
だ
」（
13
）
と
語
っ
て
い
る
が
、

そ
の
亡
霊
の
怒
り
と
デ
ン
ヴ
ァ
ー
が
共
感
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た

め
だ
ろ
う
。

　

奴
隷
制
度
の
犠
牲
に
な
っ
て
死
ん
だ
│
│
殺
さ
れ
た
│
│
娘
の
怒
り
が
、
そ
の

亡
霊
を
身
体
化
す
る
。
ビ
ラ
ヴ
ド
は
、
ふ
た
た
び
人
間
の
身
体
に
な
っ
て

戻
っ
て
く
る
。「
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
す
る
こ
と
）」
の
作
業
を
成
す
た

め
で
あ
る
。
こ
こ
で
白
人
の
家
で
あ
っ
た
1
2
4
番
地
が
、
ベ
イ
ビ
ー

･

サ
ッ
グ
ズ
が
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
ふ
た
た
び
「
奴
隷
小
屋
」
に

変
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
読
者
は
す
ば
や
く

読
み
過
ご
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
者
は
周
到
に
書
き
込
み
、

1
2
4
番
地
の
家
の
変
容
を
描
き
出
し
て
い
る
。「
ビ
ラ
ヴ
ド
は
わ
た
し

の
姉
さ
ん
」
と
い
う
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
語
り
で
始
ま
る
章
で
、
二
階
の
ベ
イ

ビ
ー･

サ
ッ
グ
ズ
の
部
屋
は
、
白
人
の
家
族
が
住
ん
で
い
た
こ
ろ
は
使
用

人
の
部
屋
で
あ
り
、
母
屋
と
台
所
は
切
り
離
さ
れ
て
い
た
。
台
所
は
当
然
、

外
に
あ
っ
た
が
、
自
由
民
に
な
っ
た
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ
グ
ズ
が
住
む
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
外
の
台
所
を
薪
置
き
場
・
道
具
置
き
場
に
変
え
、
母
屋

の
奥
の
出
入
り
口
を
閉
じ
、
出
入
り
口
を
一
つ
に
す
る
。「
二
階
建
て
の

家
を
、
な
か
で
料
理
を
す
る
小
屋
（
キ
ャ
ビ
ン
）」（
207
）
に
し
た
の
だ
が
、

周
囲
の
人
間
が
な
ん
と
批
判
し
よ
う
と
か
ま
わ
な
い
と
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ

グ
ズ
は
開
き
直
っ
て
い
る
。
1
2
4
番
地
を
「
キ
ャ
ビ
ン
（
奴
隷
小
屋
）」

に
変
え
て
し
ま
う
と
は
、
ま
さ
に
奴
隷
制
度
の
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
社
会
の

歴
史
を
、「
場
所
」
を
通
し
て
「
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）」
す
る
た
め
で

あ
る
。
白
人
の
住
宅
で
あ
り
、
地
下
鉄
道
組
織
の
駅
舎
で
あ
り
、
自
由
民

の
住
居
に
な
り
、
逃
亡
奴
隷
が
発
見
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
、
逃
亡
奴
隷
の

母
親
が
子
殺
し
を
す
る
現
場
に
な
っ
た
1
2
4
番
地
は
、ア
フ
リ
カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
の
根
源
的
な
存
在
証
明
を
な
し
う
る
〈
場
〉
で
あ
る
。

　

セ
サ
、
身
体
化
し
た
亡
霊
ビ
ラ
ヴ
ド
と
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
女
三
人
は
、

1
2
4
番
地
を
中
心
に
手
を
組
み
合
い
、「
女
│
性
」
を
象
徴
す
る
三
女

神
の
よ
う
に
輪
を
作
り
、
そ
の
な
か
で
女
の
身
体
性･

具
体
性
を
強
調
す

る
。
1
2
4
番
地
は
ビ
ラ
ヴ
ド
の
怒
り
を
、
そ
し
て
セ
サ
の
怒
り
を
身

体
化
す
る
地
理
空
間
で
あ
り
、
怒
り
の
結
果
と
し
て
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
孤

立
が
具
体
化
・
身
体
化
す
る
地
理
空
間
で
あ
る
。
母
親
の
セ
サ
は
デ
ン

ヴ
ァ
ー
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
話
す
。

　

忘
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
決
し
て
忘
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
わ
ね
。
で

も
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
よ
。
場
所
な
の
。
場
所
は
い
ま
で
も
そ
こ
に
あ
る
。

家
が
火
事
で
焼
け
落
ち
て
な
く
な
っ
て
も
、
そ
の
場
所
は
│
│
そ
の
像
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は
残
る
の
よ
│
│
ず
う
っ
と
。
わ
た
し
の
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）
に

あ
る
の
じ
ゃ
あ
な
い
。
あ
そ
こ
に
、
外
の
世
界
に
あ
る
の
よ
。
覚
え
て

い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
頭
の
外
の
向
こ
う
の
あ
た
り
で
ゆ
ら
ゆ
ら

漂
っ
て
い
る
像
な
の
よ
。
と
い
う
こ
と
は
ね
、
わ
た
し
が
考
え
な
く
て

も
、
わ
た
し
が
死
ん
で
も
、
わ
た
し
が
し
た
こ
と
や
、
知
っ
て
い
た
こ

と
、
見
た
こ
と
、
そ
の
像
は
、
い
つ
で
も
あ
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と

な
の
よ
。
そ
れ
が
起
き
た
そ
の
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
。（
36
）

ス
イ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
も
1
2
4
番
地
も
、
そ
の
場
所
が
な
く
な
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
で
変
容
し
て
い
っ
て
も
そ
の
「
像
」
は
残

る
の
だ
と
セ
サ
は
強
調
す
る
。
そ
れ
が
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の〈
異

郷
〉
体
験
で
あ
り
、
永
遠
に
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
と
セ
サ
は
言
う
。
な

ぜ
な
ら
そ
れ
が
か
れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
存
在
証
明
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

ス
イ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
も
1
2
4
番
地
の
歴
史
的
姿
も
そ
れ
ぞ
れ
の
場

面
を
伴
い
な
が
ら
、
常
に
「
再
記
憶
（
リ
メ
モ
リ
ー
）」
さ
れ
て
い
く
。

モ
リ
ス
ン
の
造
語
「
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）」
は
、「
メ
モ
リ
ー
・
記
憶
」

と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。「
メ
モ
リ
ー
・
記
憶
」
が
客
観
的
な
歴
史

に
繋
が
る
固
定
し
た
連
続
性
を
保
つ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
な
わ

ち
、
個
人
を
離
れ
て
連
続
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
モ
リ

ス
ン
は
「
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）」
に
よ
っ
て
、
身
体
化
さ
れ
た
個
人

が
、
あ
る
個
人
的
な
時
間
（
瞬
間
）
に
意
識
的
に
思
い
出
す
こ
と
で
あ
る

と
規
定
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
メ
ア
リ
ア
ン
・
ハ
ー
シ
ュ

は
、
モ
リ
ス
ン
の
「
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）」
を
「
抵
抗
と
対
立
の
場
」

と
み
な
し
、「
リ
メ
モ
リ
ー
と
は
記
憶
で
も
忘
却
で
も
な
く
、
繰
り
返
し

の
（
糸
）
で
結
ば
れ
た
記
憶
で
あ
る
。
名
詞
で
も
動
詞
で
も
な
く
、
両
方

が
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
リ
メ
モ
リ
ー
と
は
、
奴
隷
制
度
の
記
憶
を

再
・
想
像
す
る
こ
と
で
あ
り
、
文
化
の
総
体
が
抑
圧
し
よ
う
と
し
て
き
た

も
の
を
、
異
な
る
方
法
で
リ･

メ
ン
バ
ー
す
る
道
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ

る
」（
バ
ッ
シ
ン
他
編
、
96
）
と
定
義
し
て
い
る
。「
リ･

メ
ン
バ
ー
」
と

は
「
再
・
記
憶
」
で
あ
る
と
と
も
に
、「
再
・
構
成
」
と
読
む
こ
と
が
で

き
る
、
両
義
性
を
持
っ
た
ハ
ー
シ
ュ
の
造
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
背
景
に

は
、
歴
史
は
記
述
さ
れ
た
記
憶
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

身
体
化
し
た
個
人
が
思
い
出
す
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
歴
史
自
身
は
「
場

所
」
と
し
て
常
に
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
定
か
な
信
念
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。
セ
サ
は
デ
ン
ヴ
ァ
ー
に
向
か
っ
て
断
言
す
る
。
1
2
4

番
地
へ
来
る
前
に
自
分
が
い
た
と
こ
ろ
は
、「
今
で
も
現
実
」（
36
）
で
あ

る
と
。
す
な
わ
ち
奴
隷
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
白
人
の
主
人
が
支
配
す
る
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
消
滅
し
、
セ
サ
の
い
た
ス
イ
ー
ト･

ホ
ー
ム
自
体
は

消
滅
し
た
が
、
そ
れ
で
も
「
そ
の
場
所
は
今
で
も
現
実
」（
36
）
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
の
よ
。
農
園
の
す
べ
て
│
│

木
々
の
す
べ
て
、
そ
の
葉
っ
ぱ
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
。
思
い
浮
か
べ

る
像
は
ま
だ
そ
こ
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
ね
、
デ
ン
ヴ
ァ
ー
、
あ
な
た
が

そ
こ
へ
行
け
ば
、
一
度
も
そ
こ
へ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
あ
な
た
が
行
っ

て
、
そ
れ
が
あ
っ
た
そ
の
場
所
に
立
て
ば
、
ま
た
そ
れ
は
起
こ
る
の

よ
。
あ
な
た
を
待
っ
て
い
る
。
あ
な
た
の
た
め
に
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に

な
る
の
よ
。
だ
か
ら
ね
、、
デ
ン
ヴ
ァ
ー
、
あ
な
た
が
決
し
て
そ
こ
へ

は
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
よ
。
ぜ
っ
た
い
に
。
な
ぜ
っ

て
、
す
べ
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
│
│
ま
っ
た
く
お
し
ま
い
、
さ
よ
な

ら
│
│
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
つ
だ
っ
て
あ
な
た
を
そ
こ
で
待
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
。（
36
）
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セ
サ
が
デ
ン
ヴ
ァ
ー
へ
し
た
説
明
は
、
代
名
詞
が
多
く
曖
昧
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も
代
名
詞
に
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ス
イ
ー
ト･

ホ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
奴
隷
制
度
で
あ
り
、
そ
の
支
配
者
た
ち
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
奴
隷
制
度
の
リ
メ
モ
リ
ー
は
個
人
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
、
経

験
し
な
か
っ
た
者
に
よ
っ
て
も
集
合
的
歴
史
体
験
と
し
て
リ
メ
モ
リ
ー

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

り
、
セ
サ
は
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
目
を
見
つ
め
な
が
ら
、「
何
も
決
し
て
死
な

な
い
の
よ
」（
36
）
と
繰
り
返
す
。
セ
サ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
直
接
的

に
は
、「
殺
さ
れ
た
娘
」
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
よ
り
も
セ
サ

自
身
の
な
か
に
娘
を
殺
す
に
い
た
っ
た
状
況
に
対
す
る
、
消
滅
せ
ず
に
あ

る
「
怒
り
」
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

モ
リ
ス
ン
は
「
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）」
を
語
る
こ
こ
で
も
、
場
所

（
プ
レ
イ
ス
）
と
い
う
物
理
的
空
間
を
強
調
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
殺
し
た

娘
の
墓
石
を
建
て
て
、
そ
の
「
場
所
」
を
確
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
そ
の
娘
を
強
く
愛
し
て
い
た
と
デ
ン
ヴ
ァ
ー
に
語
り
、
そ

の
墓
石
に
「
ビ
ラ
ヴ
ド
（
愛
さ
れ
し
者
）」
と
石
工
に
彫
っ
て
も
ら
う
の

だ
が
、
墓
石
に
「
ビ
ラ
ヴ
ド
（
愛
さ
れ
し
者
）」
と
娘
を
記
憶
す
る
文
字

を
彫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喪
失
し
た
身
体
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
墓
石

に
よ
っ
て
喪
失
し
た
身
体
を
記
憶
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
忘

れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
支
払
う
金
の
な
い
セ
サ
が
、
そ
の
代
償
に
一
〇
分

間
の
み
た
だ
と
い
う
条
件
で
、
自
分
の
肉
体
を
石
工
に
「
自
由
に
」
さ
せ

た
こ
と
で
あ
る
。
命
を
奪
っ
た
娘
の
変
容
し
た
身
体
化
で
あ
る
墓
石
に
、

文
字
を
彫
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
セ
サ
は
自
分
の
肉
体
を
商
品
と
し
て

提
供
す
る
。
そ
れ
で
も
さ
ら
に
葬
式
で
牧
師
が
語
っ
た
、「
心
か
ら
愛
さ

れ
た
も
の
（
デ
ィ
ア
リ
ー･

ビ
ラ
ヴ
ド
）」（
5
）
と
い
う
二
文
字
に
す
れ

ば
、「
全
体
の
も
の
」（
5
）
を
自
分
が
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
自
問
す
る
が
、
結
局
は
一
文
字
に
落
ち
つ
く
。
死
ん
だ
娘
の
「
場

所
」
の
回
復
を
願
う
た
め
に
、
母
親
は
自
分
の
意
志
で
、
自
分
の
身
体
を

他
人
に
搾
取
さ
せ
る
。
そ
の
性
を
め
ぐ
る
矛
盾
の
堂
々
巡
り
は
、
奴
隷
の

女
だ
っ
た
セ
サ
の
宿
命
で
あ
り
、
白
人
と
奴
隷
の
女
の
、
男
と
女
の
間
に

生
じ
う
る
性
の
搾
取
を
、
作
者
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

二
人
の
行
為
を
見
つ
め
る
石
工
の
息
子
を
登
場
さ
せ
、「
そ
の
顔
に
は
古

く
か
ら
の
怒
り
が
浮
か
ん
で
い
た
。
ま
た
新
た
な
欲
望
が
そ
の
表
情
に
は

あ
っ
た
」（
5
）
と
短
く
記
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
女
の
身
体
が
男
の
欲

望
の
前
で
商
品
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
「
怒
り
」、
あ
る
い
は
男
と

女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
矛
盾
を
認
め
た
と
き
の
、
否
定
し

が
た
い
怒
り
の
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
若
い
男
（
息
子
）
で
あ
れ

ば
、
女
を
目
の
前
に
し
て
欲
望
を
は
じ
め
て
覚
え
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ

れ
も
ま
た
男
と
女
の
生
物
的
・
身
体
的
な
根
源
的
関
係
の
な
せ
る
生
理
で

あ
り
感
情
で
あ
る
。

12　
怒
り
の
形
体
化
（em

bodim
ent

）

　

ト
ニ･

モ
リ
ス
ン
が
、
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
書
き
つ
づ
け
て
い

る
作
家
で
あ
る
こ
と
は
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
発
表
さ

れ
た
作
品
を
概
観
し
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。『
青
い
目
が
欲
し
い
』
の
三

人
の
娼
婦
、
そ
れ
に
ピ
コ
ー
ラ
を
め
ぐ
る
性
の
展
開
に
お
い
て
女
の
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
ス
ー
ラ
』
に
登
場
す

る
女
た
ち
。
と
り
わ
け
ス
ー
ラ
の
祖
母
の
エ
ヴ
ァ･

ピ
ー
ス
が
語
る
、「
あ

た
し
の
子
宮
の
な
か
に
這
い
戻
り
た
か
っ
た
の
だ
よ
」（
71
）
と
い
う
難
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産
だ
っ
た
息
子
の
誕
生
の
場
面
と
、
近
親
相
姦
の
暗
示
。
し
か
も
エ
ヴ
ァ

は
身
体
切
断
を
し
て
、
足
を
一
本
失
う
。
保
険
金
を
得
る
た
め
に
線
路
に

脚
を
乗
せ
て
意
図
的
に
失
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
一
万
ド
ル
と
交
換
に
病

院
に
売
り
つ
け
た
と
い
う
噂
も
あ
る
。『
ス
ー
ラ
』
の
女
た
ち
は
、
そ
の

身
体
を
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
傷
つ
け
、
し
か
も
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
強
調
す
る
。
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
身
体
切
断
や
身
体
虐
待
は
、
欠

落
に
よ
る
怒
り
の
身
体
化
と
い
う
逆
説
的
な
行
為
で
あ
ろ
う
。
エ
ヴ
ァ
は

夫
に
逃
げ
ら
れ
子
供
た
ち
を
養
う
た
め
に
、
い
た
し
か
た
な
く
保
険
金
を

手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
暗
示
が
強
く
な
さ
れ
て
い

る
。『
タ
ー
ル･

ベ
イ
ビ
ー
』に
お
け
る
白
人
の
母
親
に
見
ら
れ
る
子
供
の

虐
待
も
ま
た
、
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
う
る
。

け
れ
ど
も
本
論
で
私
が
指
摘
し
よ
う
と
す
る
の
は
そ
れ
よ
り
も
、
黒
人

マ
ミ
ー
た
ち
が
「
滋
養
を
与
え
る
女
」
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
、「
女
」
を

象
徴
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
、
反
対
に
「
女
│
性
」
が
形
骸
化
さ
れ
た
よ
う
に
、

黒
人
の
母
親
に
限
ら
ず
、
白
人
の
母
親
も
ア
メ
リ
カ
文
化
の
な
か
で
、
自

分
の
身
体
・
性
を
空
疎
化
さ
れ
て
い
っ
た
事
実
で
あ
る
。
モ
リ
ス
ン
が『
ビ

ラ
ヴ
ド
』
で
強
調
す
る
「
場
所
」
と
「
身
体
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の

な
か
に
お
け
る
黒
人
奴
隷
の
女
の
、
そ
し
て
一
九
世
紀
の
白
人
の
女
に
科

せ
ら
れ
た
、「
女
ら
し
さ
の
神
話
」
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
女
の
理
想
像

の
状
況
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。　

　

こ
こ
で
私
は
、
黒
人
の
女
の
身
体
的
搾
取
が
、
二
段
階
に
お
い
て
行
わ

れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
奴
隷
制
度
時
代
の
労
働
力
と
し
て
、

黒
人
奴
隷
を
道
具
化
し
た
こ
と
は
、
男
女
の
性
差
に
か
か
わ
ら
ず
歴
史
的

事
実
で
あ
る
が
、
黒
人
の
女
に
限
っ
て
見
る
と
、
奴
隷
時
代
に
は
、
そ
の

う
え
白
人
農
園
主
の
性
の
対
象
と
し
て
搾
取
さ
れ
、
奴
隷
制
度
廃
止
の
後

に
は
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
後
半
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
虚
構
の
マ

ミ
ー
像
に
よ
っ
て
か
れ
ら
は
身
体
的
に
搾
取
さ
れ
て
き
て
い
る
。
モ
リ
ス

ン
が
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
み
な
ら
ず
そ
の
作
品
群
に
お
い
て
、
子
殺
し
・
身

体
切
断
・
身
体
歪
曲
・
身
体
異
常
な
ど
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ほ
ど
健
康
な
身

体
を
傷
つ
け
て
い
く
の
は
、
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
身
体
的
搾
取

に
対
す
る
怨
念
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、
題
名
と
な
っ
て
い
る
登
場
人
物
ビ

ラ
ヴ
ド
│
│
ま
だ
言
葉
を
持
た
な
か
っ
た
這
い
這
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た

ば
か
り
の
赤
ん
坊
│
│
の
出
現
が
象
徴
し
て
い
る
の
は
、
言
葉
を
搾
取
さ
れ

て
い
た
奴
隷
た
ち
、
沈
黙
を
強
い
ら
れ
て
き
た
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
た
ち

の
、
言
葉
の
復
権
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
、
沈
黙
さ
せ
ら

れ
て
い
た
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
が
声
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
解
釈
よ
り
も
何
よ
り
も
、
私
た
ち
は
、
ビ
ラ
ヴ
ド
が
成
人
し
た
女

と
な
っ
て
、
身
体
化
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
意
を
払
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
母
親
の
セ
サ
は
、
墓
石
を
建
て
て
、
死
ん
だ
娘
の
存

在
証
明
を
果
た
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
ビ
ラ
ヴ
ド
の
亡
霊
は
、「
ビ

ラ
ヴ
ド
」
と
彫
ら
れ
た
墓
石
で
鎮
魂
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
空
間
を

占
め
る
形
体
化
（em

bodim
ent

）
で
あ
る
人
間
の
体
に
な
っ
て
出
現

す
る
の
で
あ
る
。
突
然
あ
ら
わ
れ
た
女
の
、
そ
の
現
場
を
見
た
者
は

い
な
か
っ
た
と
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
出
現
の
と
き
の
描
写
は
、
死
者

の
い
る
霊
界
か
ら
亡
霊
が
あ
ら
わ
れ
出
て
き
た
よ
う
に
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。「
ち
ゃ
ん
と
洋
服
を
身
に
ま
と
っ
た
女
が
、
水
の
な
か
か
ら

歩
き
出
て
き
た
」（
50
）
と
い
う
文
章
で
こ
の
章
は
始
ま
り
、
裸
で
は

な
い
け
れ
ど
ま
る
で
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
続
く
の
は
、
水
の
な
か
か
ら
陸
地
へ
上
が
り
、

肺
機
能
が
い
ま
だ
順
応
で
き
ず
に
喘
ぐ
よ
う
に
呼
吸
を
し
て
い
る
様

子
で
あ
り
、
ま
ぶ
た
の
重
さ
に
目
を
十
分
に
開
け
ら
れ
な
い
ま
ま
笑
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み
を
浮
か
べ
て
い
る
表
情
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
そ
し
て
「
皺
一
つ

な
い
つ
る
つ
る
し
た
新
し
い
皮
膚
」（
50
）
を
し
て
い
た
と
い
う
描
写
は
、

亡
霊
の
出
現
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
生
児
の
誕
生
を
想
像
さ
せ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ビ
ラ
ヴ
ド
の
身
体
的
「
誕
生
」
は
、奴
隷
制
度
を
経
た
「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
怒
り
の
形
体
化
（em

bodim
ent

）
で
あ
る
。
い
く

ら
墓
石
を
建
て
て
、「
ビ
ラ
ヴ
ド
（
愛
さ
れ
し
者
）」
と
彫
っ
て
も
ら
っ
て

も
、
い
ま
だ
鎮
魂
さ
れ
ず
、
そ
の
怒
り
は
身
体
化
し
て
現
実
世
界
で
「
再

記
憶
（
リ
メ
モ
リ
ー
）」
さ
れ
る
た
め
に
、
私
た
ち
の
目
の
前
に
姿
を
あ

ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
墓
石
に
文
字
を
彫
ら
せ
た
セ
サ
は
、
ビ
ラ
ヴ
ド
の

怒
り
の
強
さ
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

　
　

自
分
の
魂
の
平
安
ば
か
り
考
え
て
い
た
の
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
ほ
う

は
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
赤
ん
坊
だ
っ
た
娘
の
魂
の
こ
と
を
。
あ
ん

な
に
小
さ
な
赤
ん
坊
が
あ
れ
ほ
ど
の
憤
怒
を
宿
す
な
ど
と
、
い
っ
た
い

だ
れ
が
想
像
し
た
だ
ろ
う
。
石
工
の
息
子
に
見
つ
め
ら
れ
な
が
ら
、
墓

石
に
囲
ま
れ
て
性
交
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
か
っ
た
。
喉
を
切
ら
れ
た

赤
ん
坊
の
憤
激
が
隅
々
を
揺
す
る
家
に
住
み
な
が
ら
、
人
生
を
ま
っ
と

う
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ば
か
り
か
、
セ
サ
は
、
星
形
の
削
り
屑
の
飛
び
散
る
、

夜
明
け
色
の
墓
石
に
体
を
押
し
つ
け
ら
れ
、
両
足
を
墓
場
の
よ
う
に
大

き
く
広
げ
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
あ
の
一
〇
分
間
と
い
う

も
の
は
人
生
よ
り
も
長
く
、
よ
り
現
実
的
で
、
油
の
よ
う
に
手
に
つ
い

た
赤
ん
坊
の
血
よ
り
、
ど
く
ど
く
と
脈
打
つ
時
間
だ
っ
た
（
5
）。

自
分
が
殺
し
た
娘
の
鎮
魂
の
た
め
に
、
セ
サ
は
「
人
生
よ
り
も
長
く
」
感

じ
ら
れ
た
一
〇
分
間
を
、
石
工
の
男
に
身
を
任
せ
て
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
屈
辱
の
一
〇
分
間
は
、
石
工
と
の
交
渉
の
前
に
も
セ
サ
は
体
験

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
な
っ
て
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
ス
イ
ー

ト･

ホ
ー
ム
の
農
園
の
後
継
者
に
な
っ
た
、「
ス
ク
ー
ル
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

（
先
生
）」
と
呼
ば
れ
る
管
理
者
の
甥
の
、「
弟
子
」
た
ち
に
よ
る
強
姦
の

場
面
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
人
生
よ
り
も
長
い
」
と
セ
サ
の
感
じ
る
性

的
搾
取
の
時
間
は
、
自
分
の
意
志
に
よ
る
た
っ
た
一
〇
分
間
で
も
そ
れ
ほ

ど
の
苦
痛
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
奴
隷
制
度
の
も
と
で
随
意
に
性
的
搾
取

を
さ
れ
、
耐
え
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
奴
隷
の
女
た
ち
の
体
験
は
、
人

生
と
同
じ
長
さ
だ
け
あ
り
、
ま
た
女
た
ち
を
通
し
て
死
後
も
続
く
の
で
あ

ろ
う
。
性
的
に
搾
取
さ
れ
る
人
生
が
、
奴
隷
の
女
の
人
生
で
あ
っ
た
。
こ

の
二
重
の
苦
し
み
と
矛
盾
と
悲
し
み
を
抱
え
な
が
ら
、
セ
サ
は
な
お
か
つ

娘
の
鎮
魂
を
願
っ
た
の
だ
っ
た
が
、
殺
さ
れ
た
娘
の
怒
り
は
、
セ
サ
の
思

い
や
願
い
と
は
ま
た
別
に
あ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　

殺
さ
れ
た
娘
の
怒
り
を
静
め
る
た
め
の
行
為
は
、
セ
サ
の
怒
り
を
生

み
だ
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
見
つ
め
る
男
の
子
の
怒
り
を
連
鎖
的
に
生
み

出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
義
母
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ
グ
ズ
は「
ニ
グ
ロ
の
悲
嘆
」

（
5
）
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
が
、そ
れ
に
続
く
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ
グ
ズ
の

慰
め
は
、
セ
サ
に
は
三
人
の
子
供
が
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
消
極
的
な
も

の
で
し
か
な
い
。
奴
隷
だ
っ
た
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ
グ
ズ
が
産
ん
だ
八
人
の

子
供
た
ち
は
、
今
は
す
べ
て
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
母
親
の
愛
情

を
授
け
る
機
会
も
恣
意
的
に
奪
わ
れ
る
奴
隷
制
度
の
な
か
で
、
な
お
か
つ

生
き
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
母
親
の
、
そ
れ
は
宿
命
で
あ
っ
た
。

　

ビ
ラ
ヴ
ド
の
妹
の
デ
ン
ヴ
ァ
ー
は
、
1
2
4
番
地
の
家
を
揺
る
が
す

赤
ん
坊
の
亡
霊
が
出
る
よ
う
に
と
き
お
り
願
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
理

由
は
、「
そ
の
怒
り
が
デ
ン
ヴ
ァ
ー
を
刺
激
す
る
」（
13
）
か
ら
で
あ
っ
た
。

共
同
体
か
ら
疎
外
さ
れ
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
デ
ン
ヴ
ァ
ー
も
ま
た
、
ビ
ラ
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ヴ
ド
を
通
し
て
「
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）」
の
作
業
を
成
し
遂
げ
な
が
ら
、

自
分
の
怒
り
の
身
体
的
誕
生
を
促
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

13　
「
投
影
す
る
過
去
」
の
身
体
的
怒
り

　

こ
こ
で
突
如
と
し
て
現
れ
た
ビ
ラ
ヴ
ド
の
、
水
か
ら
の
誕
生
に
注
目
し

た
い
。
振
り
か
え
っ
て
見
れ
ば
デ
ン
ヴ
ァ
ー
も
ま
た
川
か
ら
誕
生
し
て
い

る
。

　

逃
亡
奴
隷
の
セ
サ
は
、
や
は
り
逃
走
し
て
き
た
年
季
奉
公
人
エ
イ

ミ
ー
・
デ
ン
ヴ
ァ
ー
と
い
う
白
人
の
娘
に
助
け
ら
れ
て
、
穴
だ
ら
け
の
、

鳥
の
巣
が
二
つ
も
あ
る
破
れ
舟
の
な
か
で
出
産
を
す
る
。
セ
サ
が
足
を
引

き
ず
り
な
が
ら
川
岸
へ
近
づ
く
と
セ
サ
は
破
水
し
、
そ
の
水
が
川
の
水
に

混
じ
っ
て
い
く
。
セ
サ
と
水
と
の
一
体
化
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
と
き
セ

サ
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
支
流
の
「
一
マ
イ
ル
の
暗
い
川
」（
83
）
を
見
て

い
る
が
、
作
者
は
、「
何
マ
イ
ル
も
離
れ
た
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
本
流
へ
捧

げ
ら
れ
る
川
の
流
れ
に
抗
っ
て
、
役
立
た
ず
の
、
櫂
も
ひ
と
つ
し
か
な

い
小
舟
で
」（
83
）、
こ
の
「
一
マ
イ
ル
の
暗
い
川
」
は
分
か
た
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
そ
れ
は
セ
サ
に
は
故
郷
（
ホ
ー
ム
）

の
よ
う
に
見
え
た
」（
83
）
と
続
く
。
こ
の
文
章
も
ま
た
理
解
し
に
く
い

部
分
を
含
む
が
、「
何
マ
イ
ル
も
離
れ
た
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
本
流
」
と
は
、

奴
隷
州
の
領
域
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
川
の
流
れ
は
自
由
州
の
支
流
か

ら
下
っ
て
、
奴
隷
州
を
通
る
本
流
へ
合
流
し
て
い
く
が
、「
一
マ
イ
ル
の

暗
い
川
」
に
よ
っ
て
、
セ
サ
を
奴
隷
の
身
か
ら
解
放
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
「
一
マ
イ
ル
の
暗
い
川
」
と
い
う
空
間
に
セ
サ
は
「
故
郷
（
ホ
ー
ム
）」

を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
の
約
束
の
地
を
期
待
さ
せ
る
「
ヨ
ル
ダ
ン

川
」
の
向
こ
う
、
と
い
う
伝
説
で
語
ら
れ
る
願
望
の
領
域
が
、
こ
こ
で
は

現
実
の
「
故
郷
（
ホ
ー
ム
）」
を
感
じ
る
と
こ
ろ
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
セ
サ
は
こ
の
川
の
水
の
上
で
、「
奴
隷
で
は
な
い
」
娘
の

デ
ン
ヴ
ァ
ー
を
産
む
。「
一
マ
イ
ル
の
暗
い
川
」
は
、セ
サ
に
代
表
さ
れ
る
、

新
し
い
人
生
を
自
由
州
へ
求
め
た
黒
人
の
存
在
を
保
証
す
る
「
場
所
」
と

み
な
す
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

　

デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
出
産
の
場
面
で
は
、
川
の
水
ば
か
り
で
な
く
、
身
体

か
ら
流
れ
出
る
水
が
強
調
さ
れ
る
。
お
産
を
手
伝
っ
た
白
人
の
娘
の
エ

イ
ミ
ー
が
、
小
舟
が
洪
水
状
態
に
な
る
と
慌
て
た
ほ
ど
、
セ
サ
の
子
宮

か
ら
流
れ
出
る
水
は
果
て
し
な
か
っ
た
。「
破
れ
る
子
宮
か
ら
破
流
す
る

水
を
止
め
る
す
べ
は
な
か
っ
た
」（
51
）
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
ふ
た
た

トニ・モリスン台本によるオペラ「マーガレット・ガーナー」を
記念して、シンシナティで開催された第４回トニ・モリスン学会
プログラム。オペラの楽譜で描かれたオハイオ川。
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び
、
娘
の
姿
に
な
っ
て
身
体
化
し
た
ビ
ラ
ヴ
ド
が
、
1
2
4
番
地
で
セ

サ
た
ち
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
場
面
で
、
セ
サ
は
流
れ
出
る
水
を
止
め
ら

れ
な
く
な
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
が
す
ぐ
に
は
わ
か
ら

な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
、「
そ
ば
に
寄
っ
て
そ
の
（
ビ
ラ
ヴ
ド
の
）
顔
を

見
よ
う
と
し
た
瞬
間
に
、
セ
サ
の
膀
胱
は
許
容
の
限
界
に
達
し
て
し
ま
っ

た
」（
51
）
の
で
あ
る
。
セ
サ
は
屋
外
便
所
へ
駆
け
つ
け
る
間
も
な
く
、「
果

て
し
な
く
」（
51
）
流
し
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
出

産
の
と
き
の
同
じ
情
景
を
思
い
出
す
。
い
っ
ぽ
う
、
家
の
な
か
に
入
っ
た

ビ
ラ
ヴ
ド
は
、
や
は
り
果
て
し
な
く
、「
一
杯
、
ま
た
も
う
い
っ
ぱ
い
と

コ
ッ
プ
の
水
を
飲
ん
で
い
る
」（
51
）
の
で
あ
る
。

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
な
か
で
、
水
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
書
き
込
ま
れ
る
と
、

そ
の
意
味
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
問
い
か
け
た
く
な
る
。
三
人
の

水
に
か
か
わ
る
女
た
ち
、
奴
隷
で
あ
り
逃
亡
奴
隷
に
な
っ
た
セ
サ
、
奴
隷

女
の
子
供
と
し
て
生
ま
れ
た
た
め
に
奴
隷
で
、
自
由
州
へ
行
っ
た
も
の
の

一
ヶ
月
足
ら
ず
で
追
っ
手
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
場
所
で
母
親
に
殺
さ
れ
て

し
ま
っ
た
ビ
ラ
ヴ
ド
、
奴
隷
と
し
て
農
園
で
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
逃

亡
途
中
に
誕
生
し
た
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
こ
と
を
考
え
る
と
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』

に
お
け
る
水
と
黒
人
奴
隷
、
お
よ
び
奴
隷
制
度
と
の
か
か
わ
り
、
そ
の
連

想
体
系
は
深
く
結
び
つ
い
て
く
る
。

　

水
と
黒
人
奴
隷
の
関
係
が
深
い
の
は
、「
ヨ
ル
ダ
ン
川
」
の
向
こ
う
と
い

う
黒
人
霊
歌
で
歌
わ
れ
た
、
絶
望
と
願
望
の
詩
句
か
ら
く
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
そ
も
そ
も
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
広
大
な
海
原
を
渡
っ
て
く
る
、
あ

の
「
中
間
航
路
」
と
呼
ば
れ
た
水
と
の
体
験
に
よ
る
。
い
わ
ば
、「
何
マ

イ
ル
も
離
れ
た
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
本
流
」
へ
の
航
海
、
自
由
州
か
ら
奴
隷

州
へ
の
航
海
で
あ
っ
た
、
奴
隷
船
の
な
か
の
空
間
的
・
時
間
的
「
滞
在
」

は
、
か
れ
ら
を
人
間
か
ら
奴
隷
に
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
水
の

上
で
か
れ
ら
は
奴
隷
に
な
っ
て
い
っ
た
。
奴
隷
船
を
舞
台
に
し
た
戯
曲
に

ア
ミ
リ
・
バ
ラ
カ
の
『
奴
隷
船
│
│
歴
史
的
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
』（
一
九
六
七
）、

あ
る
い
は
チ
ャ
ー
ル
ズ･

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
中
間
航
路
』（
一
九
九
〇
）
な

ど
が
あ
り
、
私
は
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
な
か
で
の
水
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

奴
隷
で
あ
る
こ
と･

奴
隷
制
度
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
あ
の
大
き
な
海
の
「
中
間
航
路
」
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
。

　

そ
れ
は
モ
リ
ス
ン
の
言
う
、
祖
先
が
現
在
へ
か
か
わ
り
繋
が
っ
て
く

る
、「
無
限
性
（
無
時
間
性
）」
で
あ
り
、
過
去
が
果
て
し
な
く
投
影
す
る

こ
と
で
あ
る
。
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
は
『
文
化
の
位
置
』（
一
九
九
四
）
で
、『
ビ

ラ
ヴ
ド
』
を
論
じ
な
が
ら
、過
去
が
投
影
す
る
そ
の
表
象
が
「
ビ
ラ
ヴ
ド
」

と
い
う
人
物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
先
祖
が
死
者
の
な
か
か
ら
、
殺

さ
れ
た
娘
の
ビ
ラ
ヴ
ド
の
姿
を
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
き
、
私
た
ち

は
、
怒
り
狂
っ
て
出
現
す
る
投
影
す
る
過
去
を
見
る
の
で
あ
る
」（
バ
ー

バ
、
254
）。
こ
こ
で
ホ
ミ･

バ
ー
バ
が
、
殺
さ
れ
た
娘
の
ビ
ラ
ヴ
ド
が
現

れ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。

「
祖
先
」
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
投
影
す
る
過
去
」

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
殺
さ
れ
た
ビ
ラ
ヴ
ド
の
怒
り
は
、
個
人
に
属
す
る
も

の
で
は
な
い
。
デ
ン
ヴ
ァ
ー
が
そ
れ
を
共
有
し
た
よ
う
に
、
も
は
や
奴
隷

で
は
な
く
な
っ
た
時
代
の
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
が
、
果
て
し
な
く
共
有

し
て
い
く
過
去
の
投
影
で
あ
る
怒
り
で
あ
る
。
デ
ン
ヴ
ァ
ー
は
母
親
の
セ

サ
の
逃
亡
と
自
分
の
誕
生
の
話
が
好
き
だ
っ
た
が
、
そ
の
話
を
乞
わ
れ
る

ま
ま
に
ビ
ラ
ヴ
ド
に
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
。
そ
の
物
語
を
通
し
て
、「
怒

り
」
を
共
有
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
怒
り
」
と
作
者
は
明

言
し
て
は
い
な
い
が
、
不
思
議
な
代
名
詞
「
そ
れ
」
が
連
発
さ
れ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、「
そ
れ
」
と
は
た
だ
逃
亡
の
様
子
を
指
す
の
で
は
な
い
と
気

が
つ
く
。
作
者
は
意
図
的
に
次
の
よ
う
に
曖
昧
に
す
る
。「
デ
ン
ヴ
ァ
ー

は
今
、
そ
れ
を
見
て
い
た
。
そ
し
て
感
じ
て
い
た
の
だ
っ
た
│
│
ビ
ラ
ヴ

ド
を
通
し
て
。
母
親
に
と
っ
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
か
、
感

じ
な
が
ら
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
か
を
見
な
が
ら
」（
78
）。

こ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
は
、
強
調
の
効
果
を
生
み
出
し
、
デ
ン
ヴ
ァ
ー
と

ビ
ラ
ヴ
ド
の
二
人
も
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
。
デ
ン
ヴ
ァ
ー
の
語
る
モ
ノ

ロ
ー
グ
は
、
二
人
の
物
語
へ
と
展
開
し
、「
事
実
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
デ
ュ

エ
ッ
ト
に
な
っ
た
」（
78
）
と
叙
述
さ
れ
る
。
二
人
の
語
る
母
親
の
物
語
は
、

し
た
が
っ
て
三
人
の
物
語
に
な
り
、
三
人
の
女
た
ち
が
祖
先
を
、「
投
影

す
る
過
去
」
を
表
象
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

ホ
ミ･

バ
ー
バ
の
こ
こ
で
の
「
投
影
す
る
過
去
」
に
は
、「
怒
り
狂
う
」

と
い
う
形
容
詞
が
つ
い
て
い
る
。『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
な
か
の
大
量
の
水
、

そ
の
奔
出
の
激
し
さ
の
描
写
は
、「
投
影
す
る
過
去
」
の
、
怒
り
狂
う
激

烈
な
性
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
由
な
人
間
か
ら
強
制

的
に
「
奴
隷
」
に
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
、
奴
隷
船
の
な
か
の
「
滞
在
」
の
、

激
烈
な
る
苦
し
み
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
ろ
う
。
モ
リ
ス
ン
の『
ビ
ラ
ヴ
ド
』

は
、
こ
の
水
の
描
写
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
抽
象
的
に
述
べ
る
の
で
は
な

く
、
具
体
的
な
物
語･

具
体
的
な
物
質
に
よ
っ
て
、
激
し
く
秘
め
た
「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
怒
り
の
感
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

水
の
場
面
が
誕
生
と
繋
が
り
、
そ
れ
が
遠
い
過
去
か
ら
連
綿
と
続
く
、

中
間
航
路
の
水
と
奴
隷
の
誕
生
へ
と
繋
が
る
と
き
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
が
描

き
出
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
甦
っ
た
ビ
ラ
ヴ
ド
が
意
味
す
る
の
は
、

第
一
義
的
に
、
精
神
的
自
由
を
求
め
た
奴
隷
の
苦
悩
で
あ
る
と
い
う
よ

り
、
具
体
的
に
「
投
影
す
る
過
去
」
と
し
て
の
、
身
体
化
し
た
怒
り
で
あ

る
。
1
2
4
番
地
が
ビ
ラ
ヴ
ド
の
亡
霊
に
よ
っ
て
震
撼
す
る
の
も
、
地

下
鉄
道
の
「
駅
舎
」
だ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
験
の
た
め
に
、「
怒
り
狂
っ

て
出
現
す
る
投
影
す
る
過
去
」
を
こ
の
建
物
が
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
歴
史
的
な
奴
隷
制
度
の
た
め
に
喪
失
し
た
身
体
に
対
し
て
、
ビ
ラ
ヴ

ド
が
激
し
く
復
権
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

逃
亡
奴
隷
を
地
下
鉄
道
に
乗
せ
る
仕
事
を
し
て
い
た
ス
タ
ン
プ･

ペ
イ

ド
は
、
亡
霊
の
仕
業
に
怯
え
た
セ
サ
の
二
人
の
息
子
が
家
を
出
て
行
く
の

を
見
る
と
、
死
ん
だ
黒
人
た
ち
の
怒
り
が
1
2
4
番
地
を
震
え
さ
せ
て

い
る
の
だ
と
感
じ
考
え
る
よ
う
に
な
る
。「
こ
の
家
の
ま
わ
り
で
騒
ぎ
立

て
て
い
る
、
解
読
で
き
な
い
言
葉
は
、
黒
く
怒
る
死
者
の
は
っ
き
り
し
な

い
つ
ぶ
や
き
な
ん
だ
」（
198
）
と
、ス
タ
ン
プ･

ペ
イ
ド
は
確
信
す
る
。
け

れ
ど
も
、
つ
づ
け
て
こ
の
段
落
で
語
ら
れ
る
の
は
、「
ど
の
黒
い
肌
の
下

に
も
ジ
ャ
ン
グ
ル
が
あ
る
」（
198
）
と
い
う
文
章
で
説
き
起
こ
さ
れ
る
、「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
モ
リ
ス
ン
が
物
語
を
迂
回
し
な
が

ら
論
じ
る
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
論
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

モ
リ
ス
ン
は
こ
こ
で
、
ビ
ラ
ヴ
ド
の
怒
り
が
ビ
ラ
ヴ
ド
個
人
の
怒
り

を
体
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
よ
う
に
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
人
生

に
お
い
て
は
、
個
人
の
み
な
ら
ず
人
種
全
体
の
重
み
を
負
わ
せ
ら
れ
て
い

る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
」
と
い
う
の
は
、「
白
い
人
々
」

が
勝
手
に
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
、「
航

行
で
き
な
い
速
い
流
れ
、
体
を
揺
ら
し
叫
び
声
を
あ
げ
る
ヒ
ヒ
、
休
眠
し

て
い
る
ヘ
ビ
、
甘
く
白
い
血
を
今
に
も
飲
も
う
と
す
る
赤
い
歯
茎
」（
198
）

で
あ
る
と
、
こ
こ
で
も
き
わ
め
て
具
体
的
に
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
肌

の
下
に
潜
む
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
」
を
描
き
出
す
。
そ
し
て
ふ
た
た
び
水
や
川

の
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
が
、「
白
い
人
々
」
と
人

間
ら
し
い
関
係
を
育
て
た
い
と
努
力
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
混
乱
状
態
へ
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陥
っ
て
し
ま
う
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
あ
っ
た
。「
大
き
く
育
っ
た
。
広
が
っ
た
。

人
生
の
な
か
で
、
人
生
を
通
し
て
、
ま
た
そ
の
後
も
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
広

が
り
、
つ
い
に
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
作
っ
た
白
い
人
々
を
侵
食
し
た
の
だ
っ

た
」（
198
│
99
）
と
語
ら
れ
る
と
き
、ジ
ャ
ン
グ
ル
は
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」

の
怒
り
で
あ
る
と
と
も
に
、「
白
い
人
々
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
異
質

性
で
あ
り
、差
異
化
の
作
業
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
モ
リ
ス
ン
が『
暗

闇
に
戯
れ
て
』
で
論
じ
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
の
白
人
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ

る
ア
メ
リ
カ
ン･
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
読
み
か
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

や
が
て
「
白
い
人
々
」
自
身
が
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
か
ら
み
取
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
そ
れ
は
「
白
い
人
々
」
に
と
っ
て
の
恐
怖
に
な
っ
て
い
く
。

「
自
分
た
ち
が
作
り
出
し
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
が
、
怖
く
て
し
か
た
が
な
く

な
っ
た
」（
199
）
の
で
あ
り
、こ
こ
で
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」

と
「
白
い
人
々
」
の
関
係
性
を
表
象
す
る
こ
と
に
な
る
。
ビ
ラ
ヴ
ド
の
怒

り
を
、
元
奴
隷
の
奴
隷
制
度
へ
の
一
方
通
行
的
な
怒
り
で
あ
る
と
単
純
化

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
怒
り
の
誕
生
の
根
拠
を
含
め
て
、
1
2
4
番

地
を
震
撼
さ
せ
る
原
因
を
解
釈
し
よ
う
と
作
者
は
試
み
る
。「
白
い
人
々
」

自
身
が
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
か
ら
み
取
ら
れ
、「
白
い
人
々
の
こ
の
新
し
い

種
類
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
、
ひ
そ
か
に
は
び
こ
り
は
じ
め
て
い
た
が
、
そ
れ

は
隠
さ
れ
、
静
か
に
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
と
き
お
り
、
1
2
4

番
地
の
よ
う
な
場
所
で
、
そ
の
つ
ぶ
や
き
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
」（
199
）

と
作
者
は
語
る
。「
１
２
４
番
地
の
よ
う
な
場
所
」
を
通
し
て
の
「
ア
メ

リ
カ
の
黒
人
」
の
怒
り
の
身
体
化
作
業
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
と
「
白

い
人
々
」
の
関
係
性
の
身
体
化
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　

そ
れ
で
は
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
お
い
て
、
揺
れ
る
1
2
4
番
地
の
家
が

表
象
す
る
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
と
「
白
い
人
々
」
の
関
係
性
を
ど
の
よ

う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
で
は
ポ
ー
ル
D
と

い
う
元
奴
隷
の
男
や
、
逃
亡
奴
隷
を
救
う
ス
タ
ン
プ･

ペ
イ
ド
が
登
場
す

る
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
女
の
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
き

た
い
。い
っ
と
き
ポ
ー
ル
D
が
そ
の
住
人
に
な
っ
た
が
、リ
ン
デ
ン･

ピ
ー

チ
に
よ
れ
ば
、
思
い
や
り
の
あ
る
ポ
ー
ル
D
は
、「
女
ら
し
さ
と
結
び
つ

け
て
考
え
ら
れ
る
」人
物
で
、い
わ
ば「
女
」に
分
類
さ
れ
る
と
い
う（
ピ
ー

チ
、
103
）。
セ
サ
の
夫
は
1
2
4
番
地
へ
た
ど
り
つ
か
な
か
っ
た
し
、
ふ

た
り
の
息
子
は
逃
げ
て
し
ま
う
。
1
2
4
番
地
に
住
む
の
は
女
た
ち
で

あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
奴
隷
制
度
と
い
う
「
投
影
す
る
過
去
」
を
も
っ
た

女
た
ち
の
、「
白
い
人
々
」
と
の
関
係
性
を
特
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。「
女
│
性
」、
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
視
点
か

ら
、「
白
い
人
々
」
と
の
関
係
性
を
捉
え
る
と
ど
う
な
る
か
。

14　
逃
亡
奴
隷
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
の
子
殺
し

　
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、「
子
殺
し
」
が
そ
の
主
題
の
ひ

と
つ
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。
し
か
も
作
者
モ
リ
ス
ン
が
、
歴
史

上
、
実
際
に
起
き
た
「
子
殺
し
」
の
事
件
に
触
発
さ
れ
て
、
こ
の
作
品
を

書
い
た
と
い
う
こ
と
は
諒
解
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
歴
史
上
の
事
件
に
つ
い
て
、ポ
ー
ル･

ギ
ル
ロ
イ
が
、『
ブ
ラ
ッ
ク
・

ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』（
一
九
九
三
）
の
な
か
で
巧
み
に
要
約
し
て
い
る

の
で
、
そ
れ
を
使
い
な
が
ら
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

一
八
五
六
年
一
月
、
奴
隷
州
の
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
農
園
か
ら
逃
げ
出
し

た
奴
隷
た
ち
の
一
群
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
「
四
分
の
一
、
あ
る
い
は

三
マ

マ

分
の
一
の
白
い
血
が
混
じ
っ
た
ム
ラ
ト
ー
で
、
身
長
五
フ
ィ
ー
ト
く
ら

い
の
、
額
の
高
い
、
知
性
的
な
輝
く
目
」（
65
）
を
し
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
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ガ
ー
ナ
ー
が
い
た
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
夫
と
そ
の
両
親
、
四
人
の
子
供
と

一
緒
だ
っ
た
。
そ
の
他
に
九
人
の
逃
亡
奴
隷
が
い
て
、
か
れ
ら
は
馬
橇
に

乗
っ
て
逃
亡
し
、
冬
の
凍
り
つ
い
た
オ
ハ
イ
オ
川
を
渡
り
、
自
由
州
へ

到
達
す
る
と
、
ガ
ー
ナ
ー
一
家
は
他
の
人
々
と
別
れ
て
行
動
す
る
。
と
こ

ろ
が
ガ
ー
ナ
ー
一
家
は
、
親
類
の
家
を
頼
っ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
逃
亡

奴
隷
捕
獲
人
に
取
り
囲
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
、
三

歳
の
娘
を
肉
切
り
包
丁
で
殺
し
、
残
り
の
子
供
た
ち
も
殺
そ
う
と
し
た
。

一
八
五
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
逃
亡
奴
隷
法
の
た
め
に
、
ふ
た
た
び
奴
隷
の

身
に
な
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
な
ら
、
死
を
選
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
と
マ
ー
ガ

レ
ッ
ト
は
考
え
た
の
だ
っ
た
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
た
ち
は
農
園
に
引
き
戻
さ

れ
る
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
、
白
人
の
主
人
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
を
ニ
ュ
ー
・

オ
リ
ン
ズ
の
奴
隷
市
場
へ
売
り
に
出
し
て
し
ま
う
。

　

以
上
が
ギ
ル
ロ
イ
の
説
明
で
あ
る
。
ま
た
別
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
か

れ
ら
が
逃
亡
し
た
の
は
、
一
月
二
七
日
、
日
曜
日
で
、
二
、三
時
間
後
に

は
逃
亡
が
発
覚
し
、
す
ぐ
に
追
っ
手
の
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
。
逃

亡
奴
隷
た
ち
が
対
岸
の
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
へ
渡
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
翌

月
曜
日
に
は
隠
れ
て
い
た
家
を
急
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
ア
ン
ド
ル
ー

ズ
他
編
、
25
）。
ま
た
別
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
四
分
の

一
、
あ
る
い
は
二
分
の
一
白
い
血
の
混
じ
っ
た
ム
ラ
ト
ー
で
、
身
長
は
五

フ
ィ
ー
ト
三
イ
ン
チ
く
ら
い
、
繊
細
で
知
的
な
目
と
額
だ
っ
た
。
ア
フ
リ

カ
人
の
特
徴
は
、
主
に
平
た
い
鼻
と
分
厚
い
唇
に
見
ら
れ
た
。（
略
）
娘

は
九
ヶ
月
く
ら
い
で
、
母
親
よ
り
ず
っ
と
色
が
白
く
、
頬
に
は
赤
み
が
見

分
け
ら
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
」（
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
156
）
と
、
事
件
発

覚
後
の
二
月
九
日
に
、
裁
判
所
に
あ
ら
わ
れ
た
と
き
の
姿
が
描
写
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
、
二
五
歳
く
ら
い
だ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
（
プ
ラ
サ
編
、
40
）。

　

こ
の
事
件
は
世
間
の
耳
目
を
大
い
に
集
め
、
新
聞
や
奴
隷
制
度
廃
止
運

動
組
織
の
機
関
誌
な
ど
で
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り

わ
け
世
間
の
人
々
が
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
子
殺
し
を
し
た
母
親
の
心

理
へ
向
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ほ
ど
絶
望
的
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
、
奴

隷
制
度
廃
止
論
者
た
ち
の
主
張
で
、
母
親
に
自
分
の
子
供
を
殺
さ
せ
る
よ

う
な
非
人
間
的
で
残
酷
な
制
度
は
、
す
ぐ
に
で
も
撤
廃
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
論
陣
を
張
っ
た
。
世
間
は
と
に
か
く
子
殺
し
と
い
う
衝
撃
的
な
行
為

に
、
驚
愕
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
気
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
一

般
に
は
み
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、「
自
由
を
、
し

か
ら
ず
ん
ば
死
を
！
」
と
叫
ん
だ
建
国
の
時
代
の
政
治
家
パ
ト
リ
ッ
ク･

ヘ
ン
リ
ー
の
よ
う
に
、
奴
隷
の
暮
ら
し
に
戻
る
の
で
あ
れ
ば
死
ん
だ
ほ
う

が
ま
し
だ
と
願
っ
た
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
を
英
雄
に

祭
り
上
げ
る
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
新
聞
記
事
を
も
と
に
構
成
し
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
･
J
・
メ
イ
の
文

章
に
よ
れ
ば
、
留
置
場
に
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
を
訪
ね
た
牧
師
が
、「
あ
の
と

き
は
興
奮
し
て
気
が
狂
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
尋
ね
る
と
、
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
は
強
く
「
ノ
ー
」
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
で
き
る
こ
と
な

ら
一
度
に
子
供
た
ち
全
部
を
殺
し
て
、
苦
し
み
か
ら
解
放
し
て
や
り
た

か
っ
た
。
ま
た
奴
隷
の
暮
ら
し
に
戻
っ
て
、
じ
わ
じ
わ
と
殺
さ
れ
る
よ

り
は
ま
し
だ
と
語
っ
た
と
い
う
（
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
、
32
）。
ま
た
あ
る
牧

師
の
説
教
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
説
教
の
な
か
で
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
、

「
気
高
く
女
ら
し
く
や
さ
し
く
愛
情
豊
か
な
母
親
だ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、

「
錯
乱
し
て
い
た
な
ど
と
ん
で
も
な
い
。
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
落
ち
つ
い

て
、
知
性
が
あ
っ
た
。
た
だ
決
意
は
固
か
っ
た
の
だ
。（
略
）
そ
し
て
母

親
の
深
い
愛
情
を
持
っ
て
い
た
い
た
の
だ
」（
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
、
35
）
と

説
明
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
知
性
的
で
立
派
な
母
親
が
子
殺
し
を
す
る
の



9 6

は 、 奴 隷 制 度 の せ い で あ り 、 奴 隷 を 擁 す る 農 園 が 、 こ の シ ン シナ テ ィ の 町 か ら そ れ ほ ど 遠 く な い 場 所 に あ る こ と を 弾 劾 す る 。　
マ ー ガ レ ッ ト を 英 雄 に す れ ば す る ほ ど 、 奴 隷 制 度 の 残 酷 さ を

訴 え る の に 効 果 的 で あ り 、 奴 隷 制 度 廃 止 論 者 た ち は マ ー ガ レ ット ・ ガ ー ナ ー を ま す ま す 美 化 し て い っ た 。 狂 気 に よ る 子 殺 し では な く 、 子 供 の し あ わ せ を 願 っ て の 、 絶 望 的 な 母 親 の 行 為 だ った と い う 説 明 が 、 理 性 的 に 論 理 的 に 、 そ し て 情 緒 的 に 語 ら れて い っ た 。 な か で も 著 名 な 女 権 拡 張 論 者

･

奴 隷 制 度 廃 止 論 者 で

雄 弁 な 演 説 家 だ っ た ル ー シ ー ・ ス ト ー ン （ 一 八 一 八 （ 九 ） ─九 三 ） は 、 法 廷 に 立 っ て 次 の よ う な 弁 護 演 説 を し て い る 。　
　
こ こ に 参 り ま し て 、 あ の 哀 れ な 逃 亡 者 に 会 い 、 苛 酷 な 仕 事

に 鍛 え ら れ た 手 を 取 り な が ら 、 そ の 顔 に 刻 ま れ た 深 い 苦 し みと 自 由 へ の 渇 望 を 読 み 取 り ま し た 。 そ の 目 は 絶 望 に 曇 り 、 頬に は 苦 悩 の 涙 が 伝 わ り 、 わ た し が 手 を 取 り 同 情 の 言 葉 を か けま す と 、 そ の 唇 が 沈 黙 の 苦 悶 に 震 え ま し た 。 何 千 も の 人 々 があ な た を 思 い 心 を 痛 め て い る 、 そ し て 子 供 の ひ と り は 天 使 たち と 安 全 な 場 所 に い る こ と を 喜 ん で い る と 伝 え ま し た 。 そ れに 対 す る 応 え は 、 た だ 深 い 絶 望 の ま な ざ し で し た 。 あ ら わ す言 葉 の な い 苦 悶 の 表 情 で し た （ ワ イ ゼ ン バ ー ガ ー 、

1 7 2）  。

ル ー シ ー ・ ス ト ー ン の こ の よ う な 演 説 が 、 マ ー ガ レ ッ ト の 子 殺し の 要 因 を か え っ て 不 明 に し て し ま っ た の で は な い か 。 そ して 、 そ の よ う な 論 調 に 反 対 し て 、 奴 隷 制 度 擁 護 派 の 新 聞 エ ン クワ イ ア ラ ー の 論 説 で は 、  「 奴 隷 制 度 廃 止 論 者 た ち は 、 子 殺 し の両 親 を ヒ ー ロ ー と ヒ ロ イ ン に 見 た て 、 高 貴 で 聖 な る 感 情 を ふ ん

だ ん に 込 め な が ら 、 奴 隷 の 枷 を は め さ せ る く ら い な ら 、 自 分 の白 い 子 供 の 血 に 手 を 染 め る ほ う が ま し だ と 言 う 」 と 書 き 、 奴 隷制 度 廃 止 論 者 に よ る ガ ー ナ ー 事 件 の 美 化 を 批 判 し た 。 だ が 奴 隷制 度 廃 止 論 者 た ち が い か に 美 化 し よ う と も 、 現 実 に 「 子 供 の 血に 手 を 染 め る 」 行 為 は 、  正 当 化 し に く か っ た の で は な い か 。  「 母親 の 深 い 愛 情 を 持 っ て 」 い た か ら 、 自 分 の 子 供 た ち を 奴 隷 の 身分 に 戻 し が た く 、 そ の た め に 殺 し た と い う 説 明 は 受 け 入 れ が たい 。 母 親 が そ の よ う な 理 性 的 な 理 由 で 子 供 の 命 を 奪 う こ と が でき る の か 。  「 子 供 の ひ と り は 天 使 た ち と 安 全 な 場 所 に い る 」 とい う 解 決 は 、 奴 隷 制 度 廃 止 論 者 た ち の 目 標 で は な か っ た の で はな い か 。 か れ ら の 理 想 は 、 こ こ ア メ リ カ 社 会 に お け る 、 た っ た今 の 自 由 で あ り 、 し あ わ せ で あ っ た は ず で あ る 。　
そ れ に 果 た し て 本 当 に 、 絶 望 か ら 子 殺 し は 可 能 な の で あ ろ う

か 。 母 親 が 錯 乱 状 態 に な っ て い た の で も な か っ た と 強 調 さ れ 、た だ 「 決 意 は 固 か っ た 」 と 説 明 さ れ る 。 そ の よ う に 極 限 の 絶 望状 態 に 陥 る と 、 自 分 の 子 供 に 刃 物 を 向 け る こ と が で き る だ ろ うか 、 私 に は 疑 問 に 思 え て く る 。 そ れ が 奴 隷 制 度 と い う 、 い く ら「 奇 妙 な 制 度 」 の も と で の 社 会 で あ っ た に し て も 、 人 間 の 命 を奪 う 行 為 が 、 精 神 的 自 由 を 求 め た い と い う 、 知 性 的 な 意 志 の みで 実 行 で き る も の だ ろ う か 。 か え っ て 錯 乱 状 態 に 陥 っ て い た とい う の で あ れ ば 納 得 が い く 。
1 5　

エ ウ リ ピ デ ス 『 メ ー デ ィ ア 』 の 〈 異 郷 〉 性

　
母 親 の 子 殺 し と い う 主 題 は 新 し い も の で は な い 。 モ リ ス ン
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は 、 ポ ー ル  ・  ギ ル ロ イ の イ ン タ ヴ ュ ー に 応 え て 、 マ ー ガ レ ッ ト  ・ガ ー ナ ー 事 件 に 言 及 し 、 エ ウ リ ピ デ ス の 『 メ ー デ ィ ア 』 の 主 人公 と マ ー ガ レ ッ ト は 違 う と 述 べ て い る （ ギ ル ロ イ 、

2 1 9）  。 こ こ

で は 、  『 ビ ラ ヴ ド 』 で 主 題 の 一 つ に な っ て い る 、 共 同 体 と 個 人と い う 視 点 か ら 、 子 殺 し を 説 明 し て い る の だ が 、 モ リ ス ン は 次の よ う に 言 う 。  「 共 同 体 と 個 人 に 関 す る 問 題 が 、 私 の 想 像 す るあ の 事 件 に は 、 た し か に 内 在 し て い る と 考 え ま す 。 あ な た が 共同 体 で あ り 、 あ な た が あ な た の 子 供 た ち で あ り 、 そ れ が あ な た個 人 で あ る と き に は 、  分 裂 が 起 き な い の で す 。  （ 略 ） マ ー ガ レ ット

･

ガ ー ナ ー の し た こ と は 、 メ ー デ ィ ア が し た こ と と は 違 い ま

す 。 あ る 男 の た め に 子 供 を 殺 す こ と は し な か っ た の で す 」  （

2 1 9）  。

た し か に マ ー ガ レ ッ ト の 場 合 は 、 古 典 文 学 の メ ー デ ィ ア と は違 っ て 、 あ る 特 定 の 男 と い う 個 人 へ の 復 讐 か ら 子 殺 し を し た ので は な か っ た 。 だ が 古 典 の 『 メ ー デ ィ ア 』 は 、 平 凡 な 二 人 の 男女 の 物 語 で は な い 。 単 純 な 嫉 妬 心 か ら 、 振 ら れ た メ ー デ ィ ア が行 為 に 及 ん だ の で は な い 。 そ の 行 為 の 背 後 に あ る も の は 、 私 はマ ー ガ レ ッ ト ・ ガ ー ナ ー に も 共 通 し て あ っ た と 考 え て い る 。　
古 典 の メ ー デ ィ ア に も 絶 望 が あ っ た だ ろ う 。 だ が 戯 曲 の な か

で 描 か れ て い る の は 、 絶 望 よ り も メ ー デ ィ ア の 激 し い 怒 り で ある 。 メ ー デ ィ ア は 嫉 妬 よ り も 、 復 讐 よ り も 、 そ の 怒 り か ら 子殺 し を し た の で は な い か 。 イ ア ー ソ ー ン の 金 の 羊 毛 を 探 し 出 すと い う 野 望 を 助 け 、 そ し て 遠 い 国 か ら ギ リ シ ャ へ お 嫁 入 り した メ ー デ ィ ア が 、 夫 の 離 反 を 知 っ て 抱 い た 激 し い 怒 り は 、 自 分の 「 女 ─ 性 」 を 否 定 さ れ た か ら で あ っ た 。 男 の 野 望 を 助 け た 魔法 の 力 を 含 め て 、 自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 搾 取 さ れ た と 感じ た か ら で あ る 。 異 国 の 女 で あ り 、 魔 法 の 力 を 備 え た メ ー デ ィ

ア で あ る か ら こ そ 、 イ ア ー ソ ー ン は 大 成 功 の う ち に 遠 征 を 成 し遂 げ る こ と が で き た 。 だ が イ ア ー ソ ー ン は 、 よ り 望 ま し い 地 位の ク レ オ ー ン の 娘 と 結 婚 す る と 、 メ ー デ ィ ア の そ の 異 質 性 を 嫌う よ う に な り 、  「 ま さ か そ ん な こ と を す る ギ リ シ ャ の 女 は い ない 」  （

4 3）  と 非 難 す る 。 イ ア ー ソ ー ン に 捨 て ら れ た メ ー デ ィ ア は 、

ギ リ シ ャ と い う 体 制 の な か で 、 異 国 性 ・ 異 質 性 を 否 定 さ れ 、 その 存 在 理 由 を 根 本 か ら 否 定 さ れ る 。 い わ ば そ れ ま で イ ア ー ソ ーン の 〈 故 郷 〉 に 組 み 込 ま れ た と 感 じ さ せ ら れ て い た の に 、 突 如と し て 、 そ の 〈 故 郷 〉 か ら 追 い 出 さ れ 、 自 分 の 〈 異 郷 〉 性 を 認識 さ せ ら れ る の で あ る 。　
メ ー デ ィ ア が 世 継 ぎ の 二 人 の 子 供 を 殺 し た の は 、 も ち ろ ん 復

讐 の た め で も あ ろ う 。 実 際 に イ ア ー ソ ー ン は 、  「 子 な し に し てし ま っ た 」  （

4 3） と 嘆 く の で あ る か ら 。 け れ ど も ま た 子 殺 し は 、

自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 搾 取 し た あ と そ れ を 否 定 し た 、 イア ー ソ ー ン 殺 し で も あ っ た の で は な い か 。 子 供 の な か に 流 れ る半 分 の イ ア ー ソ ー ン の 血 を 、 そ う や っ て 否 定 し た か っ た に ち がい な い 。
1 6　

セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 搾 取 （ ア メ リ カ ン ・ ホ ロ コ ー ス ト ）

　
歴 史 上 の 事 件 を 引 き 起 こ し た マ ー ガ レ ッ ト

･

ガ ー ナ ー に 関 す

る 前 記 の 描 写 で 、 重 要 な 点 が あ る 。 そ れ は マ ー ガ レ ッ ト が ムラ ト ー だ っ た こ と で あ る 。 モ リ ス ン の 『 ビ ラ ヴ ド 』 の セ サ は そう な っ て は い な い が 、 現 実 の 事 件 で は 、 マ ー ガ レ ッ ト も そ の 子供 た ち も 、 か な り 肌 の 色 が 薄 い 。 こ の 点 は き わ め て 重 要 で あ る 。
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し
か
も
殺
さ
れ
た
娘
は
、「
ほ
と
ん
ど
白
人
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
に
類

ま
れ
な
美
し
い
幼
女
だ
っ
た
」（
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
157
）
と
も
記
録

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
エ
ン
ク
ワ
イ
ア
ラ
ー
の
論
説
で
は
、「
白

い
子
供
」
に
な
っ
て
い
た
。
つ
い
で
に
息
子
た
ち
の
容
貌
を
引
用
し
て
お

く
と
、「
男
の
子
た
ち
は
四
歳
と
六
歳
で
、
目
は
輝
き
、
縮
れ
毛
の
、
小

ざ
か
し
い
か
わ
い
ら
し
い
子
供
た
ち
だ
っ
た
。
黒
人
の
少
年
た
ち
は
た
い

て
い
そ
う
だ
が
」（
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
157
）
と
、
明
ら
か
に
娘
た
ち

と
は
区
別
さ
れ
た
描
写
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ま
た
別
の
記
録
に
よ
る
と
、

二
番
目
の
息
子
も
ま
た
ム
ラ
ト
ー
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
父
親
の
血
は
よ
り

濃
く
娘
に
母
親
の
血
は
よ
り
濃
く
息
子
に
流
れ
る
と
い
う
俗
説
を
信
じ

れ
ば
、
子
供
た
ち
の
父
親
が
白
人
で
あ
る
可
能
性
が
、
か
な
り
高
く
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
記
録
は
そ
の
点
を
暗
示

す
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
を
形
容
し
て
、
額
が
高
い
、
す
な
わ
ち
黒
人

の
典
型
と
見
な
さ
れ
る
平
た
く
窪
ん
だ
前
頭
葉
で
は
な
く
、
知
性
を
保
証

す
る
前
頭
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
的
な
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
資
質
は

黒
人
の
血
で
は
な
く
白
人
の
血
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
の
暗
示
で
も

あ
ろ
う
。
白
人
の
血
が
二
分
の
一
ほ
ど
流
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
は
、
黒
人
奴
隷
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
半
分
は
白
人
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
も
ち
ろ
ん
、「
一
滴
の
血
」
と
い
う
ア

メ
リ
カ
社
会
の
黒
人
類
別
の
理
論
か
ら
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
黒
人
に
分
類

さ
れ
る
。

　

一
九
世
紀
の
奴
隷
制
度
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
黒
人
奴
隷
解
放
を
唱

導
す
る
人
々
の
間
で
も
、「
ア
マ
ル
ガ
メ
イ
シ
ョ
ン
」、
す
な
わ
ち
白
人
と

黒
人
の
混
血
に
は
敏
感
だ
っ
た
。
あ
の
『
ア
ン
ク
ル･

ト
ム
の
小
屋
』
を

書
い
た
ス
ト
ウ
夫
人
で
さ
え
、
奴
隷
解
放
後
の
異
人
種
混
交
の
可
能
性

は
、
さ
ら
さ
ら
念
頭
に
な
か
っ
た
。
そ
の
可
能
性
を
阻
止
す
る
た
め
に
も

解
放
奴
隷
を
ア
フ
リ
カ
へ
送
還
す
る
こ
と
を
よ
し
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
共
生
す
ら
不
可
能
だ
と
ス
ト
ウ
夫
人
は
考
え
て
い
る
。「
雑
婚
」
と

呼
ば
れ
る
異
人
種
混
交
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
植
民
地
時
代
か
ら
神
経

質
に
な
っ
て
い
る
。
北
ア
メ
リ
カ
の
定
住
地
で
も
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
混

交
を
緩
や
か
に
認
め
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
と
は
、
教
会
の
方
針
と
政
策
が
異

な
っ
て
い
た
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
の
子
殺
し
は
、
そ
の
衝
動
の

潜
在
的
背
景
に
「
雑
婚
」
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
定

す
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
自
身
が
そ
れ
を
理
性
的
に
認
識
し
て
は
い
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
白
人
に
よ
る
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

搾
取
に
関
し
て
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
自
分
自
身
の
身
体
的
特
質
か
ら
も
、

ま
た
奴
隷
と
し
て
の
体
験
か
ら
も
か
な
り
明
確
に
認
識
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
子
供
た
ち
の
父
親
に
関
し
て
、
真
相
は
も
ち
ろ
ん
闇

の
な
か
だ
が
、
白
人
農
園
主
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。
ワ
イ

ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
説
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
息
子
は
夫
の
子
供
で
あ
る
が
、

ム
ラ
ト
ー
の
子
供
た
ち
の
父
親
は
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
奴
隷
だ
っ
た
メ
イ

プ
ル
ウ
ッ
ド
農
場
の
主
人
ゲ
イ
ン
ズ
大
佐
で
は
な
い
か
と
い
う
。
農
場

で
父
親
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
白
人
は
大
佐
ひ
と
り
だ
っ
た
。
そ
れ
に
当

時
、
奴
隷
の
賃
貸
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の

夫
は
、
し
ば
し
ば
長
期
間
、
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
。
逃
亡
の
一
ヶ
月
前
ま

で
や
は
り
貸
し
出
さ
れ
て
い
て
留
守
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
う
一

点
、
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
出
産

の
時
期
が
、
大
佐
の
妻
の
出
産
か
ら
数
ヶ
月
あ
と
に
来
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
は
、
実
際
に
授
乳
の
で
き
る
乳
母
に

な
り
、
自
分
の
子
供
よ
り
も
優
先
し
て
白
人
の
子
供
に
授
乳
せ
ね
ば
な
ら
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な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
怒
り
を
育
む
こ
と

に
も
な
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
指
摘
し
て
い

る
の
は
、
大
佐
の
妻
の
妊
娠
期
間
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
出
産
時
期
の
関
係

で
あ
る
。
避
妊
の
方
法
が
な
か
っ
た
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
唯
一
、
女
た

ち
が
避
妊
で
き
る
の
は
、
妊
娠
後
期
と
分
娩
後
の
数
ヶ
月
で
あ
っ
た
と
い

う
。
ス
ト
ウ
夫
人
は
、
接
触
を
拒
否
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
遠
い
場
所
へ

出
か
け
て
、
事
実
上
の
別
居
を
し
な
い
か
ぎ
り
避
妊
で
き
な
か
っ
た
く
ら

い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
南
部
社
会
で
は
、
妻
の
妊
娠･

出
産
の

体
を
い
た
わ
る
た
め
で
あ
る
な
ら
、
夫
が
妻
以
外
の
人
と
、
そ
し
て
奴
隷

を
所
有
し
て
い
た
な
ら
奴
隷
の
女
と
関
係
を
持
つ
こ
と
は
大
目
に
見
ら

れ
て
い
た
と
い
う
（
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
48
）。

　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
子
殺
し
の
契
機
は
、
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
に
よ
っ
て

美
化
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
制
度
の
も
と
で
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
奴

隷
の
、
苛
酷
な
状
況
に
対
す
る
絶
望
の
み
な
ら
ず
、
私
は
も
っ
と
具
体

的･

個
人
的
な
段
階
で
の
衝
動
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
古

典
の
メ
ー
デ
ィ
ア
は
、
異
国
の
人
間
で
あ
り
、
異
質
の
能
力
を
備
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
か
つ
て
は
愛
で
ら
れ
、
の
ち
に
そ
の
身
体･

能
力
が

否
定
さ
れ
た
と
き
、
新
し
く
妻
に
な
っ
た
女
の
み
な
ら
ず
、
子
殺
し
を
し

た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
絶
望
で
は
な
く
怒
り
で
あ
る
。

お
よ
そ
絶
望
と
い
う
極
限
状
況
に
陥
っ
た
と
き
、
人
間
に
は
活
力
が
生
ま

れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
よ
り
も
激
し
い
怒
り
が
人
間
に
行
動

を
起
こ
さ
せ
る
。
事
件
を
起
こ
し
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
に
は
、
四
人
の
子
供

が
い
た
が
、
ま
た
妊
娠
も
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
一
ヶ
月
前
に
帰
っ
て

き
た
ば
か
り
の
夫
の
子
供
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
か

ら
類
推
す
る
と
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
子
殺
し
は
、
身
体
的
搾
取･

性
的
搾

取
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
自
分
の
子
供
た
ち
の
前
に
主
人
の
子
供
の
授
乳
を

強
要
さ
れ
、
何
重
に
も
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
搾
取
さ
れ
た
、
そ
の

結
果
の
累
積
的
な
怒
り
に
発
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
激
し
い
衝
動
が
な
い
か
ぎ
り
、
肉
切
り
包
丁
で
自
分
の
子
供
を

切
り
つ
け
る
な
ど
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
事
件
は
、
当
時
の
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
が

大
い
に
書
き
た
て
論
じ
た
て
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
世
間
の
注
目
を
集
め
、

そ
の
記
録
が
残
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
南
部
の
再
建
時
代
が
終
わ
っ

た
一
八
七
〇
年
代
以
降
、
二
〇
世
紀
の
一
九
八
七
年
に
ト
ニ
・
モ
リ
ス

ン
が
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
を
発
表
す
る
ま
で
、
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
い

た
。
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
こ
の
忘
却
の
理
由
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
た

め
だ
と
し
て
い
る
（
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
8
）。
そ
の
他
の
逃
亡
奴
隷

た
ち
、
た
と
え
ば
、
ア
ン
ソ
ニ
ー･

バ
ー
ン
ズ
や
ト
マ
ス･

シ
ム
ズ
、
そ

れ
に
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
事
件
の
法
律
的
解
釈
な
ど
、「
永
久
に
有
名

な
逃
亡
奴
隷
」（
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
8
）
に
比
べ
て
、
マ
ー
ガ
レ
ッ

ト･

ガ
ー
ナ
ー
は
女
で
あ
っ
た
た
め
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と

ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
言
う
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
ス
レ
イ
ヴ･

ナ
ラ

テ
ィ
ヴ(

奴
隷
物
語)

の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
代
表
的
な

ス
レ
イ
ヴ･

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
の
『
自

伝
』
は
、間
断
な
く
読
み
つ
が
れ
て
き
た
が
、女
の
逃
亡
奴
隷
の
ハ
リ
エ
ッ

ト
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
に
よ
る
、『
あ
る
奴
隷
の
少
女
の
人
生
の
出
来
事
』

は
、
一
九
八
七
年
に
な
る
ま
で
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
真

正
な
ス
レ
イ
ヴ･

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
女
の
元
奴

隷
が
書
け
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
先
入
観
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
で

あ
る
。マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
事
件
の
忘
却
に
関
し
て
、ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
せ
い
だ
っ
た
と
ワ
イ
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
言
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
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の
深
い
追
求
は
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
事
件
の
張
本
人
が
女
で
あ
っ

た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
納
得
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は

そ
こ
に
、
も
っ
と
別
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
が
「
女
│
性
」、

女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
メ
リ
カ
文
化･

社
会
と
の
問
題
で
あ
る
。

　

古
典
の
メ
ー
デ
ィ
ア
は
世
継
ぎ
を
殺
し
て
、
統
治
体
制
を
揺
る
が
す
で

あ
ろ
う
結
果
を
招
い
て
い
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
は
子
殺
し
を

し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
奴
隷
制
度
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
奴
隷
資
本

の
抹
殺
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
奴
隷
制
度
に
支
え
ら
れ
た
経
済

体
制
を
、
根
本
か
ら
崩
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
奴
隷
資
本
を
累
積
さ
せ

て
い
く
の
は
、
男
で
は
な
く
女
の
奴
隷
の
身
体
的
能
力
に
よ
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
女
の
奴
隷
が
否
定
す
る
こ
と
は
、
南
部
経
済
体
制
を
批
判
す
る

こ
と
に
な
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･
ガ
ー
ナ
ー
が
自
分
の
力
を
発
揮
す
れ
ば
、

自
己
主
張
を
始
め
れ
ば
、
そ
れ
は
南
部
の
奴
隷
制
度
の
み
な
ら
ず
、
父
権

制
社
会
の
根
本
理
念
を
覆
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
一
九
世

紀
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
大
い
な
る
恐
怖
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
の
事
件
は
、
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
抱
か

せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
こ
の
事
件
は
、
一
九
世
紀
の
人
々
が
忌
み
嫌
っ
た
「
ア
マ
ル

ガ
メ
イ
シ
ョ
ン
」
の
問
題
を
お
お
や
け
に
晒
し
た
の
だ
っ
た
。
殺
さ
れ
た

娘
は
、「
ほ
と
ん
ど
白
人
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
に
類
ま
れ
な
美
し
い
幼

女
だ
っ
た
」
と
描
写
さ
れ
た
が
、
そ
の
娘
に
対
す
る
い
と
お
し
い
と
い
う

愛
情
と
と
も
に
、
そ
の
美
し
さ
が
白
人
の
血
の
混
交
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
な
れ
ば
、
お
ぞ
ま
し
い
感
情
も
湧
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
白
人
の
主

人
に
よ
る
、
強
制
的
な
性
的
か
か
わ
り
の
結
果
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
そ
う

で
あ
る
。「
ア
マ
ル
ガ
メ
イ
シ
ョ
ン
」
の
問
題
は
、
ひ
と
り
白
人
た
ち
だ

け
の
問
題
で
は
な
い
。
白
人
た
ち
に
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、

「
ア
マ
ル
ガ
メ
イ
シ
ョ
ン
」
は
、
黒
人
に
と
っ
て
も
忌
ま
わ
し
い
事
実
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
湧
い
て
く
る
愛
憎
の
感
情
に
、
い
た
た

ま
れ
な
い
怒
り
を
覚
え
た
の
で
は
な
い
か
。
自
分
の
子
供
で
あ
り
な
が

ら
、
白
人
に
搾
取
さ
れ
た
性
の
結
果
と
い
う
、
出
口
な
し
の
状
況
に
あ
っ

た
。
そ
れ
が
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
心
理
状
況
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
精
神

的
自
由
を
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
出
る
絶
望
状
況
で
あ
っ
た
と
い

う
よ
り
、
身
体
に
含
ま
れ
る
白
人
の
血
と
い
う
物
理
的
に
は
否
定
し
え
な

い
要
素
へ
の
、
な
す
術
の
な
い
状
況
に
対
し
て
の
、
激
し
い
怒
り
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
南
部
社
会
で
は
、
黒
人
奴
隷
の
女
の
性
は
こ

の
よ
う
に
搾
取
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
私
は
こ
れ
を
「
ア
メ
リ
カ
ン･

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
と
呼
ぶ
。
ト
ニ･

モ
リ
ス
ン
が
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
で
描
き

出
そ
う
と
し
た
の
は
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
事
件
を
再
現
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
歪
め
抑
圧
し
た
、
南
部
の
奴

隷
制
度･

父
権
制
社
会
に
お
け
る
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
女
の
怒
り
で

あ
る
。
そ
し
て
性
的
搾
取
は
、
前
述
の
黒
人
乳
母
の
マ
ミ
ー
に
見
ら
れ
た

性
的
無
化
を
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
「
投
影
す
る
過
去
」
で
あ
っ
た
の

だ
。
怒
り
狂
う
「
投
影
す
る
過
去
」
で
あ
る
。

　

ロ
バ
ー
タ
・
ル
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
モ
リ
ス
ン
の
『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』

を
論
じ
な
が
ら
、
モ
リ
ス
ン
の
作
品
に
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
主
題
の
一

つ
に
、「
自
己
破
壊
的
に
奔
出
す
る
活
力
と
情
熱
」（
ル
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、

136
）
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
生
き
続
け
る
「
ア
メ
リ

カ
の
黒
人
」
は
、
抑
圧
と
呪
縛
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
り
、
怒
り
を
強
く

抱
き
な
が
ら
そ
れ
ら
を
払
い
の
け
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
個
人
の
力
で
は

ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
「
ア
メ
リ
カ
ン･

ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
」
が
起
き
る
。「
女
│
性
」、
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
蹂
躙
す
る

「
男
」
の
社
会
の
攻
撃
的
な
力
は
、
必
ず
し
も
直
接
的
に
命
を
奪
う
の
で
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は
な
い
。
け
れ
ど
も
「
大
量
殺
戮
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
、「
ア
メ
リ

カ
の
黒
人
」
の
女
の
「
死
」
を
招
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
怒
り
を
抱
き
な

が
ら
も
沈
黙
し
て
い
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
は
、
子
殺
し
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
蹂
躙
す
る
「
男
」
の
社
会
へ

向
か
っ
て
「
ノ
ー
」
と
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
ア
メ
リ
カ
ン
・

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
が
堂
々
と
起
き
て
い
る
社
会
で
は
、「
自
己
破
壊
的
」

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
下
の
ナ
チ
ス･

ド
イ
ツ
で
犠
牲
に
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人

の
数
は
、
約
六
百
万
人
に
及
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
モ
リ
ス
ン
は
、

『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
扉
に
、「
六
千
万
人
と
そ
れ
以
上
」
と
い
う
だ
け
の
簡
単

な
献
辞
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
ユ
ダ
ヤ
人
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

が
念
頭
に
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

17　
セ
サ
の
怒
り

　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
の
事
件
と
、
モ
リ
ス
ン
の
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』

と
の
類
似
点
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要

な
相
違
点
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
に
あ

た
る
虚
構
の
セ
サ
に
関
す
る
点
で
あ
る
。

　

セ
サ
は
白
人
に
性
的
搾
取
を
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
子
供
た
ち
の

父
親
は
す
べ
て
同
じ
父
親
で
あ
り
、
黒
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
セ
サ
は
幸
運
に
も
六
年
間
の
結
婚
生
活
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
と

語
ら
れ
、
そ
の
夫
が
「
セ
サ
の
子
供
た
ち
す
べ
て
の
父
親
だ
っ
た
」（
23
）

と
、
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

前
に
は
夫
の
母
親
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ

グ
ズ
の
八
人
の
子
供
た
ち
は
、
六
人
の
異
な
る
男
が
父
親
で
あ
り
、
子
供

た
ち
は
す
ぐ
に
手
元
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
売
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
、
奴
隷
の
母
親
の
悲
哀
が
語
ら
れ
て
い
る
。
三
番
目
の
男
の
子
を

手
元
に
置
い
て
お
き
た
い
と
、
奴
隷
監
督
の
男
に
四
ヶ
月
の
間
、
性
的
搾

取
を
許
し
た
が
、
そ
の
約
束
も
守
ら
れ
ず
、
結
局
、
息
子
は
売
ら
れ
て
行

き
、ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ
グ
ズ
は
妊
娠
す
る
。「
そ
の
子
を
ベ
イ
ビ
ー･

サ
ッ

グ
ズ
は
愛
せ
な
か
っ
た
」（
23
）
と
、簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、

こ
れ
は
セ
サ
の
母
親
が
、
や
は
り
白
人
の
血
の
混
じ
っ
た
子
供
を
捨
て
て

い
た
こ
と
と
連
動
し
て
、
こ
の
作
品
で
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る

箇
所
で
あ
る
。
セ
サ
の
母
親
は
、
セ
サ
を
除
い
た
他
の
子
供
た
ち
を
奴
隷

船
か
ら
海
の
中
へ
放
り
投
げ
て
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
、
子
殺
し
を
し
て

い
た
の
だ
っ
た
（
201
）。
は
っ
き
り
と
白
人
の
血
の
混
じ
っ
た
子
供
と
明

記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
白
人
と
の
混
血
の
子
供
を
放

り
投
げ
て
捨
て
た
の
だ
ろ
う
。
セ
サ
の
父
親
に
な
っ
た
男
に
対
し
て
、
セ

サ
の
母
親
は
は
じ
め
て
体
に
手
を
回
し
、
受
け
入
れ
の
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。
ひ
と
り
セ
サ
を
捨
て
な
か
っ
た
理
由
は
、
セ
サ
の
父
親
が
黒
人
で
あ

る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

　

歴
史
上
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー
と
虚
構
上
の
セ
サ
に
共
通
し
て

い
る
大
き
な
点
は
、
二
人
と
も
に
決
意
が
固
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
子
殺

し
を
し
た
の
は
狂
気
の
せ
い
で
は
な
い
、
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト･

ガ
ー
ナ
ー

は
断
言
し
、
は
っ
き
り
自
分
の
意
志
を
示
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
子
殺
し
の
「
決
意
は
固
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
い
っ
ぽ
う
で
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
セ
サ
に
関
し
て
、
子
殺
し
を
決
意

し
た
と
き
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。「
何
か
考
え
た
と
し

た
ら
、そ
れ
は
ノ
ー
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ノ
ー
。
ノ
ー
ノ
ー
。
ノ
ー
ノ
ー

ノ
ー
。
簡
単
至
極
」（
163
）。
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こ
れ
ま
で
奴
隷
は
決
し
て
「
ノ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
が
、
自
由
州
に
逃
れ
て
は
じ
め
て
セ
サ
は
自
分
の
意
志
を
表
明

す
る
。
逃
亡
奴
隷
捕
獲
人
に
捕
え
ら
れ
る
ま
で
の
二
八
日
間
を
ポ
ー
ル
D

に
説
明
し
な
が
ら
、「
自
分
自
身
で
」
決
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
強
調

す
る
（
162
）。「
そ
れ
を
し
て
い
る
の
は
あ
た
し
。
あ
た
し
が
、
行
く
の
よ
、

今
よ
、
と
言
っ
て
い
る
。
あ
た
し
が
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
。
あ
た
し
が

自
分
の
頭
を
使
う
」（
162
）
と
「
あ
た
し
（
ミ
ー
）」
が
繰
り
返
さ
れ
、
自

分
自
身
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
セ
サ
で
あ
る
。
だ
か
ら
子
殺
し

で
牢
屋
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
と
き
も
、
そ
の
横
顔
に
は
「
清
ら
か
な
澄
ん

だ
表
情
」（
152
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。「
顔
を
高
く
上
げ
す
ぎ
て
い
る
の

で
は
な
い
の
？　

背
中
を
ま
っ
す
ぐ
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
？
」

（
152
）
と
、
共
同
体
の
住
人
た
ち
に
は
思
え
た
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
セ
サ
は

自
分
の
決
断
を
疑
う
こ
と
は
も
は
や
な
か
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
セ
サ
の
根
源
に
あ
っ
た
の
は
、
繰
り
返

す
が
、「
怒
り
」
で
あ
る
。『
青
い
目
が
欲
し
い
』
の
ピ
コ
ー
ラ
は
、
美
し

い
も
の
を
渇
望
す
る
少
女
だ
っ
た
が
、
美
し
い
も
の
と
自
分
と
の
接
点
は

な
く
、
常
に
出
会
う
の
は
自
分
を
拒
絶
す
る
視
線
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

状
況
を
前
に
し
て
、
作
者
は
「
で
も
怒
り
は
ま
だ
ま
し
だ
っ
た
」（『
青
い

目
が
欲
し
い
』、
43
）
と
述
べ
て
い
る
。「
怒
り
の
な
か
に
は
、
存
在
感
覚

が
あ
る
。
現
実
と
実
在
。
価
値
を
認
識
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い

う
ね
り
な
の
だ
」（『
青
い
目
が
欲
し
い
』、
43
）
と
。「
う
ね
り
」、
す
な

わ
ち
動
的
な
力
で
あ
る
。
怒
り
に
は
人
間
存
在
を
現
実
た
ら
し
め
、
価
値

判
断
を
保
持
す
る
、
そ
の
よ
う
な
力
が
あ
る
の
だ
が
、『
青
い
目
が
欲
し

い
』
の
ピ
コ
ー
ラ
の
悲
劇
は
、「
自
分
の
怒
り
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
」（
デ
イ
リ
ー
他
編
、
133
）
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
九
世
紀
の
詩
人
エ
ミ
リ
ー･

デ
ィ
ッ
キ
ン
ス
ン
の
詩
を
引
用

し
た
い
。「
わ
た
し
の
一
生
は　

ず
っ
と
装
填
さ
れ
た
銃
だ
っ
た
」
で
始

ま
る
七
五
四
番
の
詩
で
あ
る
。「
こ
の
詩
の
比
喩
は
、
ま
さ
に
無
数
の
解

釈
を
う
み
だ
す
テ
ク
ス
ト
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
」（
新
倉
、
38
）

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
を
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
論
に
あ
て
て
み
る
と

ど
う
な
る
か
。「
装
填
さ
れ
た
銃
」
と
は
人
生
を
押
し
進
め
る
力
で
あ
り
、

こ
の
詩
の
な
か
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
銃
が
主
人
に
認
め
ら
れ
、
狩
り
に

出
か
け
る
こ
と
に
な
る
。「
森
を
さ
ま
よ
い　

一
緒
に
牝
鹿
を
狩
る
」
の

だ
が
、「
主
人
の
敵
に
は　

わ
た
し
は
恐
る
べ
き
敵
」
で
あ
り
、
わ
た
し

が
「
勇
ま
し
い
指
を
置
く
相
手
は　

二
度
と
起
き
あ
が
れ
な
い
」
の
で
あ

る
。「
装
填
さ
れ
た
銃
」
と
主
人
は
一
体
で
も
あ
り
、「
人
生
」
そ
の
も
の

が
「
装
填
さ
れ
た
銃
」
で
あ
る
。
最
初
の
詩
句
を
引
用
す
る
。「
わ
た
し

の
一
生
は　

ず
っ
と
装
填
さ
れ
た
銃
だ
っ
た
／
隅
に
置
か
れ
た
ま
ま　

あ
る
日
／
持
ち
主
が
通
り
か
か
り　

わ
た
し
を
認
め
て
／
持
ち
去
っ
た
」

（
新
倉
訳
）。「
装
填
さ
れ
た
銃
」
を
怒
り
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
あ

な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
セ
サ
は
逃
亡
を
企
て
、
瀕
死
の
状
態

で
出
産
し
、
よ
う
や
く
庇
護
さ
れ
る
と
願
っ
て
い
た
1
2
4
番
地
に
到

着
し
た
が
、
二
八
日
後
に
は
追
っ
手
に
捕
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な

体
験
を
経
た
セ
サ
は
、「
装
填
さ
れ
た
銃
」
で
子
殺
し
を
し
て
し
ま
う
の

だ
が
、
そ
の
「
勇
ま
し
い
指
」
を
置
い
た
相
手
と
は
娘
で
は
な
く
、
娘
の

身
体
に
流
れ
る
白
い
血
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
奴
隷
だ
っ
た
セ
サ
の
人
生

は
、「
ず
っ
と
装
填
さ
れ
た
銃
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　

ト
ニ･

モ
リ
ス
ン
は
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
書
か
れ
て

こ
な
か
っ
た
「
ア
メ
リ
カ
ン･

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
を
描
き
出
し
た
。
そ
し

て
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
い
て
欠
落
し
て
い
た
人
々
を
生
き
返
ら
せ
た
の

だ
が
、
そ
れ
は
過
去
を
静
的
な
歴
史
と
し
て
描
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
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は な い 。 ポ ー ル
･

ギ ル ロ イ と の イ ン タ ー ヴ ュ ー で 応 え て い る よ

う に 、  「 こ れ ら の 人 々 を 再 居 住 （ リ ・ イ ン ハ ビ ッ ト ） さ せ ね ばな ら な い の で す 」  （ ピ ー チ 、

9 5） と い う 強 い 衝 動 に 、 モ リ ス ン

は 突 き 動 か さ れ て い る 。 か れ ら を 今 日 の ア メ リ カ 社 会 に 住 ま わせ る こ と 、 生 き さ せ る こ と で あ る 。  『 ビ ラ ヴ ド 』 の 物 語 に 戻 れば 、  「 再 居 住 （ リ ・ イ ン ハ ビ ッ ト ）  」 と い う 表 現 に 、 セ サ の 背 中に 刻 ま れ た  「 木 」  の 描 写 を 思 い 出 す 。 ス イ ー ト

･

ホ ー ム の 農 場 で 、

強 姦 さ れ た と き に 鞭 打 た れ 、 セ サ の 背 中 に 出 来 た み み ず 腫 れが 、 木 に 喩 え ら れ て 繰 り 返 し 語 ら れ て い る と こ ろ で あ る 。 作 品の か な り は や い と こ ろ で 最 初 に 出 て く る が 、 そ れ は 長 年 、 行 方不 明 だ っ た ポ ー ル

Dが 戻 り 、

1
2
4番 地 を 訪 ね て き た と き の

こ と で あ る 。 セ サ は ポ ー ル

Dに 、 自 分 の こ れ ま で の 人 生 を 語 っ

て い る 。　
　
あ た し の 背 中 に は 木 が あ る よ 。 家 に は 幽 霊 が い る 。 そ の 間

に あ る の は 腕 に 抱 い て い る 娘 だ け 。 逃 げ る の は も う こ り ごり 。 何 で あ っ て も 。 こ の 世 に い る か ぎ り 、 も う 絶 対 に 、 何か か ら 逃 げ 出 す な ん て こ と は し な い よ 。 一 度 、 長 い 旅 を し た 。そ の 分 、  ち ゃ ん と 払 っ た さ 。 で も ね え 、  ポ ー ル

D･

ガ ー ナ ー よ 、

そ れ は そ れ は 高 く つ い た よ ！ （

1 5）

セ サ の 語 る 言 葉 は 、 聞 い て い る ポ ー ル

Dの み な ら ず 、 私 た ち 読

者 に も 意 味 不 明 で 、  「 ど ん な 木 が 背 中 に あ る っ て い う ん だ い ？　
背 中 に 何 か 生 え て い る っ て い う の か い 」  （

1 5） と 、 ポ ー ル

D

と 一 緒 に 問 い た だ し た く な る 。　
セ サ は 続 け て 、  「 ス ク ー ル テ ィ ー チ ャ ー （ 教 師 ）  」 と 呼 ば れ て

い る 白 人 の 主 人 が 甥 に 命 令 し て 、 自 分 の 背 中 を 開 け さ せ 、 そ れを 閉 じ た と き に は 、  「 背 中 が 木 を 作 り 出 し て い た 。 今 で も 育 って い る よ 」  （

1 7） と 語 る 。 そ の よ う に 説 明 さ れ て も ま だ 意 味 不

明 で 、 木 の 具 体 的 な 意 味 が は っ き り し て く る の は 、 だ い ぶ 後に な っ て か ら で あ る 。 そ れ は 逃 亡 し て き た 年 季 奉 公 人 エ イ ミ ーが 、 セ サ の 出 産 を 助 け る 場 面 で 、 背 中 が 痛 い と 言 う セ サ の 背 中を 開 け て 見 た と き の こ と で あ る 。 エ イ ミ ー が 、  「 木 だ よ 。 ザ イフ リ ボ ク （ チ ョ ウ ク ベ リ ー ＝ 窒 息 す る 実 ） だ よ 」  （

7 9） と 声 を

あ げ た の だ っ た 。 エ イ ミ ー は 驚 愕 し な が ら 、 割 れ て 赤 く な っ た幹 や 、 広 が る 枝 葉 に 花 ま で 咲 い て い る と 言 っ て 、  「 小 さ な 桜 の花 が 咲 い て い る よ 。 同 じ よ う に 白 い よ 。 あ ん た の 背 中 に 木 が ぜん ぶ あ る よ 。 花 ま で 咲 い て る 。 神 さ ま は 、 い っ た い 何 考 え て いる ん だ ろ 」  （

7 9） と 、 自 分 の 境 遇 を 振 り か え り な が ら 、 セ サ に

同 情 す る 場 面 で あ る 。 そ し て ま た は じ め の 場 面 で は 、 ポ ー ル

D

が セ サ と 触 れ 合 い な が ら 、 そ の 背 中 に 生 え た 「 大 き な 幹 や 入 り組 ん だ 枝 葉 」  （

1 7） を や さ し く 撫 で て い る 。 そ う や っ て ポ ー ル

Dは 、 セ サ の 「 悲 し み の 道 す じ を 、 そ の 根 を 知 っ た 」  （

1 7） の

で あ り 、 愛 撫 の 行 為 に よ っ て 、 セ サ と 悲 し み と 苦 し み を 共 有 しよ う と 努 め て い る 。　
セ サ 自 身 が 語 る よ う に 、  「 今 で も 育 っ て い る 」 木 の 喩 え は 、

黒 人 奴 隷 の 苦 悩 で あ り 、 ア フ リ カ ン
･

ア メ リ カ ン が 抱 き 続 け る

怒 り で あ り 、 激 し く 怒 り な が ら 「 投 影 す る 過 去 」 で あ る 。 そ れを 決 し て 忘 れ て は な ら ず 、 不 在 状 態 （ ア ブ セ ン ス ） に し て は なら す 、  「 再 居 住 （ リ ・ イ ン ハ ビ ッ ト ）  」 さ せ て 、  「 再 記 憶 （ リ メモ リ ー ）  」 し な け れ ば な ら な い 。 背 中 に 生 え て 育 ち 続 け る 木 は 、「 ア メ リ カ の 黒 人 」 の 怒 り の 身 体 的 表 出 で あ る 。



1 0 4

1 8　
ア フ リ カ ン ･ ア メ リ カ ン ･ プ レ ゼ ン ス と し て の 1 2 4 番 地

　
こ の よ う に 育 つ 木 を 背 中 に 抱 え た セ サ は 、 女 だ け で 1 2 4 番

地 に 住 ん で い る 。 そ の 騒 が し い 家 、 そ の 場 所 こ そ 「 ア メ リ カ の黒 人 」 の 苦 悩 が 、  「 再 居 住 （ リ ・ イ ン ハ ビ ッ ト ）  」 す る 物 理 的 空間 で あ っ た 。  〈 異 郷 〉 で あ り な が ら ま た 〈 故 郷 〉 に な り う る 地理 空 間  ・  場 で あ る 。  〈 異 郷 〉  の  「 ア メ リ カ の 黒 人 」  が 、  ダ イ ナ ミ ック に そ の 力 学 を 発 揮 す る 場 で あ る 。 地 下 鉄 道 の 組 織 を 通 し て 、逃 亡 奴 隷 を 助 け て い た ス タ ン プ ･ ペ イ ド が 、 逡 巡 し な が ら も 三人 の 女 た ち が 住 む 1 2 4 番 地 を 訪 れ る 。 そ れ は 川 に 浮 か ん で いた  「 赤 い リ ボ ン 」  の 意 味 を 感 じ 取 っ た か ら だ っ た 。  「 赤 い リ ボ ン 」は 「 濡 れ た 縮 れ 毛 に 結 ば れ て 、 ま だ 少 し ば か り 頭 皮 が つ い て いた 」  （

1 8 0） の で あ る 。  「 赤 い リ ボ ン 」 に つ い て 、 そ れ 以 上 の 説 明

は な い 。 だ が 、 黒 人 の 娘 が 殺 さ れ た こ と は 容 易 に 推 測 さ れ る だろ う 。 ス タ ン プ ･ ペ イ ド は 騒 が し い 1 2 4 番 地 で 、 だ れ が 声 を発 し て い る の か は わ か ら な い な が ら 明 ら か に な る の は 、  「 首 の骨 が 折 れ 、 焼 か れ た 血 ま み れ の 人 々 、 リ ボ ン を な く し た 黒 人 の娘 た ち 」  （

1 8 1） だ と い う こ と だ っ た 。  「 な ん と い う 喚 き 声 」  （

1 8 1）

と 結 ば れ る 文 章 は 、 1 2 4 番 地 が 、 リ ン チ に あ っ た 黒 人 の 男 たち 、 性 的 搾 取 を さ れ た 黒 人 の 女 た ち の 「 わ め き 声 」 で 、 か れ らの 怒 り で 騒 が し か っ た こ と を 物 語 っ て い る 。　
か つ て 逃 亡 奴 隷 を 救 助 す る 地 下 鉄 道 の 駅 舎 だ っ た

1
2
4番

地 は 、 か れ ら の 声 が 現 実 的 に 実 在 （ プ レ ゼ ン ス ） す る 場 所 とし て 描 き 出 さ れ た 。 義 母 ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ が 目 的 も わ か ら ず 、

飢 え て い る よ う に 「 色 （ カ ラ ー ）  」 を 渇 望 し た の も 、 こ の 「 プ

レ ゼ ン ス 」 と 関 わ っ て い る だ ろ う 。

1
2
4番 地 の 居 間 に は 色

が な か っ た 。 壁 は ス レ ー ト 板 の よ う な 灰 色 、 カ ー テ ン は 白 、 鉄製 の 寝 台 に 掛 け ら れ た 布 団 は 、  「 青 、 黒 、 茶 、 灰 色 」  （

3 8） で 、

暗 く 「 抑 え た （ 沈 黙 し た ）  」 色 あ い で あ る 。

1
2
4番 地 の 外 壁

も 墓 石 を 連 想 さ せ る 色 づ か い だ っ た が 、 そ の 無 彩 色 が 、 か れ らの 声 の 欠 落 （ ア ブ セ ン ス ） を 暗 示 し て い た か ら こ そ 、  ベ イ ビ ー  ・サ ッ グ ズ は 色 を 求 め た の で は な い か 。  「 オ ハ イ オ の 冬 は 、 色 への 食 欲 が あ る と と り わ け 厳 し か っ た 」  （

4） の だ が 、 セ サ は 義

母 の 欲 求 を 満 た そ う と 、  「 布 地 で も 自 分 の 舌 で も 何 で も 」  （

4）

い い か ら 、 色 を 持 ち 込 も う と す る 。 私 は こ こ で 意 図 的 に 「 色へ の 食 欲 」 と 直 訳 し て い る が 、 そ れ は 身 体 的

･

生 理 的 な 表 現 を

作 者 が 使 っ て い る こ と を 示 し た か っ た か ら で あ る 。  「 カ ラ ー 」の 物 理 的 存 在 を ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ が 求 め て い た こ と を 指 摘 し

て お き た か っ た か ら で あ る 。  「 死 は 忘 却 そ の も の で あ る こ と を知 っ て い た か ら 、 ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ は 、 ま だ 残 っ て い る わ ず

か な 活 力 を 使 っ て 、 色 の こ と を 熟 慮 し て い た の だ っ た 」  （

4）

と も 書 か れ て い る 。 死 の 床 に あ る 義 母 の 狂 気 と い う 印 象 し か与 え な い 「 色 へ の 食 欲 」 だ が 、 実 は 、 ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ は 強

い 意 志 を も っ て 、  「 色 の こ と 」 を 考 え て い る の で あ る 。 そ れ は「 ア メ リ カ の 黒 人 」 の 「 プ レ ゼ ン ス 」 へ の 欲 求 で あ る 。  「 カ ラ ー 、カ ラ ー 」 と 繰 り 返 さ れ る 義 母 ベ イ ビ ー

･

サ ッ グ ズ の 飢 餓 感 に 溢

れ る 言 葉 は 、 当 然 の こ と な が ら 黒 人 （ カ ラ ー ド ） を 思 い 起 こ させ 、 義 母 ─ セ サ ─ ビ ラ ヴ ド と い う 三 代 の 「 黒 い 女 （ カ ラ ー ド ）  」た ち を 通 し て 、  「 色 へ の 食 欲 」 と い う 力 学 が 働 き 、 再 記 憶 （ リメ モ リ ー ） さ れ て い く 。　
モ リ ス ン は 『 ビ ラ ヴ ド 』 に よ っ て 、 白 人 の 描 く 黒 人 ＝ ア メ リ
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カ
ン･

ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
、ア
フ
リ
カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
に
よ
る

「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」の
、ア
フ
リ
カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
の
、「
プ
レ
ゼ
ン
ス
」

を
確
か
に
す
る
構
築
作
業
を
試
み
て
い
る
。
三
人
の
女
た
ち
、
セ
サ
│

デ
ン
ヴ
ァ
ー
│
ビ
ラ
ヴ
ド
が
合
体
し
て
い
く
終
わ
り
に
近
い
文
章
で
は
、

「
再
居
住
（
リ
・
イ
ン
ハ
ビ
ッ
ト
）」
す
る
の
は
帰
っ
て
き
た
亡
霊
の
ビ
ラ

ヴ
ド
と
い
う
特
定
さ
れ
た
個
人
で
は
な
く
、
黒
人
の
女
た
ち
で
あ
る
こ
と

を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
ビ
ラ
ヴ
ド
、
あ
の
子
わ
た
し
の
娘
。
あ
の
子

わ
た
し
の
も
の
」（
200
）
と
セ
サ
は
語
り
始
め
、「
ビ
ラ
ヴ
ド
は
あ
た
し
の

姉
さ
ん
。
か
あ
さ
ん
の
お
乳
に
混
じ
っ
た
そ
の
血
を
あ
た
し
は
飲
み
込
ん

だ
」（
205
）
と
デ
ン
ヴ
ァ
ー
は
話
し
始
め
る
。「
わ
た
し
は
ビ
ラ
ヴ
ド
、
そ

し
て
あ
の
人
は
わ
た
し
の
も
の
」（
210
）
と
語
る
ビ
ラ
ヴ
ド
は
、「
セ
サ
の

微
笑
む
顔
は
わ
た
し
の
た
め
の
場
所　
　

そ
れ
は
わ
た
し
が
失
っ
た
顔
」

（
213
）
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
三
人
の
女
た
ち
が
身
体
的
に
合
体
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
・
物
理
的
空
間
が
1
2
4
番
地
で
あ
る
。

　

ホ
ミ･

バ
ー
バ
は
、
こ
の
三
人
の
語
り
に
関
し
て
、「
間
・
個
人
性
（
イ

ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
）
の
現
実
」（
17
）
を
探
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

三
人
の
女
た
ち
は
相
互
に
、「
間
（
イ
ン
・
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
の
）
領
域
」

（
38
）
か
ら
言
葉
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
り
、そ
う
や
っ
て
か
れ
ら
は
、「
歴

史
の
回
復
」
を
行
い
、「
名
前
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の

再
生
」
を
行
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
1
2
4
番
地
は
、
文
化
の
意
味

が
担
わ
れ
る
場
所
を
あ
ら
わ
す
。
ア
メ
リ
カ
社
会･

文
化
を
考
え
る
と
き
、

ホ
ミ･

バ
ー
バ
の
こ
の
言
葉
は
有
効
で
あ
る
だ
ろ
う
。ア
フ
リ
カ
ン･

ア
メ

リ
カ
ン
・
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
文
化
の
「
正
体
」
を
担
っ

て
い
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
メ
ア
リ
ア
ン･

ハ
ー
シ
ュ
の
前
述
の
言
葉
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
文
化
の
総
体
に
よ
っ
て

そ
れ
は
抑
圧
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
、
騒
が
し
く
う
め
く
声
の
よ
う

に
、
う
ね
る
力
に
よ
っ
て
常
に
変
容
し
な
が
ら
、「
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
」

に
そ
の
文
化
の
様
態
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
1
2
4

番
地
は
「
間
（
イ
ン
・
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）
の
領
域
」
で
あ
り
、そ
こ
は
「
書

き
換
え･

変
容
と
折
衝
の
最
前
線
」（
バ
ー
バ
、
38
）
に
な
る
。

　

バ
ー
バ
は
、
国
家
建
設
の
た
め
に
意
志
さ
れ
る
忘
却
が
あ
る
と
論
じ
て

い
る
。「
こ
の
忘
れ
る
こ
と
│
│
起
源
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
│
│
が
国

家
・
国
民
（
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
の
物
語
の
始
ま
り
を
構
成
し
て
い
る
」（
バ
ー
バ
、

160
）
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
「
忘
れ
る
こ
と
の
統
語
論
」（
バ
ー
バ
、
160
）、
あ

る
い
は
忘
れ
る
こ
と
の
強
制
が
、「
問
題
を
含
ん
だ
国
民
の
身
元
正
体
が
可
視

化
す
る
」
こ
と
へ
繋
が
る
と
断
言
す
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
社
会･

文
化
に

当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
奴
隷
制
度
の
も
と
で
い
か
に
女

の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
搾
取
さ
れ
て
き
た
か
。「
ア
マ
ル
ガ
メ
イ
シ
ョ

ン
」
の
問
題
が
、
い
か
に
白
人
の
論
理
の
み
で
語
ら
れ
て
き
た
か
。「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
論
理
が
い
か
に
忘
れ
去
ら
れ
て
き
た
か
。
そ
の
忘

却
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
社
会
は
「
発
展
し
」、
文
化
が
展
開
し
て
き
て
い

る
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

固
定
し
た
歴
史
の
発
掘
で
は
な
く
、「
も
っ
と
瞬
間
的
で
サ
バ
ル
タ
ー
ン

な
人
々
の
声
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
」（
バ
ー
バ
、
158
）
が

「
再
居
住
（
リ
・
イ
ン
ハ
ビ
ッ
ト
）」
す
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
声
は
「
時
間
と
場
所
の
間
」（
バ
ー
バ
、
158
）
か
ら
発
せ
ら

れ
る
声
な
の
で
あ
り
、
生
成
の
勢
い
を
備
え
て
い
る
。
白
人
の
居
住
し
て

い
た
家
で
あ
り
、
地
下
鉄
道
の
駅
舎
だ
っ
た
1
2
4
番
地
に
は
、「
強
い

感
情
が
満
ち
て
い
た
」
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
強
い
感
情
は
、
こ
れ
ま
で
忘

却
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
リ
メ
モ
リ
ー
（
再
記
憶
）
し
よ
う
と
す
る
意
志
の

あ
る
強
い
感
情
で
あ
る
。『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
1
2
4
番
地
は
、
ま
さ
に
そ

の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
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19　
バ
ー
バ
の
「
非
故
郷
的
世
界
」

　

バ
ー
バ
は
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
ブ
ル
ー
ス
ト
ー
ン
通
り
1
2
4
番
地

を
引
用
し
て
、「
非
故
郷
的
世
界
」（
16
）
と
見
な
し
、「
非
故
郷
的
騒
ぎ
」

（
13
）
が
起
き
る
場
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
植
民
地
文
化
に
支
配
さ
れ

た
バ
ー
バ
の
用
語
を
、
ア
フ
リ
カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
の
状
況
に
適
用
す
る

と
き
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
バ
ー
バ
の
用
語
は
、
ア
フ
リ

カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
の
「
故
郷
」
を
考
え
る
と
き
に
有
効
で
あ
る
。
バ
ー

バ
は
、
固
定
化
さ
れ
た
故
郷
（
ホ
ー
ム
）
を
想
定
せ
ず
、
な
つ
か
し
く
思

い
出
す
対
象
、
個
人
の
存
在
の
根
源
的
要
素
と
し
て
故
郷
を
見
な
す
こ

と
は
な
い
。「
非
故
郷
性
」
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
非
故
郷
的
瞬
間
」

に
こ
そ
力
学
が
大
い
に
働
き
、
未
来
に
お
け
る
新
た
な
世
界
を
生
み
出
す

と
バ
ー
バ
は
主
張
す
る
。
そ
こ
は
未
来
に
お
け
る
相
互
認
識
的
・
相
互
文

化
的
な
世
界
を
築
く
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
に
な
る
〈
場
〉
で
あ
る
。「
非
故

郷
的
世
界
」
と
は
固
定
し
な
い
今
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
故
郷
と
異
郷
の

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
力
学
が
単
純
明

解
に
作
用
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
最
初
に
述
べ
た
白
人
の
奴
隷
制
度
廃

止
論
者
の
家
に
置
か
れ
た
黒
人
少
年
像
の
小
物
入
れ
の
存
在
に
象
徴
的

で
あ
ろ
う
。
こ
の
白
人
の
奴
隷
制
度
廃
止
論
者
の
家
こ
そ「
非
故
郷
的
な
」

行
為
が
成
り
た
つ
は
ず
の
領
域
で
あ
っ
た
。
だ
が
モ
リ
ス
ン
の
不
可
思
議

な
独
立
し
た
段
落
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
物
語
の
内
容･

流
れ
と
ま
っ
た

く
分
離
し
て
黒
人
少
年
像
は
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
独
立
し
た
特
異
性
に

よ
っ
て
モ
リ
ス
ン
は
、
か
え
っ
て
そ
の
場
所
が
、
あ
る
い
は
、
そ
の
場
所

で
す
ら
ア
メ
リ
カ
社
会
の「
レ
イ
シ
ャ
ル･

デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ド（
人
種
分
離
）」

の
定
点
に
な
り
う
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

人
間
の
身
体
を
〈
異
郷
〉
化
し
た
奴
隷
制
度
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
抱

え
た
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、「
非
故
郷
性
」
の
状
態
か
ら
、
徐
京
植
の
言
う

い
わ
ば
「
く
に
」
を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
徐
京
植
の
言
葉
を
ふ
た
た
び

引
用
す
れ
ば
、「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
と
っ
て
『
く
に
』
は
郷
愁
の
中
に
あ

る
の
で
は
な
」
く
、「
植
民
地
主
義
や
レ
イ
シ
ズ
ム
が
押
し
付
け
る
す
べ

て
の
理
不
尽
が
起
こ
っ
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
」（
209
）
で
あ
る
。
モ
リ

ス
ン
文
学
が
追
求
し
て
い
る
故
郷
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
く
に
」
で
あ
る
。
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W
e are reading the story of our lives...

W
e keep turning the pages, hoping for som

ething,
som

ething like m
ercy or change,

a black line that w
ould bind us

or keep us apart.

私
た
ち
は
私
た
ち
の
物
語
を
読
ん
で
い
る
…
。

慈
悲
、
あ
る
い
は
変
化
み
た
い
な
も
の
、

ま
た
は
私
た
ち
を
つ
な
ぐ
、
も
し
く
は
引
き
離
す
黒
い
線
を
期
待
し
な
が
ら

私
た
ち
は
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
続
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
マ
ー
ク
・
ス
ト
ラ
ン
ド
「
私
た
ち
の
物
語
」

１　
「
異
場
所
」
と
い
う
「
居
場
所
」

　

始
ま
り
に
た
め
ら
う
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
、
と
批
評
家
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・

サ
イ
ー
ド
は『
始
ま
り
の
現
象
』（
一
九
七
五
年
）で
問
い
か
け
る
。〈
始
ま
り
〉

の
概
念
自
体
が
あ
る
「
偽
り
」に
よ
っ
て
し
か
成
立
さ
れ
て
な
い
と
彼
は
指
摘

し
て
い
る
。
始
ま
り
が
極
め
て
恣
意
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
な

い
か
ぎ
り
、私
た
ち
は
一つ
一つ
の
始
ま
り
に
先
行
し
て
い
る
、根
本
的
な
〈
大

き
な
始
ま
り
〉
を
想
定
せ
ざ
る
え
な
い
。
サ
イ
ー
ド
は
そ
う
い
っ
た
始
ま
り

を
「
原
型
的
な
未
知
」、そ
し
て
「
現
在
行
っ
て
い
る
こ
と
の
保
証
で
も
あ
る
」

と
定
義
し
、文
学
だ
け
で
は
な
く
、思
想
的
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

部
分
的
に
し
か
姿
を
現
わ
さ
な
い
先
行
す
る
偉
大
な
る
現
実
は
─
─
そ
れ

を
歴
史
、
無
意
識
、
レ
オ
ナ
ル
ド
、
神
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
い
ず
れ
と
呼

ぼ
う
と
も
─
─
他
者
（
ミ
ル
ト
ン
の
『
偉
大
な
匠
の
目
』）
で
あ
り
、以
前
に

存
在
し
、私
た
ち
の
〈
今
〉
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
も
の
で
あ
る
…
こ
の
よ

う
な
始
ま
り
を
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
神
の
摂
理
と
呼
び
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
要
約

的
虚
構
と
呼
ん
だ
。
私
た
ち
な
ら
根
源
的
不
確
実
性
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
し

…
対
立
的
意
味
を
持
っ
た
文
字
ど
お
り
の
〈
原
初
の
言
葉
〉
と
呼
ん
で
も

い
い
。〈
始
ま
り
〉
そ
の
も
の
で
は
な
い
始
ま
り
で
あ
る
。(

102)

　

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
出
発
点
と
さ
れ
る
形
式
的
な
始
ま
り
に
は
、
も
っ
と

根
本
的
な
、
そ
し
て
サ
イ
ー
ド
に
よ
る
と
、「〈
始
ま
り
〉
そ
の
も
の
で

は
な
い
」、
未
知
な
始
ま
り
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
時
間
的

で
他
動
的
」
と
呼
ば
れ
、
連
続
性
を
保
証
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
仕

事
を
構
築
す
る
た
め
の
時
間
を
計
り
、
発
見
し
、
知
を
生
産
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
」
後
者
は
「
自
動
的
で
概
念
的
」
と
定
義
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
「
真
に
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
言
語
に
と
い
う
よ
り

は
沈
黙
に
属
し
、
い
つ
で
も
後
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
要
な
虚

〈
新
し
い
始
ま
り
〉
の
解
釈

—
—

サ
イ
ー
ド
の
『
始
ま
り
の
現
象
』
と
マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ル
モ
ア
の
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鬼
木
雄
二
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1 0 9

構 」 と 定 義 さ れ て い る
 (

1 0 5) 。 時 間 的 な 始 ま り と 概 念 的 な 始 ま

り は 、 単 に 形 式 的 に 異 な る だ け で は な く 、 現 代 精 神 を め ぐ るア ポ リ ア と し て 対 立 し て い る 。 語 り 始 め る 行 為 に は 、 そ の 行為 以 前 の 沈 黙 、 ま た は 不 在 が 前 提 と さ れ て い る こ と が 必 要 であ る 。 サ イ ー ド は そ う い っ た 沈 黙 に 関 し て 「 柔 順 な 始 ま り を先 頭 に 立 て て 上 機 嫌 で 行 進 す る 連 続 性 に 異 議 申 し 立 て を す るも の で あ る 。 だ か ら 、 そ れ は 必 要 な 虚 構 と で も 言 う べ き も のな の だ 」

(

1 0 5)

と 述 べ て い る 。

　
始 ま り の 設 定 が 必 ず 他 の 始 ま り に 先 行 さ れ る と  い う 認 識 は 近

代 的 と は  い  え な  い 。 始 ま り が 近 代 的 な 現 象 と し て 認 識 さ れ る の は 、言 説 に と  っ  て 統  一  的 な  〈 始 源 〉  が 失 わ れ  て  か ら の み  で あ る 。 注 目 すべ  き 課 題 は 「 意 味 を 支 配 し 、  保 証 し 、  恒 久 化 す る 特 権 的 な 〈 始 源 〉の 権 威 は 排 除 さ れ て  し ま っ  た と  い う 点 」 で あ り 、 方 法 論 と し て 追求 さ れ る の は 、 こ う し た 喪 失 の 原 因 で は な く 喪 失 さ れ た 事 態 、 いわ ば 言 説 空 間 そ の も の と さ れ る （  「 こ の 自 体 が な ぜ 起 っ  た の か とい う 質 問 は 、 こ れ が 実 際 に 起 っ  た と  い う 事 実 ほ ど 重 要 で あ る よ うに は 思 え な  い 」

4 6 5）  。

　
サ イ ー ド が 『 始 ま り の 現 象 』 の 第 五 章 「 文 化 の 基 本 条 件 」 で

フ ー コ ー 、 レ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス 、 バ ル ト 、 ア ル チ ュ セ ー ル 、 デリ ダ な ど を 含 め た フ ラ ン ス 現 代 思 想 家 を 総 括 的 に 扱 う の は 、 彼ら が あ り と あ ら ゆ る 分 野 で こ の よ う な 〈 始 源 〉 の 喪 失 を も っ とも 思 想 的 な 課 題 と し て 追 求 し た か ら で あ る 。
　
私 の 言 い  た  い  こ と は 、 い  か な る 現 代 の 思 想 家 も 始 ま り の 現 象

の 本 質 に  つ  い  て こ れ ら の フ ラ  ン  ス  の 思 想 家 ほ ど に 鋭 い 理 解 を 示し は し な か  っ  た と  い う こ と で は な  い 。 そ う で は な く て 、

こ れ ら

の 批 評 家 た ち は 始 ま り の 現 象 の 問 題 を 彼 ら の 思 想 の 始 ま り─ ─

そ  し て あ る 意 味 で は 中 心 ─ ─ と し て き た と  い う こ と を 、 私

は 言 っ  て  い る の で あ る … こ れ ら の フ ラ  ン  ス  の 批 評 家 た ち が 、 始ま り の 現 象 に  つ  い  て  の 現 代 の 意 識 に 対 し て 、 方 法 の 面 で も 、 実践 の 面 で も 、 も っ  と も 深 く 、 か  つ も っ  と も 典 型 的 に 作 用 を 及 ぼす よ う な  一  種 の 思 想 と  い  っ  た も の を 形 成 す る も の で あ る と 考 える こ と に な る だ ろ う 。

(

4 1 0)

 　
始 ま り を 注 目 す る と い う こ と は 、 始 ま り を 疑 う こ と で あ り 、

始 ま り に と ら わ れ る こ と で も あ る 。 排 除 さ れ て し ま っ た 「 恒 久化 す る 特 権 的 な 〈 始 源 〉 の 権 威 」 の か わ り に 存 在 す る 始 源 があ る と す れ ば そ れ は 謎 に 満 ち た 、 未 知 な 領 域 で し か な い 。 沈黙 、 零 度 な ど と 言 説 の 記 号 体 系 を 拒 絶 す る 虚 無 的 な 概 念 が レヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス や バ ル ト の 分 析 の 出 発 点 と な っ て お り 、 そ れら は 揺 る ぎ が た い 中 心 の 概 念 を 与 え な が ら 、  「 読 み 書 き で き る人 間 に は 近 づ け な い 領 域 」

(

4 7 0)

と し て 一 種 の 聖 域 に 例 え ら れ

て い る 。 レ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス が 行 う 原 始 人 の 実 地 踏 査 は 、 そ うい っ た 始 源 を 見 出 す 手 段 に 基 づ い て い る 。 そ し て な に よ り も 大事 な の は 、 私 た ち は 他 者 性 に 満 ち た 〈 始 源 〉 の 本 質 に ア ク セ スが な い こ と で あ る 。 逆 説 的 に 言 え ば 、 言 説 の 失 わ れ た 始 源 は 非言 説 的 な 空 間 に 求 め ら れ て い る と い う こ と で あ る 。 言 語 の 記 号体 系 の 存 在 が 、 空 虚 な 記 号 と い う 始 源 に 帰 着 し て い る と い う 前提 を も と に 、 レ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス の よ う な 構 造 主 義 者 は そ れ を原 住 民 に 見 い だ す が 、 そ れ は 読 み 書 き で き な い

00000000

と い う 条 件 に お

い て の み で あ る 。 実 際 、 原 住 民 の 世 界 に 触 れ る こ と は 侵 入 する 行 為 に 等 し く 、 彼 ら の 真 の 「 零 点 で の 生 活 」 を 捉 え る の は 最
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初 か ら 不 可 能 な 仕 事 で あ り 、 植 民 地 化 へ の 暴 力 的 侵 入 と 似 通 って い る 。 エ ク リ チ ュ ー ル の 源 泉 を 発 掘 す る こ と は 破 壊 を も た らし 、  「 言 語 の 論 理 へ の 服 従 を 意 味 し 、 そ れ は さ ら に 、 意 味 の 中心 的 か つ 単 一 の 源 泉 の 喪 失 を も 意 味 す る 」

(

4 6 9)

と サ イ ー ド は

指 摘 す る 。 レ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス の 読 み 書 き で き な い 原 住 民 、 バル ト が 捉 え よ う と す る 零 点 度 の エ ク リ チ ュ ー ル の い ず れ に して も 、  〈 始 源 〉 の 喪 失 は 、 時 間 の 経 過 と し て で は な く 、 空 間 的に 「 外 在 」 す る も の と し て 捉 え ら れ て い る 。 フ ラ ン ス 現 代 思 想家 を め ぐ っ て サ イ ー ド が 繰 り 返 し 強 調 す る の は 、  「 違 う 」 場 所の 想 定 に よ っ て こ そ 書 き 手 の 言 説 、 つ ま り デ ィ ス ク ー ル の 空 間的 な 視 点 が 獲 得 さ れ る こ と で あ る 。 視 点 の 位 置 づ け が 継 起 的 物語 の 出 発 点 に 取 っ て 代 わ る の で あ り 、  〈 大 き な 始 ま り 〉 は も はや 時 間 的 に 帰 着 す る 始 源 で は な く 、 ド ゥ ル ー ズ が フ ー コ ー に 関し て 指 摘 す る よ う に 言 説 の 空 間 的 な 「 未 知 の 領 域 」

(
u

n
e  t

err
e 

i
n
c
o

n
n
u
e)

と い う 異 郷 と し て 認 識 さ れ る 。

　
こ の よ う な 思 想 体 系 が 、 継 起 的 連 続 性 に よ っ て 成 立 さ れ る 小

説 の 構 造 を 拒 否 す る （  「 現 代 の 知 識 と 経 験 の 現 実 に 対 し て ど うい う わ け か 不 適 切 な も の と し て 拒 否 さ れ る 」  ） の は い う ま で もな い が 、 サ イ ー ド は さ ら に 「 小 説 の 形 態 は 、 不 連 続 や 分 散 や 希薄 化 が 必 須 条 件 と な る よ う な そ の 後 の 形 態 に よ っ て 取 っ て 代わ ら れ た の で あ る 」

(

4 1 1)

と 主 張 す る 。 彼 が こ の 課 題 を 形 式 的

な 変 容 だ け で は な く 、 思 想 的 に 主 体 性 の 課 題 と し て 捉 え て い るの は 、 書 く 行 為 と 同 じ よ う に 主 体 性 そ の も の を 成 立 さ せ る 〈 大き な 始 ま り 〉 が 失 わ れ た か ら で あ る 。
　
い  か な る 思 想 も 、 無 名 性 と  い う 複 雑 な 思 想 ほ ど に 、 こ の  フ ー

コ ー の 再 方 向 づ け と  い う 作 業 を 驚 く べ  き ほ ど の 多 数 の 思 想 家た ち の 思 想 と 決 定 的 に 結 び  つ け る も の は な  い 。 こ の 思 想 は 、 バル ト や  レ ヴ  ィ ＝ ス ト ロ ー ス や ラ カ  ン  な ど が 用 い  て  い  る 用 語 で 言 えば 、 主 体 の 喪 失 と  い う 考 え 方 で あ る 。 … 主 体 は 先 行 性 と 独 創性 と  い  っ  た 考 え 方 の み な ら ず  、 連 続 性 と か 業 績 と  い  っ  た 発 想 や企 画 を も 保 証 し 、 そ れ ら に 継 起 性 、 歴 史 、 進 歩 と  い  っ た す べて の 様 式 の 根 柢 に あ る 本 来 の 緊 急 性 を 本 能 的 に 付 与 し て き た 。歴 史 は 大 体 の と こ ろ 、 出 来 事 や 種 々  の 集 合 的 現 象 の 上 に 、 また そ れ ら の 中 に 投 影 さ れ た  一  種 の 神 人 同 形 説 を 通 し て そ の 明 瞭性 を 獲 得 し て き た  の  で あ り 、 こ れ ら の 出 来 事 や 集 合 的 現 象 こ そが 、  し た が  っ  て 、  主 体 の 発 揮 す る 機 能 と し て 考 え ら れ る の  で あ  って 、 そ の 逆 で は な  い  の  で あ る 。 む ろ ん 、 人 間 生 殖 の 過 程 の 与 えて き た 影 響 は 至 上 の も の で あ っ  て 、 そ れ は 私 た ち に 文 学 を た んに 例 え ば 人 間 家 族 の 模 倣 と し て 考 え る よ う に 強 制 す る の で ある 。

(

4 2 8)

　 「 文 学 を 人 間 家 族 の 模 倣 」 と い う サ イ ー ド の 例 え を さ ら に 追求 す れ ば 、 も は や 「 人 間 家 族 の 模 倣 」 と し て の 文 学 は 通 用 し ない と い う 結 論 に 至 る の か も し れ な い 。 し か し 、 逆 に 非 連 続 的 なナ ラ テ ィ ブ を 通 し て 個 人 を 語 る 可 能 性 を 見 い だ す こ と も で きる 。 サ イ ー ド の 言 葉 に な ら っ て 言 え ば 、 自 己 の 精 神 と 言 語 が 一人 一 人 の 個 人 の 領 域 を 超 え 、 あ く ま で 組 織 化 さ れ た 精 神 の 機 能で あ る な ら ば 、 そ う い う 形 態 の 中 で 存 在 す る 個 人 で あ る こ と にど ん な 文 学 的

000

効 用 が あ る か 私 た ち は 問 う 必 要 が あ る 。 私 は 、 始

源 の （ 見 え ） な い 主 体 性 、 断 片 的 に し か 語 れ な い 自 己 、 非 連 続的 な 歴 史 、 そ う い っ た 特 徴 を ポ ス ト モ ダ ン 小 説 の 現 象 と し て
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———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

で
は
な
く
、
現
代
ア
メ
リ
カ
作
家
マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ル
モ
ア
の
『
心
臓
を
貫

か
れ
て
』（
一
九
九
四
年
）
と
い
う
自
伝
を
検
討
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
実
在
し
な
が
ら
、
語
り
手
の
主
体
性
が
失
わ
れ
て
い
る
物
語
を
通
し

て
こ
そ
、「
私
」
と
い
う
主
体
の
特
権
が
な
い
「
私
た
ち
の
物
語
」（the 

story of our lives)

の
可
能
性
と
限
界
を
実
感
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

２　
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
の
〈
始
ま
り
〉

「
テ
キ
ス
ト
の
歪
曲
は
殺
人
に
似
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
フ
ロ
イ
ト 『
モ
ー
セ
と
一
神
教
』

 　

マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ル
モ
ア
の
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
は
奇
妙
な
自
伝
で
あ

る
。
自
伝
の
中
で
は
中
心
人
物
で
あ
る
は
ず
の
語
り
手
の
マ
イ
ケ
ル
の
体

験
談
が
少
な
く
、
半
分
以
上
が
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
、
資
料
を
も
と
に
書
き

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
手
の
体
験
話
も
少
な
い
。
作
者
自
身
が

途
中
で
忠
告
し
て
い
る
。「
ま
た
ま
た
、
自
分
の
記
憶
に
は
な
い
話
を
い

く
つ
か
し
て
き
た
わ
け
だ
。
そ
れ
ら
は
僕
の
家
族
の
口
頭
伝
承
と
し
て
伝

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
目
撃
者
談
や
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
や
記
録
資
料
に

よ
っ
て
僕
に
知
ら
さ
れ
た
こ
と
だ
」(

上
、
328
）。

　

自
伝
文
学
が
「
私
」
と
い
う
主
人
公
の
行
動
や
体
験
を
で
き
る
だ
け
現

実
的
に
回
想
す
る
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
す
れ
ば
、『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
の
語

り
手
が
必
ず
し
も
そ
の
主
人
公
と
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
回
想
さ
れ
る
出

来
事
は
虚
構
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
主
人
公
は
誰
な

の
か
？
「
殺
人
」
で
あ
る
。
殺
人
者
で
は
な
く
、
殺
人
行
為
そ
の
も
の
で

あ
る
。『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　
ひ
と
つ
の
物
語
を
語
り
た
い
。
殺
人
の
物
語
で
あ
る
。
肉
体
の
殺
人
の

物
語
で
あ
り
、
精
神
の
殺
人
の
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
引
き
裂
か
れ
た

心
か
ら
、
憎
し
み
か
ら
、
懲
罰
か
ら
生
ま
れ
た
殺
人
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

殺
人
が
ど
こ
に
端
を
発
し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
僕
ら
の

行
動
の
中
に
入
っ
て
き
た
か
、
ど
の
よ
う
に
僕
ら
の
人
生
を
変
形
さ
せ
た

か
、
そ
れ
ら
の
伝
承
が
ど
の
よ
う
に
し
て
僕
ら
の
行
動
に
入
っ
て
き
た
か
、

ど
の
よ
う
に
し
て
僕
ら
の
ま
わ
り
の
世
界
や
歴
史
の
中
に
こ
ぼ
れ
落
ち
て

い
っ
た
か
、
そ
れ
を
物
語
り
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
暴
力
と
殺
人
の
追
求

が
ど
の
よ
う
に
終
わ
る
か
と
い
う
物
語
で
あ
る
─
─
も
し
本
当
に
終
わ
る

と
し
た
ら
、
と
い
う
こ
と
だ
が
。(

上
、
18
）

　

自
伝
の
主
体
と
な
る
べ
き
自
己
や
サ
イ
ー
ド
が
指
摘
す
る
文
学
の
模

倣
と
な
る
べ
き
「
人
間
家
族
」
は
、
あ
く
ま
で
「
殺
人
」
と
い
う
主
題
の

受
け
身
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
語
り
手
を
も
っ
と
も
位
置
づ
け
る
誕
生
を

出
発
点
と
す
る
典
型
的
な
自
伝
の
始
ま
り
は
、
最
初
か
ら
「
殺
人
」
と
い

う
抽
象
的
な
概
念
の
始
ま
り
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
自
伝
は
語

り
手
の
物
語
で
は
な
く
、
殺
人
、
つ
ま
り
人
（
作
家
を
含
め
）
の
主
体
性

自
体
を
も
み
消
す
暴
力
的
行
為
が
そ
の
も
の
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ル
モ
ア
の
兄
で
あ
る
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア

ほ
ど
「
殺
人
」
の
人
格
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
人
物
は
ア
メ
リ
カ
の
近
代

歴
史
に
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
が
一
九
七
九
年

以
来
注
目
を
浴
び
た
の
は
作
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ゲ
イ
リ
ー
が
ま
っ

た
く
見
知
ら
な
い
人
間
を
殺
害
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
社
会
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
の
報
道
に
注
目
さ
れ
た
の
は

1
、

彼
が
そ
う
い
っ
た
冷
血
な
殺
害
の
数
ヶ
月
後
に
死
刑
の
処
罰
を
自
ら
求

め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
よ
そ
一
〇
年
間
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
死
刑
執
行
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を
ア
メ
リ
カ
社
会
で
復
活
さ
せ
る
象
徴
的
か
つ
合
法
的
な
き
っ
か
け
と

な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
の
個
人
史
よ
り
も
、
国
家

制
度
の
死
刑
執
行
を
再
生
さ
せ
る
話
題
が
注
目
を
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

ギ
ル
モ
ア
は
「
あ
る
殺
人
」
を
犯
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
を
通
し
て
「
殺
人
」
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
大
衆
的
な
記
号
と

な
っ
た
。
死
刑
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア

の
殺
人
（
犯
し
た
殺
人
と
彼
の
死
刑
）
は
司
法
制
度
の
転
換
を
促
す
画
期

的
な
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け

る
死
刑
執
行
は
戦
後
減
っ
て
い
た
一
方
で
、
ギ
ル
モ
ア
の
死
刑
後
い
か
に

正
当
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
は
次
の
統
計
グ
ラ
フ
で
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
こ
の
グ
ラ
フ
を
世
論
の
変
化
や
世
代
的
な
シ
フ
ト
を

示
す
資
料
と
し
て
扱
う
よ
り
、
死
刑
制
度
の
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
ゲ
イ

リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
と
い
う
人
物
を
通
し
て
時
代
性
を
超
え
た
、
秘
め
ら
れ

て
い
る
「
見
え
な
い
」
ア
メ
リ
カ
の
物
語
を
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
ゲ
イ

リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
自
身
の
話
で
は
な
く
、
弟
の
作
家
マ
イ
ケ
ル
が
指
摘
す

る
よ
う
に
共
有
さ
れ
た
「
僕
ら
の
『
殺
人
』」
の
物
語
で
あ
る
。

　

僕
は
こ
の
物
語
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
僕
は
こ
の
物
語
の
中

に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
僕
は
生
ま
れ
て
こ
の
方
、
そ
の
原
因

と
結
果
の
中
に
、
細
部
と
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
教
訓
の
中
に
ず
っ

と
生
き
て
き
た
。
僕
は
こ
の
物
語
に
出
て
く
る
死
者
た
ち
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
彼
ら
が
な
ぜ
他
人
の
死
を
作
り
だ
し
た
か
、
な
ぜ
自
ら
の
死
を

求
め
た
か
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ
か
ら
立
ち
去
り
た
い
と

望
む
の
な
ら
、
僕
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
だ
。
だ
か
ら
、
さ
あ
、
話
を
始
め
よ
う
。(

上
、
19
）

　
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
は
、
空
間
的
な
転
移
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い

く
。
作
者
は
、
場
所
か
ら
場
所
へ
と
逃
げ
た
り
、
居
着
い
た
り
、
そ
し
て

帰
っ
た
り
す
る
家
族
の
歴
史
を
流
動
的
な
「
動
き
」
と
し
て
捉
え
て
い

る
。
そ
も
そ
も
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
兄
の
死
が
忘
れ
去
ら
れ
る
と
い
う

希
望
は
幻
滅
さ
れ
た
形
で
こ
の
自
伝
の
一
つ
の
始
ま
り
と
な
っ
て
い
る

が
、
作
者
は
言
語
の
連
続
性
で
は
な
く
、
空
間
性
に
よ
っ
て
独
自
の
居
場

所
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、「
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
空
間
」
か
ら

立
ち
去
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
、
肝
心
の
殺
人
と
家
族
の
関

連
性
に
触
れ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
は
た
め
ら
っ
て
し
ま
う
。
理

由
は
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
彼
は
自
分
の
家
族
の
歴
史
を
あ
ま

り
知
ら
な
か
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、
作
者
の
親
戚
や
身
内
で

は
な
く
、
ノ
ー
マ
ン
・
メ
イ
ラ
ー
に
よ
る
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
に

よ
っ
て
作
者
は
始
め
て
家
族
の
背
景
を
知
る
。
お
よ
そ
千
ペ
ー
ジ
を
超
え
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る
『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
は
、
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
の
死
刑
か
ら
二
年

後
の
一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
、
同
年
に
ピ
ュ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
賞
し

た
。
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
の
死
刑
に
至
る
い
き
さ
つ
を
細
か
く
描
い

た
こ
の
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
は
全
米
で
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ

て
い
た
。
百
人
以
上
を
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
し
て
得
ら
れ
た
、
一
万
ペ
ー
ジ

以
上
の
資
料
を
も
と
に
し
た
『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
は
、
ギ
ル
モ
ア
の
死

刑
に
ま
つ
わ
る
状
況
を
徹
底
的
に
描
写
し
て
い
る
。
弟
と
し
て
一
日
で
も

早
く
こ
の
事
件
が
世
間
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
希
望
し
て
い

た
マ
イ
ケ
ル
は
、
こ
の
本
の
存
在
を
懸
念
し
て
い
た
と
自
伝
で
認
め
て
い

る
。
彼
は
『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
を
初
め
て
読
ん
だ
複
雑
な
気
持
ち
を
説

明
し
て
い
る
。

　
［
家
族
の
］
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
僕
が
初
め
て
そ

の
片
鱗
を
目
に
し
た
の
は
、
一
九
七
九
年
に
ノ
ー
マ
ン
・
メ
イ
ラ
ー
の
『
死

刑
執
行
人
の
歌
』
が
出
版
さ
れ
た
と
き
だ
っ
た
…
ほ
ん
の
数
ペ
ー
ジ
の
記

述
で
、
彼
は
僕
が
二
五
年
間
に
耳
に
し
た
よ
り
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
し
ま
っ
た
。
で
も
正
直
な
と
こ
ろ
、
僕
は
そ
れ
ら
の
事
実
の

ほ
と
ん
ど
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
何
度
か
そ
の
本
を
読

ん
だ
が
、
最
初
の
う
ち
僕
は
そ
の
部
分
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
適
当
に
読
み
飛
ば

し
た
。
父
親
の
若
い
こ
ろ
の
何
度
か
の
結
婚
の
こ
と
や
、
彼
の
犯
罪
歴
な

ん
か
も
ま
と
も
に
読
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
事
実
を
、
自
分
の
手
持
ち

の
記
憶
に
は
め
こ
む
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
僕
と
は
縁
も
ゆ
か
り

も
な
い
、
別
の
世
界
の
お
話
み
た
い
に
思
え
た
の
だ
。(

上
、
120
）

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
明
か
さ
れ
た
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
事
実

を
当
時
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
マ
イ
ケ
ル
の
読
者
と
し
て
の
姿
勢
で

あ
る
。
自
伝
を
書
く
な
ど
と
い
う
意
図
も
な
く
、
家
族
を
過
去
と
し
て
切

り
離
そ
う
と
す
る
当
時
の
彼
は
、
生
前
の
家
族
や
親
の
生
活
を
無
視
し
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
一
五
年
後
、
作
者
が
自
伝
を
書
く
際
に
家
族
の
〈
始

ま
り
〉
を
描
く
資
料
と
し
て
『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
は
重
要
な
役
割
を
果

た
す
。
メ
イ
ラ
ー
の
本
は
自
分
が
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
た
〈
始
ま
り
〉

の
い
く
つ
か
を
垣
間
み
る
機
会
を
与
え
、
家
族
の
始
源
を
解
釈
す
る
テ
キ

ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
な
に
よ
り
も
皮
肉
な
の
は
、
兄
が
死
刑
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
メ
イ
ラ
ー
の
本
は
存
在
せ
ず
、
さ
ら
に
彼
の
テ
キ
ス
ト
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
マ
イ
ケ
ル
の
〈
始
ま
り
〉
は
失
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
伝
の
〈
始
ま
り
〉
は
作
者
の

主
体
に
内
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
と
い
う
他

人
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
、

『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
へ
の
反
感
を
兄
や
家
族
が
描
か
れ
て
い
る
言
説
空

間
か
ら
逃
亡
す
る
願
望
の
現
わ
れ
と
し
て
解
釈
す
る
。

　
シ
ラ
ー
と
メ
イ
ラ
ー
か
ら
受
け
た
協
力
も
き
わ
め
て
多
大
な
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
僕
が
も
と
も
と
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
も
あ
っ

た
。
一
九
七
七
年
に
シ
ラ
ー
は
、『
死
刑
執
行
人
の
歌
』の
た
め
に
イ
ン
タ
ー

ビ
ュ
ー
と
資
料
を
集
め
、
整
理
し
て
い
た
。
そ
し
て
再
三
に
わ
た
っ
て
僕

に
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
ん
で
い
た
。
で
も
僕
は
そ
の
た
び
に
断
っ
て

い
た
…
。
僕
は
、
兄
の
病
理
を
徹
底
的
に
解
剖
し
て
い
く
こ
と
に
い
っ
た

い
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
疑
念
を
抱
い
て
い
た
（
実
を
言
え
ば
、

悲
劇
の
す
べ
て
の
源
の
検
証
に
直
面
す
る
心
の
準
備
が
、
ま
だ
僕
に
は
で

き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
）。 (

下
、
358)

　

実
際
、
マ
イ
ケ
ル
が
一
五
年
後
に
出
版
し
た
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
と
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メ
イ
ラ
ー
の
『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
る

と
、
後
者
で
描
か
れ
て
い
る
場
面
が
前
者
に
か
な
り
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
だ
が
登
場
人
物
を
共
有
し
て
い
る
以
外
に
、
こ
の
二
作
品

に
共
通
し
た
要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
二
作
品
が
特
に
異
な
っ
て
い
る
の

は
、
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
構
造
と
終
焉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
メ
イ
ラ
ー
は

事
件
に
関
わ
っ
て
い
る
場
面
を
再
現
し
、
各
人
物
の
行
動
を
細
か
に
描
写

す
る
と
い
う
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
に
近
い
方
法
を
と
り
サ
イ
ー
ド
が
「
継
起

的
連
続
性
」
と
定
義
す
る
小
説
の
典
型
的
な
構
造
を
用
い
て
い
る
。
死
刑

執
行
を
儀
式
と
し
て
捉
え
、
ゲ
イ
リ
ー
の
死
で
終
わ
る
『
死
刑
執
行
人
の

歌
』
は
小
説
の
古
典
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ル
モ
ア
の
自
伝
は
兄
の
死
刑
か
ら
始
ま
る
。

ゲ
イ
リ
ー
の
死
に
よ
り
悲
劇
は
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
と
自
覚
す
る
瞬

間
こ
そ
が
彼
の
自
伝
の
〈
始
ま
り
〉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
サ
イ
ー
ド
が
指
摘
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
原
動
力
と
な
る

「
零
点
度
」
の
始
源
と
同
じ
よ
う
に
、
家
族
の
悲
劇
の
終
わ
り
を
現
わ
し

た
兄
の
「
死
」
は
、
ま
っ
た
く
作
者
の
中
で
結
末
さ
れ
ず
、
不
可
解
だ
か

ら
こ
そ
さ
ら
な
る
問
い
か
け
を
生
み
出
す
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
兄
の
死

の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
認
め
る
時
点
で
作
者
は
語
り
始
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
ゲ
イ
リ
ー
の
死
で
始
ま
り
、
そ
の
死
の
不
可
解

な
「
零
点
」
を
解
釈
す
る
試
み
と
し
て
作
者
は
自
伝
の
き
っ
か
け
を
こ
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

　

ゲ
イ
リ
ー
が
僕
ら
の
一
家
の
瓦
礫
を
す
べ
て
呑
み
込
ん
で
い
っ
た
と
考
え

た
り
、
僕
ら
の
中
の
も
っ
と
も
腐
り
き
っ
た
部
分
は
ユ
タ
州
ド
レ
イ
パ
ー

刑
務
所
で
そ
の
朝
に
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
り
し
た
ら
、

ゲ
イ
リ
ー
を
銃
殺
隊
の
前
に
引
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
遺
産
の
真
の
意
味

は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
僕
ら
は
い
っ
た
い
何
を
引
き
継
い

だ
の
だ
ろ
う
？
そ
し
て
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
？
そ
れ

が
問
題
な
の
だ
。(

上
、
22)

３　
「
言
説
空
間
」
と
始
ま
り

「
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
放
浪
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
場
所
か
ら
場
所

へ
と
自
己
の
実
質
を
求
め
、
つ
い
に
本
質
的
に
は
家
と
家
の
〈
間
〉
に
人
間
に

と
ど
ま
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
サ
イ
ー
ド
「
始
ま
り
と
な
る
発
想
」

　
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
に
は
様
々
な
始
ま
り
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
ゲ

イ
リ
ー
の
死
刑
は
作
者
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
一
つ
の
出
発
点
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
彼
自
身
に
と
っ
て
始
ま
り
と
終
わ
り
が
は
っ
き
り
定
め
ら
れ

な
い
事
件
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
ゲ
イ
リ
ー
の
誕
生
シ
ー
ン
の

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
一
時
停
止
さ
せ
、
た
め
ら
う
。

 

　

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
口
上
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
た
っ
た
今
重
要
な

こ
と
が
起
き
た
。
つ
ま
り
こ
の
本
の
中
心
人
物
で
あ
る
殺
人
者
が
こ
こ
に

登
場
し
た
の
で
あ
る
。
今
の
段
階
で
は
ま
だ
つ
ぶ
ら
な
青
い
瞳
の
、
あ
ど

け
な
い
顔
を
し
た
赤
ん
坊
で
あ
る
…
。
こ
の
数
年
間
と
い
う
も
の
、
僕
は

二
つ
の
疑
問
を
頭
の
中
で
い
や
と
い
う
ほ
ど
ひ
ね
く
り
ま
わ
し
て
い
た
。「
い

つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
殺
人
と
い
う
も
の
は
始
ま
る
の
だ
ろ
う
？
」
あ
る

い
は
別
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
と
こ
う
な
る
。「
す
べ
て
が
誤
っ
た
方
向
に
流

れ
始
め
る
瞬
間
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
す
べ
て
の
違
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い
を
作
り
出
す
瞬
間
を
、
あ
る
い
は
そ
の
時
期
0

0

を
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
？
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
ゲ
イ
リ
ー
の
人
生
の
外
に
あ
っ
た
も
の

だ
ろ
う
か
？
た
と
え
ば
彼
の
父
親
の
過
去
の
隠
さ
れ
た
暗
黒
の
中
に
…
。
僕

は
自
分
に
こ
う
言
い
聞
か
せ
る
─
─
そ
の
よ
う
な
特
定
な
ポ
イ
ン
ト
か
ら
僕

は
何
か
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ

て
の
破
壊
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
そ
の
再
発
に
自
分
が
巻
き

込
ま
れ
る
の
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
、
と
。
で
も
物
語
の
リ

ン
ク
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
そ
ん
な
に
簡
単
な
話
じ
ゃ
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。(

上
、
179
─
80)

　

マ
イ
ケ
ル
に
と
っ
て
ゲ
イ
リ
ー
の
誕
生
、
つ
ま
り
彼
の
〈
始
ま
り
〉
を

捉
え
る
こ
と
は
、
殺
人
の
始
ま
り
を
追
求
す
る
作
業
に
等
し
い
。
作
者

は
、
ゲ
イ
リ
ー
と
い
う
個
人
の
誕
生
が
実
は
本
質
的
な

0

0

0

0

始
ま
り
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
惑
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。「
ど
う
や
っ
て
ゲ
イ

リ
ー
は
殺
人
犯
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
？
」
で
は
な
く
「
ど
の
よ
う
に
し
て

殺
人
は
始
ま
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
彼
は
問
う
。
そ
の
問
い
か
け
は
中
心
人

物
と
さ
れ
て
い
る
兄
の
主
体
性
が
い
か
に
〈
始
ま
り
〉
に
決
定
さ
れ
な
が

ら
も
定
め
に
く
い
こ
と
で
あ
る
か
を
暗
示
し
て
い
る
。
真
の
〈
始
ま
り
〉

は
本
人
の
生
涯
を
先
行
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
中
心
点
（「
特
定
な

ポ
イ
ン
ト
」）
と
し
て
で
は
な
く
拡
散
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
親
や
兄
弟
の
歴
史
は
継
起
的
な
発
展
で
は
な
く
転
換
点
の
羅
列

に
近
い
。
ゲ
イ
リ
ー
の
死
刑
願
望
、
母
親
の
家
出
、
長
男
フ
ラ
ン
ク
・
ジ
ュ

ニ
ア
の
改
宗
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
各
人
物
の
主
体
性
は
瞬
時
の
変
身
の

中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
マ
イ
ケ
ル
の
解
釈
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
の
は
中

心
人
物
の
出
発
点
で
は
な
く
、
始
ま
り
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う

無
限
性
で
あ
り
、『
始
ま
り
の
現
象
』
で
考
察
さ
れ
て
い
る
釈
義
と
共
通

し
て
い
る
。 

　
そ
れ
を
〈
何
に
関
わ
る
釈
義
か
〉
と
問
う
と
き
、私
た
ち
は
不
断
に
連

な
る
前
置
詞
“of

”
（
…
の
）
の
分
析
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
釈
義
の
手
続
き
に
は
た
や
す
く
確
認
で
き
る
い
か

な
る
始
ま
り
も
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
い
か
な
る
終
わ
り
も
ま
た
な
い

の
で
あ
る
。(

413)

　

こ
の
よ
う
な
〈
始
ま
り
〉
の
無
限
性
は
、『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
で
家

族
一
人
一
人
を
語
ろ
う
と
す
る
際
に
作
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

殺
さ
れ
た
も
う
一
人
の
兄
、
ゲ
イ
レ
ン
に
関
し
て
彼
は
こ
う
述
懐
す
る
。

 

　
で
も
こ
の
本
を
書
き
始
め
て
す
ぐ
に
悟
っ
た
。
僕
は
本
を
書
け
る
ほ
ど

に
は
家
庭
の
誰
の
こ
と
も
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
ら
を
十
分
に
知

る
こ
と
は
今
更
も
う
不
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
…
。
僕
は
ゲ
イ
レ
ン
の

身
に
起
っ
た
こ
と
を
振
り
返
り
、
も
う
一つ
の
謎
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
…
。

(

上
、
383) 

 

ま
た
父
親
に
関
し
て
は
、

　

彼
は
こ
の
歴
史
の
中
の
最
大
の
謎
で
あ
り
、
そ
れ
が
僕
に
は
解
き
明
か

せ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
案
じ
て
い
る
。
も
し
秘
密
が
暴
け
ず
、
彼
の
恐

怖
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
僕
に
は
こ
の
物
語
を
語
る
資

格
が
な
い
。(

上
、
191) 

　

始
ま
り
が
分
散
化
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
が
求
め
て
い

る
真
の
〈
始
源
〉（「
僕
ら
は
い
っ
た
い
何
を
引
き
継
い
だ
の
だ
ろ
う
？
そ
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し
て
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
？
」）
は
様
々
な
虚
構
に

よ
っ
て
守
ら
れ
、
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
彼
は
、
真
の
始
ま
り
を
提
供
で

き
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
解
釈
は
偽
り
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
疑
い
に
と
ら
わ
れ
、
戸
惑
う
。
そ
れ
は
釈
義
と
同
じ
よ
う
な
無

限
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
視
点
が
あ
ま
り

に
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
家
族
に
よ
っ
て
濁
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も

あ
る
。

　
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
の
第
二
部
、
第
二
章
は
作
家
の
告
白
で
始
ま
っ

て
い
る
。
彼
は
親
た
ち
の
出
会
い
に
関
し
て
ま
っ
た
く
無
知
だ
っ
た
と

説
明
す
る
。「
ひ
と
つ
告
白
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
両
親
が
ど
こ
で

ど
う
巡
り
合
っ
た
の
か
、
兄
の
ゲ
イ
リ
ー
が
死
ぬ
ま
で
僕
は
全
然
知
ら

な
か
っ
た
」(

上
、
119
）。
そ
し
て
一
五
年
後
、
自
伝
を
書
く
に
あ
た
っ
て

（「
家
族
の
過
去
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
と

き
に
」）マ
イ
ケ
ル
は『
死
刑
執
行
人
の
歌
』の
企
画
を
担
当
し
た
ラ
リ
ー
・

シ
ラ
ー
か
ら
、
母
親
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
の
テ
ー
プ
を
手
に
入
れ
る
。
す

で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
母
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
母
親
が
語
る
内
容
を
も

と
に
マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ル
モ
ア
は
両
親
の
生
活
を
捉
え
、
忠
実
に
そ
の
歴
史

を
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
に
応
じ
な
が
ら
母

親
は
答
え
を
提
供
す
る
ど
こ
ろ
か
、
謎
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
（「
も
っ

と
も
ひ
と
つ
の
新
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
た
び
に
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い

疑
問
が
生
ま
れ
て
き
た
」(

上
、
121
）。『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
の
「
メ
イ
キ

ン
グ
・
オ
ブ
」
を
垣
間
み
る
よ
う
に
マ
イ
ケ
ル
は
母
親
が
聞
き
手
の
メ
イ

ラ
ー
と
シ
ラ
ー
の
質
問
を
か
わ
す
場
面
を
描
い
て
い
る
。

　

あ
る
と
こ
ろ
で
シ
ラ
ー
は
こ
う
母
に
尋
ね
て
い
る
。
ど
う
し
て
あ
な
た

は
私
と
メ
イ
ラ
ー
に
事
実
を
隠
さ
ず
に
語
ろ
う
と
し
な
い
の
で
す
か
、
と
。

ご
主
人
と
ゲ
イ
リ
ー
は
も
う
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
古
い
秘
密
を

こ
れ
以
上
隠
し
通
し
て
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
誰
の
た
め
に
な
る
ん
で
す
か
？

ぼ
く
の
た
め
だ
と
母
は
答
え
た
。「
マ
イ
ケ
ル
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
何
ひ
と

つ
と
し
て
知
り
ま
せ
ん
」
と
母
は
言
っ
た
。「
真
実
を
す
っ
か
り
知
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
あ
の
子
は
私
を
憎
む
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
父
親
を
憎
む
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
あ
の
子
は
兄
弟
の
中
で

た
だ
一
人
父
親
を
心
か
ら
愛
し
た
子
供
で
し
た
。
マ
イ
ケ
ル
か
ら
そ
の
愛

を
奪
い
去
り
た
く
な
い
の
で
す
」(

上
、
121
）。

　

母
親
は
、
マ
イ
ケ
ル
の
母
は
息
子
の
愛
情
が
憎
し
み
に
変
わ
る
こ
と
を

怖
が
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
自
分
の
息
子
が
持
つ
母
親
像
を
守

る
た
め
に
嘘
を
つ
い
て
い
る
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
嘘
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
の
は
も
っ
と
も
秘
密
を
暴
こ
う
と
す
る

作
者
で
あ
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
の
は
、
マ
イ
ケ
ル
の
親
に
対
す
る
愛

情
が
虚
構
的
な
話
と
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
関
係
で
あ

る
。
母
親
の
反
応
は
、
い
か
に
マ
イ
ケ
ル
の
父
親
に
対
す
る
基
本
的
な
愛

情
が
実
話
で
は
な
く
秘
密
に
基
づ
き
、
真
実
は
憎
悪
の
対
象
に
し
か
な
り

え
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
秘

密
そ
の
も
の
が
〈
始
源
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
始
源
〉
は
隠
さ

れ
、
守
ら
れ
て
い
く
過
程
で
維
持
さ
れ
る
。
同
時
に
母
親
の
語
り
は
イ
ン

タ
ー
ビ
ュ
ー
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聞
き
手
に
対
し
秘
密
の
真
実
が

隠
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
嘘
は
例
え
嘘
だ
と
暴
か
れ
て
も
〈
大
き
な
始
ま

り
〉
の
沈
黙
は
維
持
さ
れ
続
け
ら
れ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
秘
密
の
始
源
が
、
前
に
述
べ
た
サ
イ
ー
ド
が
省
察
す
る
未

知
の
始
源
と
似
通
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

2
。
私
が
考
慮
し
た

い
点
は
、
未
知
の
始
源
を
求
め
る
行
為
に
内
在
し
て
い
る
暴
力
性
で
あ
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る 。 も っ と も 明 ら か な 例 と し て サ イ ー ド は レ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー スが 行 う 原 住 民 の 実 地 調 査 を あ げ て い る 。 人 類 学 者 は 、 必 然 的 に原 住 民 に 読 み 書 き を 教 え 、 文 明 社 会 の 〈 始 源 〉 と 解 釈 さ れ て いる 零 状 態 を 打 ち 消 し て し ま う 。 サ イ ー ド は こ の 因 果 関 係 を 競 争に 例 え 、  「 読 み 書 き で き る ま え の 文 化 と 読 み 書 き で き る 文 化 とが 対 峙 し た と き に 勝 利 を あ げ る の は 、 つ ね に 後 者 で あ る 」 と 述べ て い る 。  〈 原 始 社 会 〉 に 読 み 書 き を 導 入 す る こ と は 、 強 姦 に近 い 侵 入 行 為 で あ り 、 純 潔 な 「 平 安 を 徹 底 的 に 破 壊 す る 」

(

4 6 9)

結 果 を も た ら す 。　
し か し 、 解 釈 す る 側 が 逆 に 犯 さ れ 、 負 け る 場 合 だ っ て あ る 。

嘘 を い く ら 暴 い て も 、 解 釈 に は そ の 嘘 を 覆 す 真 実 を 提 供 す る 義務 が 必 然 と さ れ て い る か ら で あ る 。 解 釈 の 危 険 性 は サ イ ー ド だけ で は な く 、  『 始 ま り の 現 象 』 の 出 発 点 と も な っ て い る ニ ー チ ェに よ っ て 指 摘 さ れ て い る 。
　
… 過 去 は 批 判 的 に 考 察 さ れ 、  そ こ で ひ と は そ の 根 に 小 刀 を あ

て が  い 、 そ こ で す  べ  て  の 敬 虔 を 残 酷 に 踏 み 越 え て 行 く 。 こ れ は常 に 危 険 な 、 つ ま り 生 そ の も の に と っ  て 危 険 な 過 程 で あ り 、 そし て 過 去 を 裁 き 否 定 す る と  い う こ の や り 方 で 生 に 奉 仕 す る 人 間な  い  し 時 代 は 常 に 危 険 な か  つ 危 険 に 曝 さ れ た 人 間 と 時 代 で あ る 。け だ し わ れ わ れ が 確 か に 以 前 の 種 族 の 成 果 で あ る か ら に は 、 われ わ れ は ま た 彼 ら の 過 失 や 情 熱 や 誤 謬 の 、 い  な 犯 罪 の 成 果 だ から で あ り 、 こ の 連 鎖 か ら 完 全 に 自 己 を 解 放 す る こ と は 不 可 能だ か ら で あ る 。 わ れ わ れ が そ れ ら の 過 失 に 有 罪 を 宣 告 し て 、 自分 は そ れ か ら 解 放 さ れ た と み な し て も 、 わ れ わ れ が そ れ か ら 由来 し た と  い う 事 実 は 除 去 さ れ て  し ま わ な  い 。 わ れ わ れ は 精 々  の

と こ ろ 、 相 続 に よ  っ  て 得 ら れ た 先 祖 伝 来 の 自 然 と わ れ わ れ  の 認 識と の 抗 争 を 成 し 遂 げ る か 、 あ る  い  は お そ ら く は 、 古 か ら 養 成 さ れた も の 、 生 ま れ な が ら の も の  に 対 す る 新 た な 厳 格 な 訓 練 の 戦 い  を成 し 遂 げ る か  で あ り 、 か く し て 新 し  い 習 慣 を 、 新 し  い 本 能 を 、 第二 の 自 然 を 植 え つ け る の で あ り 、 し た が  っ  て 第  一  の 自 然 は 干 か らび る 。 こ れ は そ こ か ら み ず か ら が 現 実 に 由 来 し た 過 去 に 対 立 し て 、そ こ か ら み ず か ら が 由 来 し た く 思 う よ う な 過 去 を  い  わ ば 後 天 的 にみ ず か ら に 与 え る 試 み  で あ る が 、 ─ ─ こ れ は 常 に 危 険 な 試 み  で ある 、 な ぜ な ら 過 去 の 否 定 に お  い  て 限 界 を 見 い  だ す こ と は 極 め て 困難 だ か ら で あ り 、 第 二  の 自 然 は 大 抵 は 第  一  の 自 然 よ り は 弱 い も のだ か ら で あ る 。 善 な る も の を 為 す こ と な し に 、 そ の 認 識 に 止 ま ると  い う の が 通 例 で あ る 。  （

『  『 反 時 代 的 考 察 』  、

1 5 0）

　
こ の 「 第 一 の 自 然 」 を サ イ ー ド が 定 義 す る 〈 始 源 〉 と 照 合

し て み る と 、 近 代 的 自 我 を 確 立 す る 言 説 空 間 （ エ ク リ チ ュ ール ） が 「 第 二 の 自 然 」 と し て 機 能 し て い る こ と が わ か る 。  「 第二 の 自 然 」 を 「 植 え つ け る 」 と い う 始 ま り を 象 徴 す る 比 喩 は 、あ く ま で 始 ま り が 与 え る 「 新 し い 」 希 望 の 意 味 合 い し か 持 たな い 。 ま た 、 解 釈 が 過 去 の 誤 謬 や 過 失 の 認 識 で と ど ま る か ぎり 、 再 び 同 じ よ う な 罪 を 犯 さ な い と い う 保 証 は ま っ た く な いと も 言 え る 。 新 し い 道 徳 、 価 値 観 や 思 想 に よ っ て 過 去 を 裁 いて も 「 そ れ か ら 由 来 し た と い う 事 実 は 除 去 さ れ て し ま わ な い 」と 見 な さ れ 、 根 源 的 な 始 ま り は 解 釈 か ら 逃 れ た 未 知 の 「 事 実 」と し て 残 る 。 こ う い っ た 解 釈 の 危 険 性 を 指 摘 す る サ イ ー ド は 、ニ ー チ ェ の 解 釈 学 を 「 習 慣 を 離 れ 不 知 不 能 の 異 化 へ の 誘 い 」と 呼 ぶ 。
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〈
始
源
〉
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
「
始
ま
り
」
が
裏

付
け
ら
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
権
力
関
係
は
『
心
臓
に
貫
か

れ
て
』
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
作
者
が
追
求
す
る
始
源
は
沈
黙
に
守
ら

れ
、
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
過
去
の
暴
力
は
絶
え
ず
反
復
さ
れ
る
。
破

壊
さ
れ
る
の
は
始
源
で
は
な
く
、
解
釈
す
る
書
き
手
で
あ
り
、
解
釈
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
べ
き
新
た
な
始
ま
り
で
あ
る
。
作
者
が
主
張
す
る
よ
う

に
、
始
ま
り
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
遭
遇
す
る
無
限
性
か
ら
解
放
す
る
手

段
は
あ
く
ま
で
理
想
で
し
か
な
い
。「
兄
の
人
生
か
ら
死
の
構
築
を
取
り

除
く
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
『
瞬
間
』
を
切
り
捨
て
て
、
ま
と
も
な
リ
ン

ク
を
も
つ
新
し
い
鎖
を
ゼ
ロ
か
ら
作
り
だ
す
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
」(

上
、
181)

。

 　

不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
こ
の
「
ゼ
ロ
か
ら
作
り
だ
す
」
と

い
う
作
業
こ
そ
が
作
者
の
家
族
の
間
で
反
復
さ
れ
、
特
徴
づ
け
ら
れ
た
試

み
で
あ
る
。
母
と
祖
母
が
語
る
作
り
話
、父
親
の
逃
亡
、そ
し
て
ゲ
イ
リ
ー

が
要
求
す
る
死
刑
は
た
と
え
破
滅
的
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
自
分
自
身
を

再
び
創
造
す
る
と
い
う
意
味
で
始
ま
り
の
試
み
と
し
て
読
み
と
れ
る
。
サ

イ
ー
ド
は
革
新
的
に
「
ゼ
ロ
か
ら
作
り
だ
す
偽
り
」
を
小
説
の
基
本
条
件

と
あ
げ
、「
新
し
い
生
の
蠱
惑
的
な
始
ま
り
」(

125)

と
呼
ぶ
。
し
か
し
も
っ

と
も
興
味
深
い
考
察
は
、
文
学
の
領
域
を
超
え
、
歴
史
や
自
己
分
析
で

あ
っ
て
も
創
造
的
衝
動
は
同
質
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。「
フ
ロ
イ
ト
に

よ
る
と
、
歴
史
、
哲
学
、
個
人
的
物
語
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
再
構
築
的
技

術
の
目
的
は
混
乱
し
た
現
実
に
代
わ
る
も
の
（alternatives

）
を
創
造

し
経
験
の
苦
痛
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ね
ら
い
は
経

済
性
で
あ
る
」(

128)

。

　

フ
ロ
イ
ト
の
理
論
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
現
実
は
、『
始
ま
り
の
現
象
』

で
「
歴
史
的
真
実
」
あ
る
い
は
「
現
実
の
核
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、『
心

臓
を
貫
か
れ
て
』
で
は
い
か
に
現
実
感
そ
の
も
の
が
す
で
に
「
代
わ
る
も

の
」（alternatives

）
と
し
て
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
検
討
し

て
み
た
い
。

　

祖
母
に
関
し
て
ま
ず
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
経
歴
で
は
な
く
、
祖
母
が

語
っ
た
作
り
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
族
の
〈
始
源
〉
と
し
て
受
け
継
が
れ

た
も
の
が
作
り
話
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。「
彼
女
は
巧
妙
に

伝
承
の
種
を
蒔
い
た
…
。
フ
ェ
イ
の
『
提
供
』
し
た
ミ
ス
テ
リ
ー
は
我
々

が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
を
知
る
た
め
の
重
要
な
鍵
に
な
っ
た
。
僕
ら
の
過

去
に
は
秘
密
と
支
払
う
べ
き
負
債
が
あ
っ
た
。
奪
い
取
ら
れ
た
い
く
つ
か

の
生
得
権
が
あ
り
…
一
家
の
歴
史
の
中
心
に
は
暗
黒
が
存
在
し
た
」(

上
、

149)

と
作
者
は
述
べ
て
い
る
が
、
奇
妙
な
の
は
彼
ら
の
始
源
（the sense 

of w
here w

e had com
e from

）
が
手
が
か
り
と
な
る
べ
き
事
実
や

「
現
実
の
核
」
で
は
な
く
謎
自
体
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
上
記
の
「
再
構
築
的
技
術
の
目
的
」
が
真
実
0

0

で
は
な
く
、「
混
乱
し
た

現
実
に
代
わ
る
も
の
（alternatives

）
を
最
小
限
に
す
る
」
経
済
性

0

0

0

に

還
元
す
る
と
い
う
サ
イ
ー
ド
の
主
張
を
も
う
一
度
考
慮
し
た
い
。
著
者
性

の
権
威
に
関
し
て
「
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
に
よ
る
初
期
利
益
の
強
化
」
を
可

能
に
す
る
方
法
と
し
て
は
、「
特
権
の
蓄
積
」
や
「
有
用
か
つ
驚
く
べ
き

も
の
」(

121)

の
布
置
を
あ
げ
て
い
る
。
謎
の
始
ま
り
を
提
供
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
作
者
の
祖
母
フ
ェ
イ
が
得
ら
れ
た
の
は
ま
さ
に
秘
密
を
持
つ

も
の
の
特
権
で
あ
り
、
同
時
に
「
驚
く
べ
き
」
謎
を
知
っ
た
語
り
手
と
し

て
聞
き
手
の
家
族
を
支
配
す
る
権
威
で
も
あ
る
。
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４　
拒
否
さ
れ
た
始
ま
り

「
物
語
の
機
能
と
は
こ
れ
だ
─
─
つ
ま
り
、
親
を
与
え
ら
れ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
サ
イ
ー
ド「
始
ま
り
を
目
指
す
も
の
と
し
て
の
小
説
」

 　

そ
う
い
っ
た
謎
の
な
か
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
父
親
の
実
父

の
問
題
で
あ
る
。
祖
母
は
、
作
者
の
父
フ
ラ
ン
ク
・
ギ
ル
モ
ア
が
現
在
で

も
ア
メ
リ
カ
で
も
っ
と
も
有
名
な
奇
術
師
ハ
リ
ー
・
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
の
私

生
児
だ
っ
た
と
言
い
伝
え
て
い
た
。
し
か
し
、「
拒
絶
さ
れ
た
息
子
」
の

章
で
作
者
は
祖
母
の
話
を
細
か
く
検
討
し
、
の
ち
に
調
べ
た
新
聞
や
市
役

所
の
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
嘘
を
暴
露
す
る
。
架
空
で
あ
る
に
せ
よ
実
話
と

し
て
家
族
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
以
上
、
彼
は
祖
母
の
作
り
話
の
解
釈
を

試
み
、
そ
の
中
で
素
材
と
な
る
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
は
そ
の
「
驚
く
べ
き
」
逸

話
の
構
造
を
支
え
る
中
心
人
物
と
し
て
扱
う
。

　

ハ
リ
ー
・
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
は
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら

移
民
し
て
き
た
が
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
は
ア
メ
リ
カ
移
民
の
成
功
物
語
を
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
系
の
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ワ
イ
ス
を

改
め
た
ハ
リ
ー
・
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
は
、
ど
さ
回
り
の
魔
術
師
と
な
り
極
め

て
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
の

示
唆
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
手
錠
外
し
の
芸
が
注
目
を
浴
び
、
二
〇
世
紀

の
は
じ
め
か
ら
脱
出
術
を
得
意
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
手
錠
外
し
や
留

置
場
、
刑
務
所
、
ト
ラ
ン
ク
か
ら
の
脱
出
が
得
意
で
、「
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ

に
脱
出
で
き
な
い
所
は
無
い
」「
不
死
身
の
男
」
と
ラ
ジ
オ
や
新
聞
な
ど

で
騒
が
れ
、「
脱
出
王
」
と
し
て
の
異
名
が
広
ま
っ
た
。

　

作
者
は
同
時
代
の
祖
母
の
過
去
を
徹
底
的
に
調
べ
上
げ
、
祖
母
の
生
涯

が
（
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
と
は
対
照
的
に
）
き

わ
め
て
平
凡
で
あ
っ
た
こ
と
、
父
が
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
の
実
子
で
は
な
い
こ

と
も
突
き
と
め
た
。
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
と
ギ
ル
モ
ア
家
に
血
の
つ
な
が
り
は

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
祖
母
が

こ
の
よ
う
な
作
り
話
を
し
て
、
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
と
家
族
を
関
係
づ
け
て
し

ま
っ
た
の
か
と
い
う
謎
が
生
ま
れ
る
。「
ど
う
し
て
彼
女
は
息
子
の
出
生

に
つ
い
て
私
生
児
の
話
を
で
っ
ち
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
？
」(

上
、
154)

。

　

い
く
つ
か
の
仮
説
が
提
示
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
自
己
陶
酔
的
な
祖
母

が
、
自
分
の
人
生
へ
の
失
望
を
補
う
た
め
に
、
当
時
の
有
名
人
と
の
つ
な

が
り
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
陳
腐
な
日
常
か
ら
逃
れ

る
手
段
の
一
つ
と
し
て
有
名
な
人
物
を
通
し
て
自
分
が
評
価
さ
れ
る
こ

と
を
望
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
夫
と
別
れ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
移
る

前
に
、
祖
母
は
二
歳
に
な
っ
て
い
た
長
男
を
亡
く
し
、
数
週
間
後
に
マ
イ

ケ
ル
の
父
親
を
産
ん
で
い
る
。
そ
し
て
数
年
後
に
祖
母
は
夫
と
離
別
す

る
。
父
親
を
知
ら
ず
に
育
っ
た
息
子
は
、
母
親
の
意
志
で
寄
宿
舎
学
校
に

「
入
れ
っ
ぱ
な
し
」
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
た
び
た
び
親
に

拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
事
実
は
祖
母
の
作
り
話

の
背
景
に
な
る
に
し
て
も
、
な
ぜ
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
と
い
う
有
名
人
が
自
分

の
人
生
の
救
済
と
な
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
不
明
だ
と
作
者
自
身
が
認
め

て
い
る
。「
で
も
何
故
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
と
の
風
聞
が
出
て
く
る
の
だ
？
そ

れ
は
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
」(

上
、
156
）。

　

ま
た
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
に
関
す
る
作
り
話
が
息
子
フ
ラ
ン
ク
の
〈
始
ま

り
〉
を
物
語
っ
て
い
る
以
上
、
彼
の
誕
生
は
体
験
や
記
憶
と
い
う
現
実
的

な
核
心
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
作
り
話
の
言
説
空
間
の
中
で

拒
絶
の
対
象
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。「
著
者
性
の
権
威
」
を

現
わ
す
意
味
で
、
母
親
の
作
り
話
は
、
実
話
と
し
て
受
け
入
れ
た
息
子
フ
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ラ
ン
ク
の
逃
亡
生
活
そ
の
も
の
を
生
み
出
す
源
泉
の
言
説
と
な
る
。「（
僕

は
）
彼
が
ハ
リ
ー
・
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
の
私
生
児
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、

父
は
お
そ
ら
く
そ
う
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」(

上
、
153
）。
フ
ラ
ン
ク

は
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
と
い
う
実
在
人
物
の
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
不
在
の
父
と

し
て
憎
む
。
そ
し
て
非
日
常
的
、
か
つ
不
在
の
家
族
し
か
体
験
し
な
か
っ

た
フ
ラ
ン
ク
に
と
っ
て
、
こ
の
作
り
話
で
一
番
魅
力
的
な
要
素
は
、
フ
ー

デ
ィ
ー
ニ
が
有
名
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
日
常
的
な
束
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
可
能
性
を
象
徴
す
る
父
親
像

だ
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
が
、
今
日
で
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
脱
出
劇
が
、
家
庭
を
含
め
近
代

化
さ
れ
た
日
常
的
な
現
実
か
ら
逃
走
す
る
た
め
の
非
日
常
的
な
夢
を
象

徴
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
・
ギ
ル
モ
ア
の
場
合
、
異

様
な
こ
と
に
こ
の
逃
亡
の
可
能
性
こ
そ
が
自
分
の
父
性
的
存
在
と
な
っ

て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
に
と
っ
て
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
の
逃
亡
性
は
記
号
的
な
共

同
幻
想
の
領
域
を
超
え
、
個
人
的
な
父
性
と
し
て
投
影
さ
れ
る
。
そ
の
錯

覚
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ク
は
自
分
の
〈
始
ま
り
〉
を
見
い
だ
す
。
逃
亡
が
新

し
い
〈
始
ま
り
〉
を
約
束
す
る
行
動
で
あ
れ
ば
、
真
の
始
源
を
拒
絶
さ
れ

た
フ
ラ
ン
ク
は
あ
る
具
体
的
な
〈
始
ま
り
〉
で
は
な
く
、〈
始
ま
り
〉
そ

の
も
の
の
本
質
を
追
う
よ
う
な
逃
亡
生
活
を
送
る
。
彼
は
詐
欺
師
の
広
告

セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
し
て
州
か
ら
州
へ
と
渡
り
、
数
え
き
れ
な
い
偽
名
を
用

い
る
。
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
点
は
、「
フ
ラ
ン
ク
は
何
し
ろ
ア
メ
リ
カ

中
に
家
族
を
ば
ら
ま
い
て
い
る
か
ら
ね
え
」(

上
、
138
）
と
祖
母
が
説
明
す

る
よ
う
に
、
詐
欺
だ
け
で
は
な
く
、
擬
似
的
な
家
族
の
〈
始
ま
り
〉（
つ

ま
り
、
自
分
の
〈
始
ま
り
〉）
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
い
く
つ
も
起
こ

し
て
は
、
放
棄
さ
れ
た
著
作
の
よ
う
に
置
き
去
り
に
し
て
い
る
。〈
始
ま

り
〉
と
し
て
の
可
能
性
が
破
綻
し
た
時
点
で
フ
ラ
ン
ク
に
と
っ
て
彼
自
身

の
始
源
の
空
虚
さ
、
ま
た
は
虚
構
性
が
暗
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
い
っ

た
虚
構
性
は
作
り
話
の
認
否
と
は
違
う
次
元
で
機
能
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
祖
母
が
語
っ
て
い
た
こ
と
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
フ
ー

デ
ィ
ー
ニ
は
フ
ラ
ン
ク
を
拒
絶
し
た
）、
嘘
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
祖
母

は
こ
の
作
り
話
に
よ
っ
て
息
子
の
出
生
を
隠
し
た
）、
彼
の
〈
始
ま
り
〉

が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
本
質
的
に
変
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。

　

サ
イ
ー
ド
の
『
始
ま
り
の
現
象
』
で
〈
始
源
〉
は
前
提
と
し
て
創
造
、

ま
た
は
破
壊
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
私
は
も
っ
と

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
同
じ
〈
始
源
〉
を
奪
い
合
う
対
象
と
し
て
少
し
考
え
て

み
た
い
。『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
で
は
奪
わ
れ
た
主
体
の
復
権
と
い
う
パ

タ
ー
ン
が
反
復
さ
れ
、
ど
れ
だ
け
散
在
し
ま
た
時
に
は
対
立
し
て
も
家
族

の
様
々
な
〈
始
ま
り
〉
は
復
讐
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
構
造
に
よ
っ
て
統
一
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
の
中
で
主
体
は
常
に
奪
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
復

讐
か
ら
得
ら
れ
る
新
し
い
〈
始
ま
り
〉
に
よ
っ
て
し
か
回
復
さ
れ
な
い
。

〈
始
ま
り
〉
は
、
継
承
で
は
な
く
、
転
移
の
連
鎖
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

始
源
を
め
ぐ
る
権
威
の
奪
い
合
い
は
ニ
ー
チ
ェ
が
『
道
徳
の
系
譜
』
で
定

義
し
た
「
債
務
の
契
約
関
係
」
と
共
通
し
て
い
る
。

　

人
類
史
の
き
わ
め
て
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
、
悪
行
の
主
犯
者
に
そ
の
行

為
の
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
理
由
0

0

で
刑
罰
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
全
然
な0

か
っ
た
し

0

0

0

0

、
し
た
が
っ
て
有
罪
者
だ
け
が
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
前
提

の
も
と
に
刑
罰
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た

0

0

0

0

。
─
─
む
し
ろ
刑
罰
は
、
現

在
で
も
な
お
親
が
子
を
罰
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
加
害
者
に
向
け
て
ぶ

ち
ま
け
ら
れ
る
被
害
に
つ
い
て
の
怒
り
か
ら
し
て
、
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

─
─
し
か
し
こ
の
怒
り
は
、
す
べ
て
の
損
害
に
は
ど
こ
か
に
そ
の
代
償
と
な



121

———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

る
べ
き
等
価
物

0

0

0

が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
加
害
者
に
苦
痛
0

0

を
与
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
、
実
際
に
賠
償
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
い

う
観
念
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
加
減
さ
れ
た
…
。
こ
の
観
念
は
、
ど
こ
か

ら
そ
の
力
を
得
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
の
秘
密
は
す
で
に
私
の
洩

ら
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
つ
ま
り
そ
の
力
の
出
所
は
債
権
者

0

0

0

と
債
務
者

0

0

0

と

の
契
約
関
係
の
う
ち
に
あ
る
。こ
の
契
約
関
係
は
、総
じ
て〈
権
利
主
体
〉

と
い
う
も
の
の
存
在
と
同
じ
く
古
い
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
契
約

関
係
そ
れ
自
体
が
ま
た
、
売
買
、
交
換
、
交
易
な
ど
の
根
本
形
式
に

還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
…
。
要
す
る
に
、
賠
償
の
実
体
は
、
残
忍
の
行

為
を
指
図
し
要
求
す
る
権
利
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（『『
道
徳
の
系
譜
』、
432
─
34
）

　

こ
の
よ
う
な
「
契
約
」
的
な
構
造
は
、
拒
絶
さ
れ
た
息
子
フ
ラ
ン
ク
が

自
分
の
息
子
ロ
バ
ー
ト
を
置
き
去
り
に
す
る
場
面
で
露
に
な
っ
て
い
る
。

自
分
を
置
き
去
り
に
し
た
賠
償
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
は
息
子
を
母
親
フ
ェ

イ
に
引
き
渡
し
、「
親
が
子
を
罰
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
」
息
子
に
は
彼

が
覚
え
た
同
質
の
拒
絶
的
な
〈
始
ま
り
〉
を
植
え
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
指
摘
す
る
〈
権
利
主
体
〉
が
債
務
的
な
関
係
に
還
元

さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
主
体
の
本
質
的
な
始
源
は
見
い
だ
せ
な
い
。
様
々

な
〈
始
源
〉
の
共
通
性
が
推
察
さ
れ
て
も
本
質
を
捉
え
る
難
し
さ
に
つ

い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
こ
れ
は
推
測
し
て
言
っ
た
だ
け

に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
い
う
地
下
的
に
秘
密
な
こ
と
が
ら

は
、
そ
う
す
る
こ
と
の
や
り
き
れ
な
さ
は
別
と
し
て
、
こ
れ
を
根
本
的
に

究
明
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
」(

435)

。
反
復
さ
れ
幼
児
と
し
て

受
動
的
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
体
験
を
大
人
と
し
て
他
者
に
思
い
知
ら

せ
る
に
は
、
繰
り
返
し
〈
始
ま
り
〉
を
与
え
な
が
ら
の
ち
に
否
定
す
る
反

復
性
に
よ
っ
て
し
か
為
し
え
な
い
。
そ
う
い
っ
た
関
係
の
中
で
息
子
や
親

は
「
見
返
し
」
の
媒
体
で
し
か
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
が
置
き
去
り
に
し
た
息

子
を
、
自
分
の
母
親
フ
ェ
イ
に
あ
ず
け
る
と
い
う
滑
稽
な
お
か
つ
皮
肉
な

場
面
を
描
き
な
が
ら
、
作
者
は
フ
ラ
ン
ク
の
動
機
を
こ
う
解
釈
し
て
い
る
。

　

彼
は
父
親
を
な
く
し
て
育
ち
、
母
親
を
な
く
し
て
育
っ
た
。
三
〇
年

後
に
［
息
子
の
］
ロ
バ
ー
ト
を
連
れ
て
フ
ェ
イ
の
家
の
戸
口
に
姿
を
見
せ
た

と
き
、
彼
は
こ
う
言
い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
さ
あ
、
僕
を
も
う

一
度
こ
こ
に
連
れ
て
き
た
ん
だ
よ
」
と
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
は
自
分
の
息

子
を
押
し
や
っ
た
。
か
つ
て
自
分
を
よ
そ
に
押
し
や
っ
た
母
の
手
の
中
に
。

(

上
、
156
）

　

作
者
は
父
親
フ
ラ
ン
ク
の
沈
黙
の
行
動
を
息
子
と
し
て
上
記
の
よ
う

に
解
釈
し
（「
さ
あ
、
僕
を
も
う
一
度
こ
こ
に
連
れ
て
き
た
ん
だ
よ
」）、

復
讐
の
回
帰
性
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
。
自
分
が
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
の
私

生
児
だ
っ
た
と
い
う
話
を
疑
わ
ず
に
信
じ
た
父
は
口
数
が
少
な
く
、
そ
の

ま
ま
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
が
象
徴
す
る
日
常
か
ら
の
逃
亡
を
繰
り
返
し
行
っ

た
。
フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
の
脱
出
が
「
日
常
か
ら
の
逃
亡
」
に
「
代
わ
る
も
の
」

と
し
て
機
能
す
る
演
技
だ
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク
は
実
生
活
の
中
で
本

質
的
な
逃
亡
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
あ
く
ま
で
演
技
で
し
か
な
い

フ
ー
デ
ィ
ー
ニ
の
脱
出
劇
を
超
え
、
真
の
〈
始
源
〉
を
奪
い
返
そ
う
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
小
説
を
鵜
呑
み
す
る
読
者
ほ
ど
影
響
さ

れ
て
現
実
の
世
界
で
行
動
を
起
こ
し
か
ね
な
い
現
象
と
似
て
い
る
。

　

逆
に
作
者
は
、
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
、
つ
ま
り
言
語
と
い
う
媒
介
を
通
し

て
父
の
出
生
、
そ
し
て
家
族
が
交
わ
し
合
う
、
数
多
い
〈
始
ま
り
〉
の
物

語
を
注
意
深
い
の
読
者
の
よ
う
に
疑
い
、
包
括
的
に
終
焉
を
告
げ
よ
う
と



1 2 2

す る 。 祖 母 の 作 り 話 や フ ラ ン ク の 逃 亡 生 活 な ど に よ っ て 象 徴 され て い る 〈 新 し い 始 ま り 〉 は と て も 古 く 、 復 讐 に 回 帰 し て い ると 彼 は 指 摘 す る 。

 

　
こ の よ う な 指 摘 が は た し て 上 記 の よ う な 反 復 性 か ら 逃 れ る

方 法 と し て 妥 当 か ど う か は 問 わ れ る 必 要 が あ る 。 な ぜ な ら ば 、開 放 的 な 〈 新 し い 始 ま り 〉 に 導 く べ き 解 釈 は 復 讐 の 回 帰 性 を解 体 す る ど こ ろ か 、 結 晶 化 し か ね な い か ら で あ る 。 解 釈 に よ って 〈 始 ま り 〉 が 批 判 で は な く 模 倣 の 対 象 に な っ て し ま う 結 果 がも た ら さ れ 、 作 者 は 自 伝 を 書 く 根 拠 が 家 族 の 作 り 話 や 逃 亡 性 を引 き 起 こ し た 衝 動 と 本 質 的 に 変 ら な い も の と し て 疑 う 。 ゲ イリ ー  ・  ギ ル モ ア の 弟 で あ っ た と い う 特 権 が こ の 自 伝 の 〈 始 ま り 〉と し て 作 者 に 与 え ら れ た の で あ れ ば 、 彼 の 著 者 性 が 見 事 に 打 ち砕 か れ て い く 展 開 こ そ こ の 自 伝 の プ ロ ッ ト と も い え る

3。 こ こ

で も う 一 度 作 者 が 自 伝 の 始 ま り に 宣 言 す る 目 論 み を 取 り あ げて み る と 、 い か に 彼 の 書 く 行 為 自 体 が 批 判 性 に 満 ち て い な が らも 逃 亡 的 で あ る か が 明 瞭 で あ る 。  「 僕 は こ の 物 語 を よ く 知 っ てい る … そ し て ま た 、 こ こ か ら 立 ち 去 り た い と 望 む な ら 、 僕 は 自分 の 知 っ て い る こ と を 語 ら な く て は な ら な い の だ 。 だ か ら 、 さあ 、 話 を 始 め よ う 」  。 彼 は 時 間 の 経 過 に し た が っ て 消 失 し な い家 族 の 物 語 を 空 間 的 に 捉 え 、 観 察 の 対 象 と し て 位 置 づ け 、 距 離を 置 こ う と す る 。 し か し 観 察 の 対 象 が 作 者 自 身 に 内 在 し て いる 〈 始 源 〉 で あ る か ぎ り そ う い っ た 対 立 は 容 易 に 保 持 で き ない 。 幽 霊 話 を 信 じ な い と 忠 告 し な が ら 絶 え ず 幽 霊 話 を 繰 り 返 し語 る 彼 の 衝 動 と 同 じ よ う に 、 論 理 的 ま た 現 実 的 に 否 定 で き る 現象 こ そ が も っ と も 回 想 と し て 反 復 さ れ 、 現 在 に 至 っ て 作 者 の 内面 的 世 界 に 影 響 を 及 ぼ し て い る 。 家 族 の イ メ ー ジ は 自 伝 に よ っ

て 断 絶 的 な 「 廃 墟 」 の 瓦 礫 か ら 「 監 獄 」 と し て 再 構 築 さ れ 、 親か ら 受 け 継 い だ 逃 亡 本 能 が 再 び 引 き 起 こ さ れ る 。 サ イ ー ド が レヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス や バ ル ト の 構 造 主 義 に 関 し て 指 摘 す る よ うに 外 部 を 想 定 す る こ と に よ っ て 〈 始 ま り 〉 が 「 発 見 」 さ れ るの で あ れ ば 、  〈 始 ま り 〉 と の つ な が り を 現 実 的

000

（ ま た 、 流 動 的 ）

に 把 握 し よ う と す れ ば す る ほ ど 分 析 は 破 綻 す る と い う 結 果 をも た ら す 。
　
レ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス が 別 の 箇 所 で 述 べ て い る よ う に 、 構

造 は 外 部 か ら 行 わ れ る 観 察 の 結 果 と し て 初 め て 現 わ れ て くる も の で あ る 。 し た が っ て 、  〈 秩 序 〉  、 つ ま り 〈 構 造 〉 は 外部 か ら の 分 析 の た め に 活 用 さ れ る も の と な る の だ が 、 他 方 、社 会 の 〈 運 行 〉  、 つ ま り 〈 暴 力 〉 に は 決 し て 把 握 す る こ との で き な い も の と な る 。 と い う の は （ レ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス自 身 が 主 張 し て い る よ う に ） そ れ は ひ と え に 、 自 己 の 歴 史

00000

的 生 成 に 従 事 す る 社 会 的 個 人 の 展 望0000000000000000

の 中 に あ る か ら で あ る 。

（

4 9 7、 傍 点 引 用 者 ）

　
こ の 「 自 己 の 歴 史 的 生 成 に 従 事 す る 社 会 的 個 人 の 展 望 」 こ そ

マ イ ケ ル ・ ギ ル モ ア の 自 伝 の 要 約 と も 呼 べ る 。 サ イ ー ド は 〈 暴力 〉 を 残 留 的 〈 形 態 〉 と し て 構 造 主 義 を 評 価 し 、 構 造 を 「 不 断の 喪 失 に 対 す る 記 念 碑 で あ る と 同 じ ほ ど 、 充 溢 へ の 渇 望 で も ある 」  （

4 7 3） と 分 析 し て い る が 、 こ う し た 残 留 的 な 〈 形 態 〉 に は

逃 亡 へ の 渇 望 が 含 ま れ て い る と 思 え る 。 あ る 現 象 の 本 質 に 接 近す る の で は な く 、 解 釈 は そ う い っ た 本 質 か ら 逃 亡 す る 動 機 によ っ て 引 き 起 こ さ れ て い る の か も し れ な い 。 解 釈 が テ キ ス ト や
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———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

物
語
に
関
す
る
新
し
い
〈
視
点
〉
や
〈
世
界
観
〉
を
発
展
す
る
機
会
を
与

え
な
が
ら
も
限
界
を
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
〈
始
ま
り
〉
の
本
質
を

捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、〈
始
ま
り
〉
が
批
判
で
は
な
く
模
倣
の

対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
。『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
で
展
開
さ
れ
て
い
く
解
釈
と
批
評
の
共
通
性

に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
う
い
っ
た
作
業
の
限
度
に
関
し
て
サ

イ
ー
ド
は
忠
告
す
る
。

　
い
や
し
く
も
同
一
性
の
問
題
、
つ
ま
り
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト

は
解
釈
を
受
け
て
い
る
テ
キ
ス
ト
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
う
問

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
解
釈
を
受
け
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
解

釈
さ
れ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
に
似
て
い
な
い
と
い
う
よ
り
は
、〈
似
て
い
る
〉

と
い
っ
た
見
解
を
こ
れ
ら
の
想
定
す
べ
て
が
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
批
評
家
が
解
釈
を
受
け
て
い
な
い
テ
キ
ス

ト
に
対
し
て
は
い
ろ
い
ろ
の
問
題
（
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
何
を
意
味
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
）
を
想
定
し
、
さ
ら
に
問
題
を
転
嫁
し
た
り
さ
え
し
て
、
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
た
あ
と
で
、
批
評
家
が
〈
も
は
や
解

釈
の
必
要
の
な
い
〉
対
象
物
、（
批
評
家
自
身
の
目
的
の
た
め
に
）
そ
の
問

題
性
が
あ
る
程
度
浄
化
さ
れ
た
対
象
物
を
私
た
ち
に
呈
示
す
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
か
く
し
て
そ
れ
ま
で
よ
り
も
〈
は
る
か
に
そ
れ

自
体
に
な
っ
て
〉、
正
典
の
も
と
に
、
あ
る
い
は
伝
統
の
も
と
に
返
さ
れ

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。(

267)

　

こ
の
よ
う
な
批
評
家
と
テ
キ
ス
ト
の
関
係
を
批
判
し
、
サ
イ
ー
ド
は

「
異
な
る
接
近
法
を
私
た
ち
に
強
い
る
の
が
目
的
だ
」
と
主
張
し
、
権
威

の
現
わ
れ
と
し
て
テ
キ
ス
ト
と
解
釈
を
問
い
直
す
方
法
論
を
提
供
す
る
。

そ
れ
は
主
体
性
そ
の
も
の
の
再
検
討
が
必
然
と
さ
れ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
が

忠
告
す
る
よ
う
に
「
新
し
い
」
主
体
性
の
〈
始
ま
り
〉
は
新
し
い
だ
け
に

崩
れ
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
実
際
、『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』
で
は
作

者
自
身
の
主
体
性
が
崩
壊
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
新
し
い
始
ま

り
と
し
て
可
能
性
を
持
っ
た
彼
の
言
説
行
為
は
、
彼
が
継
続
し
た
両
親
の

逃
亡
性
の
最
後
の
段
階
へ
と
移
行
す
る
。
家
族
の
〈
始
源
〉
と
謎
が
解
明

さ
れ
な
く
て
も
彼
は
家
族
の
血
族
的
な
継
承
と
復
讐
の
連
鎖
に
終
わ
り

を
告
げ
よ
う
と
す
る
。〈
新
し
い
始
ま
り
〉
が
放
棄
さ
れ
て
も
、
暴
力
性

に
満
ち
た
今
ま
で
の
〈
始
ま
り
〉
を
覆
す
よ
う
に
、
作
者
が
自
ら
の
主
体

性
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
残
留
的
な
〉
継
続
の
終
わ
り
が
保
証
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
る
で
僕
は
こ
う
考
え
て
い
た
み
た
い
だ
。
我
が
家
に
起
っ
た
こ

と
は
あ
ま
り
に
も
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
僕
ら
の
代
で
終

わ
る
べ
き
で
あ
り
、
止
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、

子
供
を
持
て
ば
ま
た
同
じ
こ
と
が
起
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い

か
、
と
。
そ
の
荒
廃
の
息
の
根
を
止
め
る
た
だ
一
つ
の
方
法
は
、
自

分
を
抹
消
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
そ

れ
こ
そ
、
ゲ
イ
リ
ー
と
ゲ
イ
レ
ン
が
や
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
彼
ら
は

自
ら
の
死
を
も
っ
て
、
血
の
流
れ
を
止
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
。（
下
、

317
）

　

こ
こ
で
は
本
人
の
考
え
に
先
行
す
る
べ
き
意
志
や
動
機
が
無
意
識
に

働
き
、
あ
と
に
な
っ
て
解
明
さ
れ
る
が
（「
ま
る
で
僕
は
こ
う
考
え
て
い

た
み
た
い
だ
」）、
作
者
の
主
体
性
が
果
た
し
て
分
析
す
る
現
在
の
視
点
に

見
い
だ
せ
る
の
か
、
ま
た
は
無
意
識
に
行
動
し
て
い
た
過
去
の
自
分
に
基
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づ
い
て
い
る
の
か
は
曖
昧
で
あ
る
。
主
体
を
獲
得
す
る
展
開
の
な
か
で
過

去
と
現
在
の
「
自
分
」
の
交
換
が
反
復
さ
れ
、
過
去
と
現
在
を
両
立
さ
せ

る
自
我
的
連
続
性
は
ま
っ
た
く
保
証
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今

ま
で
作
者
が
兄
弟
や
親
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
違
和
感
が
そ
の
ま
ま
自

分
自
身
に
転
移
さ
れ
、
作
者
は
家
族
へ
の
疑
い
を
自
分
自
身
に
向
け
、
著

者
性
（authority

）
を
放
棄
す
る
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
著

者
性
の
な
い
、
一
人
歩
き
す
る
「
幽
霊
的
」
な
語
り
手
の
よ
う
に
解
釈
そ

の
も
の
が
作
者
か
ら
離
脱
し
、
彼
自
身
を
閉
ざ
す
言
説
空
間
と
化
す
る
。

こ
こ
で
失
わ
れ
る
の
は
家
族
の
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
今
ま
で

も
っ
て
い
た
幻
想
だ
け
で
は
な
く
、
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
べ
き
主
体

性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
自
伝
で
は
、
作
者
の
分
析
は
家
族
に
連
な
っ

て
い
る
謎
が
生
み
出
す
逃
亡
性
や
妄
想
を
覆
す
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
さ
ら
に

歪
曲
さ
れ
た
形
態
と
し
て
再
現
さ
れ
、
解
釈
す
る
者
さ
え
主
体
が
拒
否
さ

れ
言
説
空
間
か
ら
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す

4
。「
実
際
の

と
こ
ろ
、
個
人
の
主
体
は
、
妄
想
に
お
そ
ら
く
あ
ま
り
に
似
通
っ
て
い
て

困
る
ほ
ど
の
仮
定
（
代
理
）
を
構
成
す
る
た
め
の
暫
定
的
な
権
威
以
上
の

も
の
で
は
な
い
」（
90
）
と
い
う
サ
イ
ー
ド
の
指
摘
に
加
え
、
暫
定
的
で

し
か
な
い
主
体
は
常
に
交
換
や
奪
い
合
い
の
対
象
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

そ
し
て
何
に
、
ま
た
誰
に
よ
っ
て
主
体
の
権
威
が
奪
わ
れ
る
の
か
と
い
う

問
い
か
け
で
始
ま
り
、
答
え
ら
れ
ず
に
終
わ
る

5
『
心
臓
を
貫
か
れ
て
』

の
よ
う
に
語
り
手
の
著
者
性
、
そ
し
て
新
し
い
〈
始
ま
り
〉
を
め
ぐ
る
主

体
の
限
界
を
現
わ
し
た
自
伝
は
少
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　
　

註

（
１
）
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
の
死
刑
が
世
界
中
の
報
道
機
関
に
注
目
さ
れ
て
い
た
詳
細

は
、『
死
刑
執
行
人
の
歌
』
の
中
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
邦
訳
の
あ
と
が
き

で
訳
者
の
村
上
春
樹
は
「
僕
も
当
時
、
日
本
の
新
聞
や
雑
誌
で
、
ゲ
イ
リ
ー
・
ギ
ル

モ
ア
が
ら
み
の
一
連
の
事
件
が
け
っ
こ
う
大
き
な
扱
い
で
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

よ
く
覚
え
て
い
る
」（
下
、
375
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
２
）サ
イ
ー
ド
は「
暴
虐
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
体
系
」の
暴
虐
と
秘
密
に
関
し
て
フ
ー

コ
ー
の
方
法
論
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。「
彼
［
フ
ー
コ
ー
］
は
そ
の
暴
虐
の
働
き
を

暴
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
の
転
覆
を
図
ろ
う
と
努
め
て
き
た
。
ご
く
最
近
で
は
、

彼
は
そ
の
暴
虐
を
秘
密
性
に
帰
し
て
い
る
［
と
指
摘
し
て
い
る
］」（
421
）。

（
３
）
彼
は
終
わ
り
の
ほ
う
で
こ
う
述
べ
る
。「
結
局
、
僕
ら
［
作
者
と
ゲ
イ
リ
ー
］
は

二
人
と
も
否
定
の
遺
産
の
後
継
者
だ
っ
た
の
だ
…
。
そ
れ
が
巨
大
な
破
壊
力
を
有
し

て
い
る
の
は
同
じ
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
本
当
に
ま
だ
終
結
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
、
僕
は
初
め
て
思
い
知
っ
た
。
一
家
の
荒
廃
は
ゲ
イ
リ
ー
の
死
に
よ
っ
て
終
わ

り
を
告
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
ゲ
イ
リ
ー
に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
」（
下
、
316
）

（
４
）
例
え
ば
、
サ
イ
ー
ド
は
フ
ロ
イ
ト
の
分
析
療
法
に
関
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
し

た
が
っ
て
、
ど
の
時
点
に
お
い
て
も
、
構
築
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
、
正
確

度
は
決
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
の
構
築
─
─
患
者
に
よ
る
構
築
に
せ
よ
、
分
析

者
に
よ
る
構
築
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
両
者
の
構
築
に
せ
よ
─
─
と
現
実
の
事
象
と
の
間

に
直
接
の
対
応
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ド
は

こ
う
書
い
て
い
る
─
─
『
構
築
を
進
め
る
こ
と
で
活
性
化
さ
れ
る
、
抑
圧
さ
れ
て
い

る
も
の
の
〈
発
言
衝
動
〉
は
、
重
要
な
記
憶
─
痕
跡
を
意
識
化
し
よ
う
と
努
力
し
た
。

だ
が
、
抵
抗
が
勝
利
を
収
め
た
。
実
は
、
そ
の
運
動
を
〈
止
め
る
〉
の
に
成
功
し
た

の
で
は
な
く
、重
要
性
の
少
な
い
隣
接
す
る
対
象
へ
の
〈
転
移
〉
に
成
功
し
た
の
だ
。』

転
移
の
結
果
は
歪
曲
で
あ
り
、
あ
る
い
は
フ
ロ
イ
ト
の
言
葉
を
使
え
ば
、
妄
想
で
あ

る
。」（
89
）

（
５
）
作
者
が
悪
夢
か
ら
目
覚
め
、“It w

ill never be all right.

” (

下
、
398) （「
絶
対
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に
よ
く
な
ら
な
い
」）
と
言
い
聞
か
せ
て
い
る
場
面
で
終
章
は
終
わ
る
。
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両
大
戦
間
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
、
彼
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
作
家
だ
っ

た
。
い
く
つ
か
の
風
変
わ
り
な
短
編
小
説
、
既
知
の
何
に
も
似
て
お
ら

ず
、
既
成
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
仮
借
な
い
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
一
冊
の
小

説
『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』（
一
九
三
七
年
）、
人
道
主
義
の
、
時
期
尚

早
で
異
様
な
風
刺
と
も
言
う
べ
き
戯
曲
『
ブ
ル
グ
ン
ド
公
妃
イ
ヴ
ォ
ナ
』

（
一
九
三
八
年
）。
一
九
三
九
年
、
彼
は
大
西
洋
航
海
の
旅
の
た
め
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
に
向
け
て
出
航
す
る
。
八
月
に
戦
争
が
勃
発
、
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン

ド
に
侵
入
し
、
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
ど
る
ま
い
と
決
心
を
す
る
。
戦

後
、
彼
の
国
は
ソ
ビ
エ
ト
帝
国
に
併
合
さ
れ
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
滞
在
を
延
長
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
二
十
四
年
後

の
、
一
九
六
三
年
に
な
っ
て
か
ら
し
か
も
ど
ら
な
い
。
彼
は
一
九
六
九
年
、

六
五
歳
の
と
き
に
南
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ァ
ン
ス
で
死
ぬ
。

　

現
代
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
多
作
で
な
か
っ

た
。『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』
の
あ
と
に
他
の
三
つ
の
小
説
、『
ト
ラ

ン
ス
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』（
一
九
五
三
年
）、『
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』

（
一
九
六
〇
年
）、
そ
し
て
『
コ
ス
モ
ス
』（
一
九
六
六
年
）
が
く
わ
わ
る
。『
ブ

ル
グ
ン
ド
公
妃
イ
ヴ
ォ
ナ
』
に
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
ふ
た
つ
の
戯
曲
、『
結

婚
』（
一
九
五
三
年
）
と
『
オ
ペ
レ
ッ
タ
』（
一
九
六
七
年
）
が
く
わ
わ
る
こ
と

に
な
る
。
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は

『
日
記
』（
フ
ラ
ン
ス
語
の
ポ
ケ
ッ
ト
版
で
入
手
可
能
）
を
書
き
公
刊
す
る
。

彼
の
主
要
作
品
に
は
さ
ら
に
、
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ド
・
ル
ー
と
の
対
談
も
含

め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
読
者
を
彼
の
美
学
お
よ
び
彼
の
作
品
と
世
界

と
の
関
係
に
馴
染
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、の
ち
に
『
遺
言
』

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
再
版
さ
れ
て
い
る
。

　

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
み
ん
な
を
苛
立
た
せ
た
。
彼
の
同
国
人
た
ち

は
、
彼
が
激
化
し
た
愛
国
主
義
と
背
中
合
わ
せ
の
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
と
見
な
し
て
い
る
も
の
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
評
価
し
な
か
っ
た
。
詩

人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
芸
術
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
彼
の
公
開
講
演
を

否
認
し
た
。
彼
の
同
業
者
た
ち
は
、
他
の
同
業
者
た
ち
が
い
る
と
こ
ろ
で
、

彼
に
自
分
の
作
品
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
と
尋
ね
ら
れ
る
の
で
困
惑
を
覚

え
た
。「
社ア

ン
ガ
ジ
ェ

会
参
加
」
し
た
芸
術
家
た
ち
は
彼
の
無
遠
慮
さ
を
告
発
し
た
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
共
産
主
義
者
た
ち
は
、
彼
が
自
由
人
だ
っ
た
の
で
誹
謗
し

た
。
ロ
ン
ド
ン
に
亡
命
し
た
反
共
主
義
者
た
ち
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同

じ
理
由
で
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
。
六
〇
年
代
の
反
抗
し
た
若
者
た
ち

は
彼
の
破
壊
者
的
な
ユ
ー
モ
ア
と
挑
発
を
嫌
悪
し
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

た
ち
は
小
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
で
、
彼
を
避
け
た
。
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
の
大

義
の
花
形
た
ち
は
、
こ
の
面
で
の
み
ず
か
ら
の
経
験
に
つ
い
て
彼
が
沈
黙

を
守
る
の
を
悪
意
あ
る
眼
で
眺
め
て
い
た
。
精
神
分
析
家
た
ち
は
、
自
分

の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
触
れ
よ
う
と
す
る
者
は
誰
で
あ
れ
、
そ
い
つ
の
手

に
噛
み
つ
い
て
や
る
と
い
う
彼
の
脅
し
の
せ
い
で
敬
遠
し
て
い
た
。
マ
ル

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
小
説
的
ユ
マ
ニ
ス
ム
、
あ
る
い
は
彼
の
『
コ
ス
モ
ス
』
に
い
か
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
か
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ク
ス
主
義
者
た
ち
は
彼
の
現
実
感
覚
を
軽
蔑
し
て
い
た
。（
フ
ラ
ン
ス
の
）

実
存
主
義
者
た
ち
は
、
彼
に
先
立
た
れ
て
い
た
の
で
、
居
心
地
悪
く
感
じ

て
い
た
。（
フ
ラ
ン
ス
の
）
構
造
主
義
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
屁
理
屈

に
た
い
す
る
彼
の
警
告
を
見
事
に
無
視
し
た
。（
全
世
界
の
）
前
衛
主
義

者
た
ち
は
、
彼
が
小
説
を
信
じ
て
い
る
の
で
爪
弾
き
に
し
た
。
単
純
な
者

た
ち
は
彼
の
「
前
衛
的
な
」
小
説
を
読
む
の
を
避
け
た
。
大
学
の
研
究
者

た
ち
、
あ
あ
、
あ
の
大
学
の
研
究
者
た
ち
は
、
自
分
で
自
作
の
解
説
を
す

る
人
間
に
関
わ
る
の
を
控
え
た
。
要
す
る
に
、
同
時
代
人
た
ち
は
彼
を
仲

間
は
ず
れ
に
し
た
の
で
あ
る
。
残
る
は
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
に
た
い
す

る
全
般
的
な
根
強
い
憎
し
み
が
、
も
っ
と
大
き
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
か
ど
う
か
、
私
が
列
挙
し
た
し
ば
し
ば
矛
盾
す
る
個
々
の
理
由
が
、

唯
一
の
、
つ
ね
に
変
わ
ら
ぬ
理
由
を
代
弁
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ど
う

か
を
知
る
こ
と
だ
。

　

た
と
え
表
面
的
に
せ
よ
、
文
学
的
な
最
新
情
報
を
辿
っ
て
い
る
者
は
、

私
の
断
言
に
驚
く
か
も
し
れ
な
い
。
二
十
年
ほ
ど
ま
え
か
ら
、
世
界
は
ゴ

ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
を
愛
し
は
じ
め
て
い
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
的
な
言

い
回
し
で
は
、「
文
化
的
な
お
ば
さ
ん
た
ち
」
が
や
さ
し
く
彼
の
う
え
に

身
を
か
が
め
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
偉
大
な
牧
歌
で
あ
り
、
和
解
と
い
う

べ
き
も
の
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
肝
心
の
当
事
者
が
不
在
な
の
で

あ
る
。
ま
る
で
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
と
彼
の
時
代
と
の
越
え
が
た
い
敵
意

な
ど
一
度
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
で
も
い
う
よ
う
に
。
ま
る
で
彼
の
審
美

的
・
知
的
な
戦
争
に
は
ど
ん
な
意
味
も
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
ど
ん
な
恒

常
的
な
価
値
も
な
い
と
で
も
い
う
よ
う
に
。
彼
が
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
性
」
に

背
を
向
け
た
？　

世
界
中
の
ス
ラ
ブ
学
者
た
ち
は
、
彼
が
何
者
で
あ
る
よ

り
も
ま
え
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
だ
っ
た
と
示
す
べ
く
努
力
し
て
い
る
。
彼
が

自
分
の
作
品
と
私
生
活
と
の
あ
い
だ
に
入
念
に
厚
い
壁
を
施
し
た
？　

彼
の
親
族
た
ち
に
助
け
ら
れ
た
大
勢
の
研
究
者
た
ち
は
、
幼
い
ヴ
ィ
ト
ル

ド
は
そ
ん
な
に
意
地
悪
な
子
供
で
は
な
か
っ
た
と
示
す
た
め
に
、
倦
む
こ

と
な
く
彼
の
過
去
を
探
っ
て
い
る
。
彼
が
専
門
家
や
衒
学
者
た
ち
を
嘲
笑

し
て
い
た
？　

学
問
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
連
中
は
馬
鹿
に
な
る
と
公

言
し
て
い
た
？　

そ
ん
な
こ
と
は
何
の
重
要
性
も
な
い
。
大
学
に
巣
く
う

「
ア
ジ
ェ
ラ
ス
ト
＝
苦
虫
族
」［
ラ
ブ
レ
ー
の
造
語
］
た
ち
の
互
助
団
体
が
、

自
分
た
ち
の
反
＝
ユ
マ
ニ
ス
ト
的
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
、
脱
構
築
的
、
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
…
…
等
々
の
研
究
を
補
強
す
る
た
め
に
、
彼
の
作
品

を
横
取
り
し
て
い
る
。
ま
た
し
て
も
残
る
は
、
近
年
の
こ
の
よ
う
な
情
愛

が
過
去
の
軽
蔑
と
同
じ
根
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
の
か
ど
う
か
を
知
る

こ
と
だ
。

　

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
（『
日
記
』、『
遺
言
』
で
）
長
々
と
自
分
の
考

え
を
述
べ
た
の
は
、
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
進
展
を
予
見
し
て
い
た
か
ら

だ
と
言
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
同
化
の
諸

力
を
撥
ね
除
け
、
思
い
や
り
が
あ
っ
て
も
彼
の
創
造
の
核
心
問
題
に
は
無

感
覚
な
注
釈
者
た
ち
を
遠
ざ
け
る
の
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
し
た
が
、
無
駄

だ
っ
た
。
根
本
的
な
誤
解
が
存
続
し
て
い
る
の
だ
。
違
い
と
言
え
ば
た
だ
、

こ
ん
に
ち
人
び
と
は
か
つ
て
の
溝
を
自
称
科
学
的
な
関
心
、
す
な
わ
ち
作

者
に
た
い
す
る
伝
記
マ
ニ
ア
的
な
細
部
を
蓄
積
し
、
こ
れ
を
彼
の
作
品
を

め
ぐ
る
（
審
美
的
で
は
な
く
）
文
献
学
的
研
究
の
増
殖
と
結
び
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

昨
日
の
敵
た
ち
が
今
や
友
に
変
装
し
て
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
に
よ
っ

て
開
始
さ
れ
た
論
争
の
核
心
を
回
避
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
思
想
に
関
わ
る
戦
い
で
標
的
に
さ
れ
る
の
は
愉

快
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
彼
ら
は
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
先
に

ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
た
ち
に
た
い
す
る
反
駁
者
を
自
分
た
ち
と
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同
じ
考
え
だ
と
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
彼
ら
が
そ
ん
な
戦
略
に

よ
っ
て
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
を
手
懐
け
る
わ
ず
か
な
可
能
性
で
も
あ
る

の
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
も
っ
と
仔
細
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。

　
　

…
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
技
術
の
飛
躍
は
、
い
さ
さ
か
も
ユ
マ
ニ

ス
ム
の
飛
躍
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
…
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
は
機

械
の
な
か
に
浸
透
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
だ
ろ
う
か
？　

私
た
ち
ユ

マ
ニ
ス
ト
の
あ
い
だ
で
、
音
楽
が
粉
砕
さ
れ
、
詩
が
乾
涸
ら
び
、
文
学

が
恐
ろ
し
く
退
屈
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な
下
落
を
確
認
す
る
と
は
、

い
っ
た
い
何
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
の
二
百
年
来
、
た
し
か

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
意
識
は
す
で
に
収
縮
の
徴
し
の
も
と
に
置
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
、
フ
ッ

サ
ー
ル
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
精
神
の
漸
進
的
か
つ
慎
重
な
減
少

の
継
起
的
な
諸
段
階
を
画
し
て
い
る
。
し
か
し
、
芸
術
お
よ
び
文
学

の
分
野
に
お
け
る
転
落
は
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
は
何
の
関
係
も

な
い
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
重
大
性
を
疑
っ
て
み
る

こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
何
た
る
大
失
敗
か
！　

私
た
ち
が
触
れ
る
す

べ
て
の
も
の
を
通
し
て
、
私
た
ち
の
創
造
の
仕
方
の
な
か
（
創
造
は
頭

脳
的
で
面
白
味
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
）、
芸
術
に
つ
い
て
の
私
た
ち

の
話
し
方
の
な
か
（
あ
ま
り
の
駄
弁
）、
私
た
ち
の
小
さ
な
芸
術
世
界

の
、
す
な
わ
ち
通
俗
性
の
な
か
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
何
万
も
の
貧

血
症
の
蒼
い
血
を
吸
う
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
数
多
の
博
士
た
ち
、
大

学
教
授
資
格
者
た
ち
、
解
釈
者
た
ち
、
注
釈
者
た
ち
の
構
成
す
る
、
あ

の
巨
大
な
装
置
の
す
べ
て
の
歯
車
の
な
か
に
、
恐
る
べ
き
愚
行
が
顕
れ

て
い
る
。
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
？　

私
た
ち
の
芸
術
的
な
美
食

の
財
宝
、
ゲ
ー
テ
あ
る
い
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

な
、
あ
の
素
晴
ら
し
く
、
あ
の
眩
し
い
ば
か
り
の
血
の
滴
る
ヒ
レ
ス

テ
ー
キ
は
ど
こ
に
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？　

芸
術
が
私
た

ち
の
凡
庸
さ
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
ふ
た
た
び
私
た
ち
の
偉
大

さ
、
私
た
ち
の
美
、
私
た
ち
の
ポ
エ
ジ
ー
の
表
現
に
な
る
に
は
ど
う
す

べ
き
な
の
か
？　

以
下
が
私
の
提
案
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
。
第
一
に
、

苦
し
み
を
厭
わ
ず
に
私
た
ち
の
下
落
を
自
覚
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ

の
五
十
年
の
あ
い
だ
に
練
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
隠
さ
れ
た
目
的
が
個
性

を
弱
体
化
す
る
こ
と
に
あ
る
、
い
っ
さ
い
の
美
的
理
論
を
打
ち
捨
て
る

こ
と
。
こ
の
時
期
全
体
は
諸
価
値
と
人
間
を
平
準
化
す
る
傾
向
に
毒
さ

れ
て
い
た
。
そ
ん
な
も
の
を
放
り
出
せ
！　

第
三
に
、
い
っ
た
ん
そ
れ

ら
の
理
論
を
厄
介
払
い
し
た
あ
と
、
新
た
に
過
去
の
時
代
の
偉
大
な
人

物
、
偉
大
な
形
象
の
ほ
う
に
向
か
い
、
そ
れ
ら
と
繋
ぐ
か
た
ち
で
、
私

た
ち
自
身
の
人
格
の
な
か
に
飛
翔
、
霊
感
、
熱
狂
、
そ
し
て
魅
力
の
源

泉
を
見
い
だ
す
こ
と
。

　

彼
の
『
日
記
』
の
一
九
六
六
年
の
記
述
か
ら
の
、
こ
ん
な
長
い
引

用
に
訴
え
る
の
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
他
の
ど
こ
に
お
い
て
も
、

一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
の
ほ
ぼ
四
十
年
の
あ
い
だ
、
ゴ
ン
ブ

ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
遂
行
し
て
き
た
戦
い
の
意
味
が
、
こ
れ
ほ
ど
僅
か
の
文
章

で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
見
ら
れ
な
い
と
私
は
思
う
。
こ
の
断
章
は
こ
れ

以
上
な
い
ほ
ど
明
確
に
、『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』
の
作
者
の
歴
史
的

経
験
と
同
時
に
、
こ
の
時
期
か
ら
出
現
し
た
世
界
に
た
い
す
る
彼
の
留
保

を
要
約
し
て
い
る
の
だ
。

　
「
下
落
」「
転
落
」「
大
失
敗
」「
愚
行
」「
通
俗
性
」。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ

チ
は
目
的
に
直
進
す
る
。
と
は
い
え
、
彼
の
快
活
で
仮
借
の
な
い
論
争
は
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文
体
練
習
と
は
ほ
ど
遠
い
。
敵
は
明
快
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
カ

ン
ト
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
い
た
る「
意
識
」の「
収
縮
」を
背
景
と
し
た「
技

術
の
飛
躍
」
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
─
一
八
〇
四
年
）、

マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八
─
一
八
八
三
年
）、
フ
ッ
サ
ー
ル
（
一
八
五
九
─
一
九
三
八

年
）、
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
─
一
九
七
六
年
）。
こ
の
四
人
の
哲
学
者
が
偶

然
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
一
八
世
紀
中
葉
以
後
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
思
想
の
四
方
位
を
代
表
し
、
互
い
に
対
立
し
あ
い
な
が
ら
も
、
個

別
に
見
て
み
れ
ば
、
壮
大
で
無
二
の
哲
学
大
系
を
練
り
上
げ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
四
人
全
員
を
「
収
縮
の
徴
し
の
も
と
」

に
置
い
て
い
る
。
こ
の
収
縮
は
「
こ
の
五
十
年
」
─
─
計
算
し
て
み
よ
う
、

一
九
一
六
年
以
来
だ
！
─
─
の
芸
術
生
活
と
審
美
的
考
察
に
よ
っ
て
、
カ

リ
カ
チ
ュ
ア
に
な
る
ま
で
に
例
証
さ
れ
て
い
る
、
と
彼
は
言
う
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
現
し
た
精
神
と
想
像
力
の
分
野
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
継
続
的
減
少
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
？　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
同
じ
よ
う
に
明
快
で
あ
る
。
カ
ン
ト
以
後
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
物
質
の
支
配
に
お
い
て
進
歩
に
継
ぐ

進
歩
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
（「
技
術
の
飛
躍
」
の
）
仮
借
な
い
意
志
で
は

な
く
、
そ
の
並
々
な
ら
ぬ
前
進
に
「
精
神
」
を
「
浸
透
」
さ
せ
る
と
い
う
、

至
高
の
任
務
を
前
に
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
無
力
、
軽
視
、
責
任
放
棄
な
の

で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、
ひ
と
は
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
指
摘
を
、
と
り
わ
け
第

二
次
世
界
大
戦
以
後
の
西
欧
に
出
現
し
た
よ
う
な
技
術
的
理
性
批
判
と

関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
名
前
が
、
も

ち
ろ
ん
無
意
識
的
に
だ
が
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
諸
価
値
を
犠
牲
に
し

て
、
技
術
的
理
性
の
た
め
に
仕
事
を
し
た
者
た
ち
と
並
ん
で
い
る
の
を

見
て
、
直
ち
に
驚
く
こ
と
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
紋
切
り
型
の
考
え

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
存
在
」
の
回
帰
を
待
ち
受
け
る
あ
の
平
静
さ
を
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
対
立
さ
せ
た
が
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
ゴ

ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
な
っ
た
も
の
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
が
な
る
べ
き
だ
っ
た
も
の
と
の
あ
い
だ
に
引
か
れ
た
分
割
線
は
、
通
常

技
術
の
信
奉
者
た
ち
と
誹
謗
者
た
ち
と
を
区
別
す
る
線
に
は
い
さ
さ
か

も
一
致
し
て
い
な
い
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
眼
に
は
、
こ
の
両
者
と
も

に
技
術
の
飛
躍
に
「
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
飛
躍
」
を
伴
わ
せ
る
と
い
う
義
務
に

失
敗
し
た
と
見
え
る
の
だ
。『
日
記
』
の
こ
の
断
章
、
こ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア

の
反
＝
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
こ
の
軽
快
な
予
言
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
ユ
マ
ニ
ス
ム
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
こ
の
二

世
紀
─
─
こ
ん
に
ち
か
ら
数
え
れ
ば
、
二
世
紀
半
─
─
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

た
い
し
て
、
そ
の
も
っ
と
も
深
い
存
在
、
そ
の
恒
常
的
な
源
泉
、
そ
の
羅

針
盤
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
ユ
マ
ニ
ス
ム
か
ら
徐
々
に

遠
ざ
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ゴ
ン

ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
敵
た
ち
の
な
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
見
い
だ
す
と
し
て

も
、
何
ら
驚
く
べ
き
で
は
な
い
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
一
挙
に
、
何
ら

か
の
か
た
ち
で
ユ
マ
ニ
ス
ト
的
な
基
質
か
ら
遠
ざ
か
り
、
さ
ら
に
は
容
易

に
反
＝
ユ
マ
ニ
ス
ム
に
誘
惑
さ
れ
さ
え
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
川
上
に
身

を
置
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
創
建

的
な
価
値
、
裏
切
ら
れ
、
衰
弱
さ
せ
ら
れ
、
酷
評
さ
え
さ
れ
る
価
値
と
見

な
し
た
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〈
機
械
〉
と
の
牧

歌
は
ユ
マ
ニ
ス
ト
的
理
想
の
論
理
的
帰
結
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と

信
じ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
（『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』）
と
も
区
別
さ
れ
る
の

は
ま
っ
た
く
当
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
時
代
が
あ
ま
り
に
も
好
む
意
味
論
的
な
曖
昧
さ
の
な
か
に

言
葉
を
呑
み
込
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。
一
六
年
の
あ
い
だ
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
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ヴ
ィ
チ
が
隙
の
な
い
熱
心
さ
で
『
日
記
』
の
執
筆
を
継
続
し
た
の
は
、
何

よ
り
も
ま
ず
、
私
た
ち
の
混
沌
と
し
、
不
確
か
で
、
脱
歴
史
化
さ
れ
た
、

束
の
間
の
、
き
わ
め
て
折
衷
的
な
言
語
か
ら
彼
の
作
品
を
守
る
た
め
だ
っ

た
。
だ
か
ら
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
的
精
神
へ
の
敬
意
か
ら
、
彼
が
「
ユ

マ
ニ
ス
ム
」
と
い
う
言
葉
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る

箇
所
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
思
想
と
創
造
の
全
体
に
鑑
み
て
も
根
本
的
な
そ

の
言
葉
に
彼
が
あ
た
え
て
い
る
、
正
確
な
意
味
を
理
解
す
る
よ
う
努
め
て

み
よ
う
。

　

私
は
一
九
九
三
年
版
の
『
プ
チ
・
ロ
ベ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』
を

開
い
て
み
る
。「
ユ
マ
ニ
ス
ム
、
１
．（
一
八
四
五
年
）
哲
学
：
人
間
の
人
格

と
そ
の
開
花
を
目
的
と
す
る
理
論
、
学
説
。
２
．（
一
八
七
七
年
）
歴
史
：

人
間
精
神
の
尊
厳
の
価
値
を
高
め
、
人
間
精
神
を
開
発
す
る
努
力
、
お
よ

び
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
源
泉
へ
の
回
帰
を
特
徴
と
す
る
、
ル
ネ
サ
ン
ス

時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
運
動
」。
辞
書
に
固
有
の
あ
り
き
た
り
な
百

科
事
典
的
な
言
語
が
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
ユ
マ
ニ
ス
ム
に
あ
た
え
て

い
る
意
味
に
つ
い
て
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
可
能
性
は
さ
し
て
な
い

と
い
う
事
実
は
気
に
し
な
い
で
お
こ
う
。
た
だ
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
こ
の
二
つ

の
定
義
、
一
つ
は
哲
学
的
、
も
う
一
つ
は
歴
史
的
な
定
義
だ
け
に
注
意
を

向
け
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
定
義
が
も
っ
と
も
ゴ
ン
ブ
ロ
ー

ヴ
ィ
チ
を
満
足
さ
せ
た
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
み
よ
う
。

　

辞
書
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
的
」
ユ
マ
ニ
ス
ム
は
「
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ

の
源
泉
へ
の
回
帰
」
を
お
こ
な
う
点
で
「
哲
学
的
」
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
異
な

る
の
で
あ
り
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
も
ま
た
回
帰
に
つ
い
て
、
最
初
は
ノ

ス
タ
ル
ジ
ー
的
な
か
た
ち
で
─
─
「
私
た
ち
の
芸
術
的
な
美
食
の
財
宝
は

ど
こ
に
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？
」
─
─
、
そ
し
て
二
度
目
は
命

令
的
な
口
調
で
─
─
「
新
た
に
過
去
の
時
代
の
偉
大
な
人
物
の
ほ
う
に
向

か
う
こ
と
」
─
─
語
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、明
ら
か
に
、彼
の
う
ち
に
「
歴

史
的
」
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
後
継
者
を
見
る
の
が
む
し
ろ
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
不
幸
な
こ
と
に
、
こ
れ
で
は
彼
自
身
の
ユ
マ
ニ
ス

ム
の
意
味
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
に
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
、な
ぜ
彼
が
「
哲
学
的
」
ユ
マ
ニ
ス
ム
に
た
い
し
て
距
離
を
と
る
の
か
？

過
去
の
諸
価
値
へ
の
回
帰
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
辞
書
に
よ
っ
て

知
ら
さ
れ
る
二
つ
の
意
味
は
人
間
の
人
格
の
単
一
性
と
い
う
観
念
、
こ
の

短
い
一
節
で
三
度
も
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
て
い
る

観
念
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？　

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
別
に
す
れ

ば
、
辞
書
の
定
義
と
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
評
釈
の
背
後
に
浮
か
び
上
が

る
の
は
、
同
じ
前
提
、
す
な
わ
ち
人
間
は
宇
宙
の
中
心
だ
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
の
か
？　

た
し
か
に
そ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
「
人
間
」
と
い
っ

て
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
主
人
と
し
て
宇
宙
の
中
心
の
場
を
占
め
る
人

間
、
換
言
す
れ
ば
、
宇
宙
を
好
き
な
よ
う
に
意
の
ま
ま
に
す
る
権
利
を
み

ず
か
ら
に
あ
た
え
る
人
間
が
い
る
。
と
は
い
え
、
ま
た
別
の
人
間
も
い
る
。

「
そ
し
て
入
念
に
再
読
す
る
の
だ
、
と
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
は
息
子
パ
ン
タ

グ
リ
ュ
エ
ル
に
言
う
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ラ
テ
ン
語
の
医
学
書

を
。
ま
た
、
タ
ル
ム
ー
ド
学
者
や
カ
バ
ラ
学
者
た
ち
も
軽
蔑
す
る
で
な
い

ぞ
。
そ
し
て
、
度
々
の
解
剖
に
よ
っ
て
、
人
間
と
い
う
別
世
界
の
完
全
な

知
識
を
獲
得
す
る
の
じ
ゃ
。」
こ
の
人
間
は
宇
宙
の
中
心
に
い
な
が
ら
も
、

ラ
ブ
レ
ー
と
そ
の
友
人
た
ち
の
眼
に
は
、
支
配
者
（
そ
し
て
搾
取
者
）
で

は
な
く
、
一
つ
の
神
秘
、
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
謎
に
見
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
四
世
紀
半
後
の
私
た
ち
の
辞
書
に
は
ど
ん
な
痕
跡
も

見
い
だ
せ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
人
間
に
よ
っ
て
こ
そ
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
「
私
た
ち
ユ
マ
ニ

ス
ト
」
と
言
う
と
き
、
彼
は
ラ
ブ
レ
ー
に
向
け
て
問
い
か
け
て
い
る
の
で
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あ
っ
て
、
人
権
宣
言
の
起
草
者
た
ち
に
向
け
て
で
は
な
い
。
彼
が
み
ず
か

ら
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
、
人
間
が
創
造
の
残
り
の
も
の
に
行
使
す
る
何
か
し
ら
の
権
力
の
中

心
で
は
な
く
、
一
般
的
な
関
心
の
中
心
を
体
現
し
て
い
た
ル
ネ
サ
ン
ス
時

代
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
置
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

　

前
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
他
に
お
い
て
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
ほ
ど
ラ

ブ
レ
ー
か
ら
着
想
を
得
た
多
く
の
小
説
家
が
い
た
か
ど
う
か
私
は
知
ら

な
い
。
こ
れ
は
不
当
な
系
譜
だ
ろ
う
か
？　

芸
術
的
な
ス
ノ
ビ
ズ
ム
だ
ろ

う
か
？　

も
し
ひ
と
が
彼
の
ラ
ブ
レ
ー
と
の
絆
の
う
ち
に
彼
の
美
的
系

譜
の
最
初
の
徴
し
、
彼
の
思
想
・
芸
術
的
発
見
、
世
界
と
の
対
話
が
接
ぎ

木
さ
れ
る
の
を
見
な
い
な
ら
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
何
も
理
解
す
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
は
じ
め
に
、
最
初
の
小
説
『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル

ケ
』
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
〈
師
匠
〉
は
た
だ
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
基
礎
を
定
め
、
踊
り
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル

ケ
』
は
二
十
世
紀
の
ラ
ブ
レ
ー
的
作
品
な
の
で
あ
る
。
現
代
性
の
高
炉
か

ら
出
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
合
金
の
対
極
に
あ
る
、
残
忍
で
、
輝
か
し

く
、
ま
っ
た
く
予
想
外
の
ラ
ブ
レ
ー
的
作
品
。
ま
さ
し
く
人
間
に
と
っ
て

制
服
、
は
て
は
拘
束
衣
に
な
り
か
ね
な
い
現
代
性
に
反
対
す
る
、
ガ
ル
ガ

ン
チ
ュ
ア
的
な
笑
い
。
現
代
精
神
の
ま
わ
り
で
発
展
し
、
こ
の
時
代
に
も

う
す
で
に
通
常
の
人
間
の
慣
習
の
な
か
に
見
ら
れ
、
陰
険
に
そ
の
魂
の
な

か
に
吹
き
こ
ま
れ
た
ス
コ
ラ
学
、
哀
れ
む
べ
き
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
先
生
連
中

の
ス
コ
ラ
学
よ
り
も
千
倍
も
力
強
く
、
精
神
に
と
っ
て
比
較
に
な
ら
な
い

く
ら
い
危
険
な
超
＝
ス
コ
ラ
学
に
た
い
す
る
陽
気
で
容
赦
の
な
い
風
刺
。

　
『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』
は
七
つ
の
ラ
ブ
レ
ー
的
美
徳
の
す
ば
ら
し

い
調
査
で
あ
る
。（
１
）
意
図
の
異
様
さ

0

0

0

0

0

0

（
三
十
過
ぎ
の
話
者
の
ジ
ョ
ジ
ョ

は
お
じ
の
ピ
ン
コ
に
よ
っ
て
高
校
生
に
も
ど
さ
れ
る
）。（
２
）
建
築
的
な

0

0

0

0

自
由
0

0

（
前
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
、自
立
し
た
二
つ
の
短
編
小
説
）。（
３
）

笑
劇
の
優
位

0

0

0

0

0

（
無
数
に
あ
る
）。（
４
）
人
体
へ
の
鋭
い
関
心

0

0

0

0

0

0

0

0

（
こ
の
こ
と

は
ま
ず
、
自
分
の
四
肢
が
た
が
い
に
喧
嘩
し
て
い
る
と
い
う
、
ジ
ョ
ジ
ョ

の
確
認
か
ら
は
じ
ま
る
）。（
５
）全
員
の
公
正
な
扱
い

0

0

0

0

0

0

0

0（
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ

チ
は
ま
ず
彼
自
身
を
嘲
笑
す
る
）。（
６
）
恒
常
的
な
反
＝
文
体
的
配
慮

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（〈
師
匠
〉
に
お
け
る
の
と
同
様
、
実
存
的
な
ア
ナ
ー
キ
ー
が
、
文
学
は
文

体
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
た
え
ず
粉
々
に
砕
け
散
ら
せ
る
）。（
７
）
人
間
0

0

の
謎
を
窮
め
尽
く
す
こ
と
の
不
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
青
臭
い
年
齢
へ
の
二
度
目
の
移

行
の
あ
と
、
ジ
ョ
ジ
ョ
は
い
さ
さ
か
も
成
熟
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

で
も
自
分
が
み
ず
か
ら
の
同
時
代
人
た
ち
の
残
り
と
、
未
熟
さ
の
定
め
、

さ
ら
に
は
幼
児
性
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
安
堵
す
る
）。

　

も
し
私
た
ち
が
彼
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な

ら
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
ラ
ブ
レ
ー
の
作
風
を
模
写
な
ど
し
て
い
な
い

事
実
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
彼
は
振
り
出
し
に

も
ど
る
の
だ
。『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』
の
作
者
は
、
み
ず
か
ら
の
助

言
者
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
時
代
の
芸
術
家
や
知
識
人
た
ち
と
決

定
的
に
訣
別
す
る
。
そ
れ
は
自
分
を
保
護
す
る
た
め
で
は
な
い
。
彼
は

懐
古
主
義
者
で
も
、
保
守
主
義
者
で
も
、
現
代
性
へ
の
反
逆
者
で
も
な
い
。

そ
の
逆
で
さ
え
あ
る
。
彼
は
小
説
と
い
う
、
近
代
芸
術
の
創
始
者
に
自
分

を
結
び
つ
け
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
さ
え
フ
ロ
ベ
ー
ル
と
ア
ナ
ト
ー
ル
・

フ
ラ
ン
ス
以
降
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
的
な
荷
車

を
引
き
取
る
の
だ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
古
い
荷
車
に
は
、
制
度
化

さ
れ
た
近
代
人
の
ク
ロ
ム
め
っ
き
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
よ
り
も
ず
っ

と
多
く
の
魅
力
、
熱
狂
、
歓
喜
、
ポ
エ
ジ
ー
、
自
由
、
ユ
ー
モ
ア
、
す

な
わ
ち
そ
れ
な
く
し
て
は
ど
ん
な
創
造
的
企
て
も
無
効
に
な
っ
て
し
ま

う
、
あ
の
す
べ
て
の
天
上
の
糧
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
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だ
っ
た
。
こ
れ
は
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
単
調
で
、
万
人
に
と
っ
て
の
義

務
で
あ
る
現
代
性
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
現
代
性
の
本
質
に
立
ち
も
ど

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
日
記
の
な
か
で
、
郵
便
配
達
人
を
演
ず
る

郵
便
配
達
人
、
日
常
生
活
に
お
い
て
郵
便
配
達
人
の
仮
面
を
か
ぶ
る
郵
便

配
達
人
の
こ
と
を
愚
弄
し
て
い
る
。
境
界
線
は
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
明
確

だ
。
す
ぐ
れ
て
現
代
人
で
あ
っ
た
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
、
人
間
の
顔
を

歪
め
る
潜
水
服
の
よ
う
に
現
代
性
の
仮
面
を
身
に
つ
け
て
い
る
あ
の
現

代
人
、
そ
し
て
そ
の
他
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
人
間
た
ち
の
パ
ロ
デ
ィ
ー

を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
こ
の
よ
う
に
ラ
ブ
レ
ー
を
頼
み
の
綱
に
す
る

の
は
、
巧
妙
な
戦
略
だ
と
考
え
る
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

な
巨
人
と
同
盟
を
結
ん
だ
彼
を
、
以
後
い
っ
た
い
誰
が
あ
え
て
、
苦
も
な

く
飲
み
込
め
る
骨
の
よ
う
に
見
な
す
だ
ろ
う
か
？　

そ
の
よ
う
な
意
見

を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
私
は
く
り
か
え
す
が
、
彼

の
ラ
ブ
レ
ー
と
の
同
盟
は
、
な
に
か
し
ら
の
計
算
で
は
な
く
、
審
美
的
な

選
択
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
利
己
的
な
計
算
と
審
美
的
な
性
向
と
の
こ
の

区
別
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
理
解
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
、
私
た
ち
の
精
神
が
芸
術
家
は
例
外
的
な
存
在
、
孤
独
で
、
英

雄
的
で
、
世
界
の
残
り
と
た
え
ず
戦
い
、
自
分
と
同
じ
ほ
ど
頑
と
し
て
孤

独
な
芸
術
家
と
結
び
つ
く
こ
と
し
か
許
容
し
な
い
存
在
だ
と
す
る
、
ロ
マ

ン
主
義
的
な
妄
想
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ゴ
ン
ブ

ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
孤
独
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
反
＝
ロ
マ
ン
主
義
的
な
孤
独
な

の
だ
。
彼
が
ラ
ブ
レ
ー
的
な
船
に
乗
っ
て
航
海
す
る
の
は
、
彼
と
同
じ
ほ

ど
実
存
の
謎
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
勇
敢
な
仲
間
た
ち
、
純
血
の
ユ
マ
ニ

ス
ト
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
た
い
と
欲
っ
し
た
か
ら
だ
（「
私
た
ち
ユ
マ
ニ

ス
ト
の
あ
い
だ
で
」
と
彼
は
言
っ
て
い
る
）。
そ
し
て
、
た
と
え
彼
が
旅

を
企
て
た
と
き
に
船
上
に
は
自
分
一
人
し
か
い
な
い
と
感
じ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
致
し
方
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
肝
心
な
の
は
、
そ

の
船
の
世
話
を
す
る
こ
と
、
そ
の
船
が
人
間
に
つ
い
て
の
抽
象
的
か
つ
一

般
的
な
観
念
で
脅
か
す
大
洋
の
な
か
に
流
れ
、
彷
徨
う
が
ま
ま
に
は
し
な

い
こ
と
で
あ
る
。

　

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
語
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
意
識
の
収
縮
は
、

多
少
な
り
と
も
洗
練
さ
れ
た
し
か
じ
か
の
理
論
体
系
を
利
用
し
て
、
人
間

と
い
う
研
究
対
象
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
思
想
家
の
結

論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
芸
術
的
な
作
業
仮
説
な
の
だ
。
こ
の
短
縮
に

よ
っ
て
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
創
造
の
モ
チ
ー
フ
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
は
自
分
の
作
品
が
一
つ
の
信
念
、
す
な
わ
ち
人
間
は
専
門
家
た

ち
に
よ
っ
て
操
ら
れ
る
概
念
、
抽
象
、
研
究
対
象
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い

と
い
う
、
ラ
ブ
レ
ー
に
ま
で
遡
る
信
念
の
文
学
的
な
形
式
化
と
な
る
こ
と

を
望
む
。
ラ
ブ
レ
ー
に
よ
れ
ば
、「
人
間
と
い
う
別
世
界
」
は
観
察
で
き
、

探
索
で
き
、
実
験
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ
が
小
説
と
い
う
芸
術
の
誕
生
の
理

由
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
こ
の
「
別
世
界
」
を
科
学

的
に
把
握
し
う
る
、
し
た
が
っ
て
科
学
的
に
扱
い
う
る
実
体
に
変
え
る
こ

と
な
ど
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
存
在
論
的
に
は
、
小
説
と
は
人
間
が
尽
き
せ

ぬ
神
秘
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
永
遠
で
は
な
く
、
歴0

史
的
な

0

0

0

一
つ
の
真
実
を
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
＝
神
秘
と
小
説
と

は
同
時
に
誕
生
し
、
同
じ
道
を
ぶ
ら
つ
き
歩
き
、
い
ず
れ
も
人
間
が
そ
の

世
界
に
と
っ
て
「
別
の
」
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、（
ふ
た
た
び
）「
同
じ
」

も
の
に
な
る
日
に
は
、
消
え
去
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

小
説
家
は
人
間
一
般
に
つ
い
て
は
け
っ
し
て
語
ら
な
い
。
彼
は
実
存
の

実
験
室
を
建
て
、
そ
こ
で
人
間
を
検
証
す
る
。
彼
は
人
間
の
真
実
、
ま
し

て
や
自
分
の
真
実
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
を
状
況
の
な
か
に
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置
く
の
だ
が
、
ク
ン
デ
ラ
が
何
度
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
こ
そ
芸

術
家
と
し
て
の
彼
の
仕
事
の
す
べ
て
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
。
小
説
の
黎
明

期
、
ラ
ブ
レ
ー
の
時
代
に
は
、
ひ
と
は
欣
喜
し
た
。
人
間
に
と
っ
て
、
謎

に
充
ち
た
実
存
と
い
う
、
夢
の
よ
う
な
あ
の
国
に
最
初
の
足
を
踏
み
入
れ

る
と
は
、
な
ん
と
心
踊
る
こ
と
だ
ろ
う
か
！　

そ
こ
で
は
パ
ニ
ュ
ル
ジ
ュ

が
結
局
女
房
を
寝
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
、
解
き

が
た
い
謎
が
問
題
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
構
わ
な

い
！　

大
切
な
の
は
、
小
説
の
人
物
た
ち
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
ら
の
謎
が

私
た
ち
の
想
像
世
界
の
な
か
に
消
し
が
た
い
か
た
ち
で
具
現
さ
れ
、
定

着
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
実
存
の
驚
異
を
ま
え
に
し
た
歓
喜
は
、

あ
ら
ゆ
る
歓
喜
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
ま
り
長
く
は
つ
づ
か
な
い
。
か
ろ
う

じ
て
開
か
れ
た
小
説
の
視
界
は
た
ち
ま
ち
、
い
わ
ば
人
間
に
よ
っ
て
─
─

そ
う
な
の
だ
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
人
間
は
矛
盾
に
充
ち
て
い
る
の
だ

─
─
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
す
ぐ
に
説
明
で
き
な
い
も
の
の

括
弧
を
閉
じ
、
実
存
の
偶
発
事
に
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
、
人
間
を
最
終
的
に

解
釈
で
き
る
よ
う
な
概
念
体
系
、
抽
象
を
で
っ
ち
あ
げ
た
が
る
。
と
は
い

え
、
そ
れ
は
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
世
紀
か
ら
世
紀
へ
と
、
小
説
の

暗
が
り
、
す
な
わ
ち
つ
ね
に
宙
づ
り
の
ま
ま
と
ど
ま
る
実
存
の
問
い
か

け
が
、
あ
た
か
も
普
遍
的
な
補
償
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
と
で

も
い
う
よ
う
に
、
制
御
し
が
た
い
実
存
を
ま
え
に
し
て
、
往
々
に
し
て
見

事
で
あ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
無
力
な
、
全
体
化
の
世
界
観
の
出
現
を
駆
り

立
て
る
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
長
い
時
期
に
わ
た
っ
て
、「
小
説
的
」
な

人
間
が
「
理
論
的
」
な
人
間
を
刺
激
し
、
ま
た
逆
に
後
者
が
前
者
を
刺
激

し
て
き
た
。
こ
の
相
互
に
有
益
な
交
渉
が
後
者
に
有
利
な
か
た
ち
で
途
切

れ
そ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
ひ

と
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
抽
象
の
激
発
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
次
々
に

押
し
寄
せ
る
増
大
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
波
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
社
会
に

襲
い
か
か
る
。
何
を
も
っ
て
し
て
も
そ
れ
を
留
め
ら
れ
な
い
。
何
を
も
っ

て
し
て
も
、
人
間
を
支
配
可
能
な
も
の
に
、
従
順
で
予
見
し
う
る
も
の
に

す
る
た
め
に
、
疑
い
も
な
く
反
＝
小
説
的
な
神
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
に

ち
が
い
な
い
こ
の
努
力
の
雪
崩
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
な
ど
で
き
そ
う

に
な
い
。
も
し
世
紀
の
真
髄
の
よ
う
な
何
か
が
存
在
し
う
る
と
す
れ
ば
、

二
十
世
紀
の
そ
れ
は
抽
象
0

0

と
名
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
抽
象
の
高
揚
の
た

び
に
ひ
と
は
す
べ
て
を
見
、
実
験
し
た
と
信
ず
る
が
、
そ
の
高
揚
は
そ
の

つ
ど
以
前
よ
り
ま
す
ま
す
激
し
く
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
憂
慮
す
べ

き
は
、
ど
ん
な
新
た
な
攻
撃
も
そ
れ
に
先
立
つ
攻
撃
を
取
り
除
か
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ら
は
蓄
積
さ
れ
、
相
互
に
強
化
し
合
う
の
だ
。
か
く

し
て
、
今
世
紀
を
開
始
し
た
平
等
主
義
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
あ
と
に
、
時

と
と
も
に
、〈
歴
史
〉
の
神
格
化
、
生
き
て
い
る
も
の
を
操
作
し
管
理
す

る
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
試
み
、（
唯
一
の
）
同
語
反
復
的
な
科
学
へ
の
盲
信
、

存
在
の
絶
対
的
な
計
画
化
を
な
お
も
妨
げ
る
者
た
ち
を
排
除
す
る
こ
と

を
め
ざ
す
（
上
か
ら
の
）
あ
ら
ゆ
る
計
画
へ
の
自
発
的
服
従
、
規
格
化
さ

れ
た
幸
福
へ
の
無
条
件
か
つ
全
面
的
な
身
売
り
、
現
在
が
み
ず
か
ら
に
付

与
す
る
自
己
愛
的
か
つ
楽
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
掻
き
乱
す
過
去
の
残
存

物
へ
の
冷
徹
な
戦
闘
、
そ
し
て
こ
の
う
ん
ざ
り
す
る
全
体
の
終
わ
り
を
飾

る
に
、
合
成
像
で
で
き
た
人
間
の
ほ
う
が
太
古
の
昔
か
ら
こ
の
大
地
に
足

を
引
き
ず
っ
て
い
る
生
身
の
人
間
よ
り
も
は
る
か
に
好
ま
し
い
と
い
う
、

す
で
に
私
た
ち
の
頭
の
な
か
で
歩
き
出
し
て
い
る
信
念
が
加
わ
っ
た
。

　

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
ラ
ブ
レ
ー
へ
の
回
帰
が
そ
の
重
要
性
の
す
べ

て
を
獲
得
す
る
の
は
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
画
一
化
へ
の
強
い
傾
向
─
─
私

た
ち
の
動
物
性
と
言
わ
れ
る
も
の
を
見
事
に
否
定
す
る
傾
向
、
と
い
う
の

も
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
動
物
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
大
き
な
従
順
さ
を
発
揮
で
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き
る
だ
ろ
う
か
？
─
─
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
で
あ
る
。
私
は
強
調

す
る
が
、
も
し
ひ
と
が
『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』
の
作
者
の
嘲
笑
的
な

気
質
、
あ
る
い
は
奇
を
衒
う
と
い
う
た
ん
な
る
意
志
だ
け
し
か
考
え
な
い

な
ら
、
こ
れ
は
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
回
帰
で
あ

る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
小
説
の
父
と
の
こ
の
同
盟
は
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー

ヴ
ィ
チ
の
世
紀
に
お
い
て
、
互
い
に
理
解
し
合
い
、
互
い
に
自
己
表
象
し

合
う
と
い
う
、
人
間
が
感
じ
る
生
ま
れ
つ
き
の
欲
望
が
も
は
や
、
ど
ん
な

暗
が
り
に
よ
っ
て
も
妨
害
さ
れ
な
く
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
徴
候
、
た

と
え
ど
れ
ほ
ど
単
純
き
わ
ま
り
な
く
、
ど
れ
ほ
ど
愚
昧
な
も
の
だ
ろ
う

と
、
ど
ん
な
心
的
構
築
も
生
と
い
う
ひ
ど
い
無
秩
序
に
立
ち
勝
る
の
で
あ

り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
は
抽
象
と
の
あ
い
だ
に
、
壊
滅
的
な
結
果
を

も
た
ら
す
最
終
的
な
契
約
に
押
印
す
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
徴
候
な
の

で
あ
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
こ
の
よ
う
な
人
間
の
状
況
に
一
つ
の
名

前
、「
形
式
の
ド
ラ
マ
」
と
い
う
名
前
を
あ
た
え
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が

か
つ
て
な
く
形
式
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
形
式
と

は
、
お
の
れ
の
法
則
、
理
性
、
衝
動
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
エ
ン
テ
レ
ケ

イ
ア
［
完
成
さ
れ
た
現
実
性
］
か
ら
出
発
し
て
構
想
さ
れ
、
お
の
れ
自
身

を
参
照
す
る
こ
と
で
構
築
さ
れ
、
外
部
か
ら
の
寄
与
を
排
斥
し
つ
つ
、
お

の
れ
自
身
の
創
建
の
原
則
の
ま
わ
り
で
発
展
し
、
た
え
ず
お
の
れ
自
身
の

論
理
に
よ
っ
て
糧
を
あ
た
え
ら
れ
る
体
系
と
な
り
、
お
の
れ
の
構
造
、
生

命
、
意
味
を
侵
害
し
か
ね
な
い
種
子
を
排
除
し
つ
つ
自
立
す
る
す
べ
て
の

も
の
で
あ
る
。
形
式
の
犠
牲
と
は
、
形
式
が
人
間
に
取
っ
て
代
わ
り
は
じ

め
る
と
き
、
欠
陥
、
解
体
の
破
壊
的
偶
然
、
予
想
外
の
脱
構
築
１

の
忘
却

が
制
度
化
さ
れ
る
と
き
、
形
式
が
お
の
れ
を
す
べ
て
と
見
な
す
と
き
、
形

式
が
お
の
れ
の
原
初
の
条
件
、
す
な
わ
ち
混
沌
を
逃
れ
る
と
き
、
な
ど
の

こ
と
で
あ
る
。
形
式
の
犠
牲
と
は
ま
た
、
み
ず
か
ら
の
青
臭
い
段
階
の
こ

と
を
無
視
す
る
成
熟
、
狂
気
を
免
れ
る
知
恵
、
人
間
諸
科
学
、
大
文
字
で

書
か
れ
る
〈
国
民
〉
お
よ
び
最
初
の
文
字
を
大
文
字
で
書
く
す
べ
て
の
価

値
、
事
細
か
な
規
制
、
そ
し
て
喫
煙
者
狩
り
の
民
主
主
義
、
詩
を
熱
愛
し

て
や
ま
な
い
詩
人
、
産
業
化
さ
れ
た
性
─
─
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
う

し
た
性
が
直
接
殺
人
に
ひ
と
を
導
く
こ
と
に
な
る
、
き
わ
め
て
啓
発
的
な

『
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』（
一
九
六
〇
年
）
を
再
読
し
よ
う
─
─
、「
通
俗
性

の
な
か
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
何
万
も
の
貧
血
症
の
蒼
い
血
を
吸
う

こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
数
多
の
博
士
た
ち
、
大
学
教
授
資
格
者
た
ち
、
解

釈
者
た
ち
、
注
釈
者
た
ち
」、
女
性
で
し
か
な
い
女
性
、
同
性
愛
者
で
し

か
な
い
同
性
愛
者
、
郵
便
配
達
人
で
し
か
な
い
で
し
か
な
い
郵
便
配
達
人

な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。

　

も
し
形
式
の
ド
ラ
マ
が
二
十
世
紀
を
弁
別
す
る
徴
候
だ
と
す
る
な
ら
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
奇
跡
に
よ
っ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
す
な
わ
ち
ア
ル
フ
レ
ッ

ド
・
ジ
ャ
リ
が
か
つ
て
言
っ
て
い
た
「
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
」
の
子
が
、

こ
の
ド
ラ
マ
の
秘
法
を
身
に
つ
け
、
そ
の
う
え
に
、
襟
の
よ
う
に
人
間
を

閉
じ
こ
め
は
し
な
い
形
式
、〈
機
械
〉
で
は
な
く
人
間
的
な
も
の
に
調
和

す
る
、
驚
く
べ
き
形
式
を
創
造
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
う
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
じ
っ
さ
い
、
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
と
、
移
り
ゆ
く
時
と
と
も

に
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
る
正
し
さ
を
も
つ
審
美
的
な
発
見
が
、
時
代
の

文
化
的
な
大
首
都
で
は
な
く
、
辺
境
と
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
日
の
目
を

見
た
と
い
う
事
実
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
な

ぜ
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で
な
く
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
と
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
か
ら

の
ラ
ブ
レ
ー
へ
の
呼
び
か
け
な
の
か
。
私
は
こ
れ
ら
の
疑
問
に
確
信
を

も
っ
て
答
え
う
る
と
は
思
わ
な
い
。
概
し
て
偶
然
は
ひ
と
が
も
っ
と
も
予

期
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
こ
そ
美
を
創
案
す
る
も
の
だ
と
述
べ
る
こ
と

で
満
足
し
て
お
こ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
平
行
し
て
私
は
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
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ヴ
ィ
チ
は
天
か
ら
降
っ
て
き
た
隕
石
な
ど
で
は
な
い
と
ク
ン
デ
ラ
が
強

調
す
る
の
は
正
し
い
と
考
え
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
ク
ン
デ
ラ
と
同

じ
よ
う
に
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

小
説
家
を
除
け
ば
、
他
の
ど
ん
な
審
美
的
家
族
も
な
し
え
な
か
っ
た
く
ら

い
に
小
説
史
を
画
し
た
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
偉
大
な
小
説
家
た
ち
の
プ

レ
イ
ヤ
ー
ド
（
ハ
シ
ェ
ク
、カ
フ
カ
、ム
ー
ジ
ル
、ア
ン
ド
リ
ッ
チ
、ブ
ロ
ッ

ホ
、
ク
ル
レ
ジ
ャ
、
キ
シ
ュ
）
に
属
し
て
い
る
と
つ
け
く
わ
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
小
説
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
、
他
の
者
た
ち

と
は
明
ら
か
な
関
係
は
な
く
、
個
別
の
ケ
ー
ス
を
な
し
て
い
る
。
と
は
い

え
、
こ
の
世
紀
の
あ
い
だ
ず
っ
と
、
彼
ら
は
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
現
代

人
と
そ
の
狂
想
に
た
い
し
て
同
じ
懐
疑
を
共
有
し
て
い
た
と
も
言
い
う

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
存
在
、
世
界
の
前
方
へ
の
逃
亡
を

不
信
の
眼
で
眺
め
る
地
方
人
た
ち
で
は
な
い
。
彼
ら
は
世
界
と
い
う
舞
台

の
最
前
列
に
い
た
の
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
彼
ら
の
地
域
、
す
な
わ
ち

中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
地
球
の
他
の
ど
ん
な
地
域
よ
り
も
大
規
模
に
、
世

界
最
初
の
抽
象
化
の
実
験
を
身
に
蒙
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
以
後
こ
の
抽
象

化
が
公
然
と
、
誇
ら
し
く
、
私
た
ち
全
員
の
世
界
に
な
っ
た
か
ら
な
の
だ
。

　

そ
れ
は
〈
歴
史
〉
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
れ
ら
の

地
域
に
お
い
て
、抽
象
化
は
〈
歴
史
〉
の
仮
面
を
ま
と
っ
た
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー

ヴ
ィ
チ
は
形
式
の
ド
ラ
マ
を
語
る
の
に
つ
か
う
の
と
ほ
ぼ
同
じ
言
い
回

し
を
も
ち
い
て
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
す
る
〈
歴
史
〉
の
ド
ラ
マ
に
つ

い
て
も
語
っ
て
い
る
。
彼
の
第
二
の
小
説『
ト
ラ
ン
ス
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ

ク
』（
一
九
五
三
年
）
と
同
様
、
彼
の
戯
曲
は
、
い
ま
私
た
ち
に
関
心
の
あ

る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
が
そ
の
気
ま
ぐ
れ
を
ま
え
に
し
て
平
伏
す
る

の
を
や
め
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
耐
え
難
い
ま
で
に
非
人
間
的
に
な
っ
た

〈
歴
史
〉
に
つ
い
て
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
不
安
を
掻
き
立
て
る
よ
う
な
瞑
想

で
あ
る
。
ま
る
で
よ
り
良
い
世
界
を
産
み
出
す
よ
う
に
、ひ
と
が
〈
歴
史
〉

に
仕
え
、
協
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
〈
歴
史
〉
が
怒
り
っ
ぽ
く

な
る
と
さ
え
言
え
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
、ま
た
し
て
も
、ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ

チ
が
考
え
た
よ
う
な
形
式
の
ド
ラ
マ
が
作
動
す
る
。
つ
ま
り
、
ひ
と
は
も

は
や
た
ん
に
〈
歴
史
〉
の
な
か
に
い
る
の
で
は
な
く
な
り
、
法
外
に
神
格

化
さ
れ
た
〈
歴
史
〉、
意
図
的
に
人
間
た
ち
を
利
用
す
る
〈
歴
史
〉
の
な

か
に
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

作
品
が
な
け
れ
ば
、〈
形
式
〉
か
ら
〈
歴
史
〉
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の

私
の
注
釈
は
、
不
信
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー

ヴ
ィ
チ
は
根
本
の
と
こ
ろ
で
彼
の
敵
の
模
倣
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い

の
か
？　

彼
も
ま
た
一
つ
の
〈
機
械
〉
を
で
っ
ち
上
げ
た
の
で
は
な
い

の
か
？　

彼
は
状
況
に
応
じ
て
、
同
じ
芸
術
的
発
見
を
あ
る
と
き
は
「
成

熟
」
と
い
う
形
式
、
あ
る
と
き
は
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
い
う
形
式
、
あ
る
と

き
に
は
「
歴
史
」
と
い
う
形
式
等
々
と
活
用
し
て
い
る
の
で
な
い
の
か
？

　

も
し
そ
う
な
ら
、
じ
っ
さ
い
そ
れ
は
彼
の
敵
た
ち
の
も
っ
と
見
事
な
復

讐
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、現
実
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー

ヴ
ィ
チ
に
と
っ
て
〈
歴
史
〉
は
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
同
僚
た
ち
に

と
っ
て
と
同
様
に
、
具
体
的
な
も
の
の
原
器
、
真
実
の
別
名
な
の
だ
。
い

や
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
誤
魔
化
さ
な
い
。
彼
は
い
ず
れ
自
分
自
身
が

形
式
の
快
楽
に
耽
溺
す
る
た
め
に
形
式
を
批
判
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
の

場
合
、
自
分
が
舞
台
に
か
け
る
〈
歴
史
〉
の
戯
れ
、
残
忍
で
あ
る
と
同
時

に
奇
妙
奇
天
烈
な
戯
れ
は
、
心
的
な
演
繹
で
も
、
ボ
ル
ヘ
ス
的
な
詩
的
・

遊
技
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
も
な
く
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
現
実
の
こ
と

な
の
だ
。
以
下
に
引
く
の
は
『
日
記
』（
一
九
六
八
年
）
に
あ
る
、
五
〇
年

代
初
頭
の
思
い
出
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
彼
は
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
『
ト

ラ
ン
ス
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』
を
書
き
出
し
て
い
た
。
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戦
争
の
終
わ
り
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
た
ち
に
解
放
を
も
た
ら
さ
な

か
っ
た
。
あ
の
悲
し
い
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
れ
は
た
だ
一
つ
の

夜
を
別
の
夜
と
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
虐
殺
者
を
ス
タ
ー
リ
ン
の
虐
殺
者
と
交

換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
パ
リ
の
カ
フ
ェ
で
高
貴

な
魂
の
持
ち
主
た
ち
が
明
る
い
歌
で
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
の
封
建
制
の

く
び
き
か
ら
の
解
放
」
を
称
え
て
い
た
と
き
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
火

を
つ
け
ら
れ
て
い
た
同
じ
タ
バ
コ
が
た
だ
持
ち
主
を
変
え
た
だ
け
で
、

あ
い
か
わ
ら
ず
人
間
の
皮
膚
を
焼
き
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
。
私
は
コ
ス

タ
ネ
ラ
大
通
り
を
散
歩
し
な
が
ら
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
そ
れ
ら
す
べ

て
を
観
察
し
て
い
た
。

　

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
的
弁
証
法
の
見
事
な
事
例
と
い
う
べ
き
だ
。〈
歴

史
〉
と
時
の
地
政
学
的
な
争
点
へ
の
彼
の
鋭
敏
な
感
覚
は
、
全
世
界
の
パ

リ
風
の
カ
フ
ェ
で
は
〈
歴
史
〉
が
抽
象
的
に
生
き
ら
れ
る
と
い
う
苦
い
確

認
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
タ
バ
コ
も

人
間
の
皮
膚
も
け
っ
し
て
見
逃
さ
な
い
。
し
か
し
彼
は
コ
ス
タ
ネ
ラ
大

通
り
か
ら
、
地
平
に
姿
を
見
せ
は
じ
め
た
実
存
の
破
断
を
も
ま
た
観
察

し
、
あ
る
者
た
ち
の
苦
し
み
が
他
の
者
た
ち
の
長
広
舌
の
材
料
に
な
る
と

い
う
事
実
を
論
評
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
モ
ラ
リ
ス

ト
で
は
な
い
。
矯
正
し
が
た
い
人
間
の
本
性
を
ま
え
に
し
た
幻
滅
を
表
明

す
る
思
想
家
で
も
な
い
。
そ
れ
以
前
の
人
間
が
け
っ
し
て
知
ら
な
か
っ
た

実
存
の
問
題
に
興
味
を
抱
く
小
説
家
な
の
で
あ
る
。『
ト
ラ
ン
ス
・
ア
ト

ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』（
一
九
五
三
年
）
の
直
前
、
彼
は
思
想
に
た
い
す
る
経
験

の
気
密
性
、
す
な
わ
ち
あ
る
明
確
な
出
来
事
に
起
因
す
る
明
確
な
身
体
的

な
痛
み
と
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
ひ
と
が
お
こ
な
う
抽
象
的
な
用
法
と

の
あ
い
だ
の
分
裂
に
関
心
を
も
つ
。
な
ん
だ
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
身

体
と
精
神
の
分
離
と
い
う
古
い
決
ま
り
文
句
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け

な
の
か
、
と
せ
っ
か
ち
で
幻
滅
し
た
読
者
は
結
論
す
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な

こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
芸
術
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
分
離
は
使
い
古

さ
れ
切
っ
て
い
る
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
人
間
的
な
も
の
と
不
可
分
の

も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
そ
の
分
離
の
彼
方
に
向
か
お
う
と
す
る
人
間

─
─
小
説
的
に
具
現
化
さ
れ
た
人
間
─
─
を
見
、
私
た
ち
に
見
せ
よ
う
と

す
る
の
だ
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
小
説
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
は
身

体
と
精
神
、
情
動
と
知
性
の
先
祖
伝
来
の
二
分
法
か
ら
離
脱
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
的
（
哲
学
的
）

な
超
克
、
も
し
く
は
楽
園
的
な
融
合
へ
の
（
宗
教
的
な
）
回
帰
と
い
っ
た

方
向
に
で
は
な
い
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
心
を
奪
う
の
は
平
凡
で
、
散

文
的
で
、
小
説
的
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
諸
々
の
管
が
も
は
や
通
底
し
て
い

な
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
え
精
神
の
管
だ
け
が
た
え
ず
満
た
さ

れ
る
の
に
反
し
て
、
身
体
の
管
の
ほ
う
は
空
虚
に
な
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
。
そ
れ
は
訣
別
、
精
神
の
ほ
う
に
有
利
な
、
不
均
衡
で
、
不
公
平
で
、

不
当
な
訣
別
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
精
神
は
精
神
に
な
り
、（
例
の
郵

便
配
達
人
の
よ
う
に
）
精
神
を
演
じ
る
。
精
神
は
形
式
の
罠
の
な
か
に
閉

じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
あ
と
は
、
精
神
は
も
は
や
身
体
を
否
定
せ
ず
、

身
体
を
挑
発
せ
ず
、
身
体
と
競
合
し
よ
う
な
ど
と
は
し
な
く
な
る
。
精
神

は
自
己
を
否
定
し
、
自
己
を
挑
発
し
、
精
神
の
頂
上
に
向
か
っ
て
自
己

を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
情
動
は
音
楽
の
よ
う
に
─
─
さ
き
の
引
用
を

思
い
出
そ
う
─
─
粉
砕
さ
れ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
き
っ
と
「
過
去
の
時
代
の

偉
大
な
形
象
の
ほ
う
に
向
か
う
こ
と
」
と
い
う
提
案
が
由
来
す
る
。
彼
に

と
っ
て
、「
飛
翔
」「
霊
感
」「
熱
狂
」
そ
し
て
「
魅
力
」
は
死
文
な
ど
で

は
な
く
、
本
質
的
に
身
体
的
な
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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自
立
化
し
た
精
神
、
自
己
反
省
的
な
精
神
は
唯
一
の
現
実
と
し
て
自
分

を
押
し
つ
け
よ
う
と
し
、
抽
象
化
の
擁
護
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
み
ず
か
ら

身
体
た
ら
ん
と
す
る
の
だ
と
い
う
２

精
神
の
こ
の
話
の
な
か
で
も
っ
と
も

異
様
な
の
は
、
精
神
が
み
ず
か
ら
の
状
況
を
一
つ
の
ド
ラ
マ
と
し
て
は
生

き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
精
神
は
異
質
な
も
の

の
残
余
の
喪
失
を
人
間
に
と
っ
て
有
益
な
勝
利
だ
と
見
な
し
て
い
る
の

だ
。
ド
ラ
マ
、
と
ひ
と
は
言
う
？　

精
神
は
実
存
の
具
体
の
粉
砕
を
称
賛

し
、
み
ず
か
ら
の
無
限
の
力
を
楽
し
む
の
を
や
め
な
い
の
だ
。
そ
し
て
こ

れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
の
な
か
で
も
っ
と
も
悪
魔
的
な
の
は
、
身
体
か
ら
解

放
さ
れ
た
精
神
の
自
己
称
賛
が
身
体
に
敬
意
を
表
す
る
と
い
う
、
果
て
し

な
い
祝
祭
の
外
観
を
呈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
わ
い
そ
う
な
ラ
ブ
レ
ー
！	

か
わ
い
そ
う
な
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
！　

彼
ら
の
勇
敢
な
エ
ピ
ゴ
ー
ネ

ン
た
ち
は
不
運
に
も
、
六
〇
年
代
の
あ
の
同
じ
パ
リ
の
カ
フ
ェ
で
、
身
体

─
─
こ
れ
が
か
つ
て
な
く
崇
拝
さ
れ
た
の
だ
！
─
─
が
テ
ク
ス
ト
、
欲
望
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、
言
語
と
い
っ
た
一
連
の
抽
象
的
概
念
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
は
じ
め
た
の
を
我
と
我
が
眼
で
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
文
学
的
野
心

を
も
っ
た
そ
の
十
年
の
人
間
た
ち
は
他
動
詞
、
す
な
わ
ち
主
体
と
客
体
と

の
あ
い
だ
の
存
在
論
的
距
離
を
例
証
す
る
動
詞
に
戦
争
─
─
彼
ら
が
知
っ

た
唯
一
の
戦
争
─
─
を
宣
言
し
、あ
い
か
わ
ら
ず
作
品
を
書
く
（
他
動
詞
）

こ
と
を
つ
づ
け
て
い
る
老
人
た
ち
の
な
か
に
分
類
さ
れ
る
の
を
好
ま
な

か
っ
た
。
む
ろ
ん
抽
象
的
に
だ
が
、
世
界
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
に
、
彼
ら
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

に
取
り
か
か
っ
た
の
だ
。
彼
ら
に
と
っ

て
文
学
と
は
欲
望
す
る
身
体
か
ら
発
す
る
テ
ク
ス
ト
の
総
体
で
あ
り
、
言

語
と
な
っ
た
身
体
に
た
え
ず
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
彼
ら
は
言
う
。

だ
が
、
こ
の
言
語
は
、
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
〈
歴
史
〉
と
同
様
に
、
ひ

と
も
知
る
よ
う
に
、
火
を
つ
け
ら
れ
た
タ
バ
コ
に
苦
し
む
皮
膚
を
も
た
な

い
の
だ
。
現
実
に
止
め
が
刺
さ
れ
た
の
は
そ
れ
ら
の
年
月
の
あ
い
だ
だ
っ

た
。
そ
れ
以
後
は
、
す
べ
て
が
加
速
化
の
問
題
で
し
か
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
三
次
元
の
（
具
体
的
に
身
体
的
な
）
古
い
世
界
が
イ

メ
ー
ジ
の
二
次
元
的
な
新
世
界
に
決
定
的
に
移
行
す
る
の
に
二
十
年
以

上
も
必
要
で
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
天
才
的
な
請
負
人
た
ち
が
人
権
主
義

者
た
ち
の
抽
象
的
な
倫
理
に
よ
っ
て
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
つ
て

の
娼
家
を
、
い
か
に
し
て
綜
合
の
娼
婦
た
ち
で
満
た
し
て
い
る
の
か
を
見

る
ま
で
に
は
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
生
き
な
か
っ
た
（
以
上
の
こ
と
を

断
っ
た
う
え
で
言
え
ば
、
私
た
ち
が
大
い
に
安
堵
す
る
こ
と
に
、
す
べ
て

が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
汎
＝
精
神
化
の
世
界
に
あ
っ
て
、
金

銭
が
具
体
的
な
も
の
の
絶
対
命
令
を
尊
重
し
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
だ
）。

　

形
式
の
ド
ラ
マ
を
他
の
何
よ
り
も
よ
く
開
示
し
て
く
れ
る
作
品
は
『
コ

ス
モ
ス
』
で
あ
る
。
六
〇
年
代
初
頭
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
執
筆
が
開
始
さ
れ

フ
ラ
ン
ス
で
完
成
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
構
造
主
義
者
、
記
号
論
者
、
そ
の

他
の
テ
ル
ケ
ル
派
３

た
ち
の
耐
え
難
い
時
代
に
書
か
れ
、
出
版
さ
れ
た
こ

の
小
説
は
、
抽
象
化
の
世
界
の
も
っ
と
も
壮
大
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
形
式
の
ド
ラ
マ
は
正
真
正
銘
の
、
つ
ま
り
計
り
知
れ
な
い
実

存
的
な
謎
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ず
も
が
な
の
言
葉
の
体
操
で
は
な
い
。
こ
こ

で
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
代
償
を
払
っ
て
形
式
の
抗
し
が
た
い
魅
力
の
経

験
を
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
ひ
と
は
結
局
、
自
分
自
身
を
罠
に
か
け
、

毎
日
毎
日
ま
す
ま
す
、
み
ず
か
ら
の
頭
脳
的
な
構
築
物
の
網
に
捉
え
ら
れ

て
い
く
あ
の
人
間
と
と
も
に
、
た
だ
笑
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
彼
が
天

才
的
に
世
界
を
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
み
ず
か
ら
の
同
類
た
ち
と
意
志

の
疎
通
が
で
き
な
く
な
る
。
言
う
と
こ
ろ
の
宇
宙
の
構
造
的
要
素
を
照
ら

し
出
せ
ば
出
す
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
霧
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
理

性
と
秩
序
へ
の
信
念
を
公
言
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
偶
発
的
な
出
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来
事
に
押
し
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
説
的
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
、
と
私
は

言
う
の
で
あ
っ
て
、
風
刺
で
は
な
い
。
こ
の
小
説
が
私
た
ち
に
連
想
さ
せ

る
あ
の
構
造
主
義
者
た
ち
、
記
号
論
者
た
ち
、
そ
の
他
の
テ
ル
ケ
ル
派
た

ち
は
笑
う
べ
き
何
を
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
自
分
た
ち
が

笑
い
者
に
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
何
を

し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
並
は
ず
れ
た
思
想
家
で
あ
る
彼
ら
は
、
事0

物0

と
決
着
を
つ
け
、
そ
の
代
わ
り
に
記
号
0

0

を
作
動
さ
せ
た
い
と
い
う
、
私

た
ち
の
も
っ
と
も
奥
深
い
欲
望
を
満
た
そ
う
と
し
た
だ
け
な
の
だ
。『
コ

ス
モ
ス
』
は
記
号
へ
の
愛
着
、
す
な
わ
ち
潜
在
的
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共

通
す
る
状
況
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
の
だ
。『
コ
ス
モ
ス
』
の
主
人
公
た
ち
は

ラ
カ
ン
、
バ
ル
ト
、
フ
ー
コ
ー
、
ソ
レ
ル
ス
（《
テ
ル
・
ケ
ル
》
の
創
設

者
の
ひ
と
り
）
と
い
う
名
前
で
は
な
い
。
質
素
な
家
で
休
暇
の
何
日
か
を

い
っ
し
ょ
に
過
ご
す
ふ
た
り
の
相
棒
た
ち
だ
。
父
親
、
母
親
、
結
婚
適
齢

期
の
娘
、
婿
、
女
中
、
三
〇
年
代
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
田
舎
。
私
や
あ
な
た
と

同
じ
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
相
棒
た
ち
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
彼

ら
が
記
号
の
サ
イ
ク
ル
を
す
っ
か
り
生
き
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
私
た

ち
と
は
違
っ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
、
生
身
の
ど
ん
な
存
在
も
な
し
え
な

い
こ
と
だ
、
た
と
え
記
号
理
論
の
第
一
人
者
の
大
家
で
も
。
換
言
す
れ
ば
、

小
説
世
界
と
し
て
の
、
た
だ
記
号
だ
け
の
全
面
的
か
つ
完
全
な
世
界
は
、

虚
構
の
存
在
の
お
か
げ
で
し
か
、
徹
底
的
に
構
想
さ
れ
経
験
さ
れ
え
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、『
コ
ス
モ
ス
』
の
登
場
人
物
た
ち
が

現
実
の
人
間
存
在
と
は
ご
く
少
し
し
か
似
て
い
ず
、
あ
る
い
は
も
っ
と
厳

密
に
言
う
な
ら
、
私
た
ち
読
者
が
自
分
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
も
の
を
き

わ
め
て
曖
昧
に
し
か
彼
ら
の
う
ち
に
見
分
け
ら
れ
な
い
の
だ
と
し
て
も
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
に
同
族
関
係
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
直
ち
に
私

の
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
カ
ッ
プ
ル
は
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』［
フ

ロ
ベ
ー
ル
］
で
あ
る
。
た
だ
、こ
ん
な
違
い
が
あ
る
だ
け
だ
。『
ブ
ヴ
ァ
ー

ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』
が
科
学
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、『
コ

ス
モ
ス
』
は
頭
脳
が
そ
れ
を
つ
か
っ
て
科
学
を
作
り
出
す
要
素
の
パ
ロ

デ
ィ
ー
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
紀
か
ら
世
紀
へ
と
、
小
説
は
文
句
な

し
に
進
歩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

話
者
の
ヴ
ィ
ト
ル
ド
と
古
い
知
り
合
い
で
あ
る
フ
ク
ス
は
た
ま
た
ま

出
会
う
。
ふ
た
り
と
も
ペ
ン
シ
ョ
ン
を
捜
し
て
い
る
。
ふ
た
り
は
ず
っ
と

い
っ
し
ょ
に
い
よ
う
と
決
め
る
。
フ
ク
ス
に
は
ひ
と
つ
当
て
が
あ
る
。
途

中
、
ふ
た
り
は
針
金
に
首
吊
り
さ
れ
た
ス
ズ
メ
を
見
つ
け
る
。
記
号
が
事

を
主
導
す
る
の
だ
。「
こ
ん
な
ど
ぎ
つ
い
奇
矯
」
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ

い
の
か
？　

だ
れ
が
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
と
い
う
の
か
？　

彼
ら
が
落

ち
着
く
家
は
遠
く
な
い
。
娘
の
レ
ナ
は
と
て
も
美
人
だ
。
ヴ
ィ
ト
ル
ド
は

彼
女
に
恋
を
す
る
─
─
が
、
そ
の
こ
と
を
彼
は
け
っ
し
て
認
め
な
い
。
最

初
の
接
触
は
ふ
た
り
の
到
着
時
、
母
親
が
彼
ら
を
部
屋
に
案
内
す
る
と
き

に
起
こ
る
。

　
　

わ
ず
か
な
陽
光
が
日
除
け
の
下
を
通
っ
て
床
の
一
角
に
落
ち
て
い

て
、
木
蔦
の
匂
い
と
昆
虫
の
ざ
わ
め
き
が
感
じ
取
れ
た
。
と
こ
ろ
が

…
…
と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
、
ひ
と
つ
驚
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
ベ
ッ
ド
の
ひ
と
つ
が
塞
が
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
に
ひ
と
り
の
女

が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
女
の
横
た
わ
り
方
が
か
な
ら
ず
し

も
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
え
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ぼ
く
に

は
、
そ
の
奇
妙
さ
が
何
に
よ
る
も
の
な
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
ぶ

ん
そ
の
ベ
ッ
ド
に
は
シ
ー
ツ
が
な
く
、
た
だ
マ
ッ
ト
レ
ス
し
か
な
い
と

い
う
事
実
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
た
ぶ
ん
一
本
の
脚
が
部
分
的
に
金
属

格
子
の
う
え
に
置
か
れ
て
い
た
（
マ
ッ
ト
レ
ス
が
す
こ
し
ず
れ
て
い
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た
）
と
い
う
事
実
に
よ
る
も
の
な
の
か
…
…
脚
と
金
属
の
そ
ん
な
配
合

が
焼
け
る
よ
う
な
、
が
ん
が
ん
す
る
よ
う
な
、
へ
と
へ
と
に
な
る
よ
う

な
そ
の
日
の
ぼ
く
に
強
い
印
象
を
あ
た
え
た
。
彼
女
は
眠
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
？　

ぼ
く
ら
の
見
て
い
る
ま
え
で
、
彼
女
は
ベ
ッ
ド
に
す
わ

り
、
髪
を
と
と
の
え
た
。

　
　

─
─
ね
え
、
レ
ナ
ち
ゃ
ん
、
な
に
し
て
い
る
の
？　

さ
あ
さ
あ
！　

ご
紹
介
し
ま
す
、
娘
で
す
。

　
　

ぼ
く
ら
の
挨
拶
の
お
返
し
に
、
彼
女
は
頭
を
か
し
げ
、
立
ち
上
が
り
、

黙
っ
て
出
て
い
っ
た
。
そ
の
沈
黙
が
ぼ
く
の
な
か
で
、
な
に
か
突
飛
な

こ
と
が
あ
る
と
い
う
考
え
を
眠
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。

　

金
属
格
子
、
脚
、
ス
ズ
メ
の
首
吊
り
に
役
立
っ
た
針
金
。
滞
在
の
あ
い

だ
ず
っ
と
、
ヴ
ィ
ト
ル
ド
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
の
関
係
を
見
つ
け
よ

う
と
す
る
。
だ
が
、
の
っ
け
か
ら
す
で
に
エ
ロ
テ
ィ
ス
ム
は
記
号
の
結
合

に
包
囲
さ
れ
、ま
る
で
事
物
の
奥
底
か
ら
浮
き
出
し
、い
わ
ば
互
い
に
「
対

話
し
て
い
る
」
象
徴
に
よ
っ
て
押
し
殺
さ
れ
て
い
る
。
何
か
が
起
こ
る
は

ず
だ
、
早
晩
恋
愛
の
感
情
が
立
ち
現
れ
、
成
就
も
し
く
は
失
敗
に
道
を
開

く
は
ず
だ
と
ひ
と
は
感
じ
る
─
─
小
説
が
小
説
に
な
っ
て
以
来
、
あ
ら
ゆ

る
恋
愛
小
説
で
事
は
そ
ん
な
ふ
う
に
進
む
も
の
だ
。
だ
が
、
記
号
の
巨
大

な
水
槽
と
も
言
う
べ
き
『
コ
ス
モ
ス
』
に
お
い
て
は
、
何
も
実
際
に
は

起
こ
ら
な
い
。
や
が
て
、
女
中
の
軽
い
口
の
歪
み
、
母
親
の
ヒ
ス
テ
リ
ー

の
発
作
、
父
親
の
ち
ょ
っ
と
し
た
癖
と
い
っ
た
、
別
の
出
来
事
、
別
の
イ

メ
ー
ジ
が
登
場
す
る
だ
ろ
う
。
数
日
後
に
は
首
を
吊
ら
れ
た
猫
が
、
さ
ら

に
遠
足
の
あ
い
だ
に
、
木
に
首
を
吊
っ
た
婿
ル
シ
ア
ン
が
発
見
さ
れ
る
だ

ろ
う
…
…
等
々
。
記
号
が
雨
と
降
っ
て
く
る
。
目
眩
が
す
る
ほ
ど
記
号
が

増
殖
し
、増
加
す
る
。
記
号
は
同
等
だ
。
水
槽
の
外
に
い
る
私
た
ち
に
と
っ

て
は
ど
ん
な
に
無
意
味
な
も
の
で
も
、
も
っ
と
も
大
き
く
、
も
っ
と
も
劇

的
な
も
の
と
同
じ
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
記
号
が
互
い
に
連
合
し
、
互
い

に
意
味
を
与
え
合
い
、
そ
れ
ら
自
身
の
現
実
を
形
成
す
る
。
私
た
ち
の
心

か
ら
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
遠
ざ
け
よ
う
。
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ

は
現
実
世
界
の
あ
る
要
素
を
想
像
力
に
よ
っ
て
過
度
に
ふ
く
ら
ま
す
こ

と
は
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
現
実
の
夢
へ
の
解
放
（
カ
フ
カ
）
や
魔
術
へ
の

解
放
（
オ
ー
デ
ィ
ベ
ル
テ
ィ
、
エ
ー
メ
）
も
遠
ざ
け
よ
う
。
私
た
ち
は
現

実
の
想
像
世
界
へ
の
拡
張
、
以
後
思
考
の
自
由
な
戯
れ
を
内
包
す
る
こ
と

に
な
る
現
実
の
潜
在
力
の
増
大
、
そ
し
て
解
釈
の
な
か
ば
無
限
の
増
加
な

ど
に
立
ち
会
う
わ
け
で
は
な
い
。
記
号
の
自
立
が
不
可
避
的
な
結
果
と
し

て
、
現
実
的
な
も
の
の
減
少
、
現
実
の
収
縮
、
言
葉
に
は
で
き
な
い
地
帯

へ
の
実
存
の
後
退
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
以
前
に
け
っ
し
て
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
ド
ラ
マ
を
目
の
当
た
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
記
号
の
肥
大
が
事

物
の
萎
縮
に
ひ
と
を
導
く
の
だ
。
記
号
の
網
が
そ
の
力
を
広
げ
れ
ば
広
げ

る
ほ
ど
、
現
実
的
な
も
の
の
織
物
が
ほ
ど
け
て
し
ま
う
。
記
号
が
話
せ
ば

話
す
ほ
ど
、
実
存
が
声
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
あ
ま
り
の
記
号
、
わ
ず
か

の
人
間
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
れ
が
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
実
存
的
な
定

式
で
あ
る
。『
コ
ス
モ
ス
』
は
記
号
の
幻
影
と
そ
の
疑
似
＝
創
造
的
な
力

の
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
は
そ
れ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
─
そ
う

で
な
け
れ
ば
、そ
れ
は
小
説
で
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
抽
象
的
な
も
の
の「
創

造
性
」
は
感
情
世
界
を
不
毛
に
し
、
人
間
を
無
力
に
す
る
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
こ
の
挫
折
し
た
恋
愛
小
説
の
結
末
と
な
る
、
夜
中
の
森
の
、
あ
の
暗

い
オ
ナ
ニ
ー
の
場
面
は
そ
こ
に
由
来
す
る
。
そ
れ
以
後
は
、
大
異
変
に
な

る
。
そ
れ
以
後
は
、
天
が
開
け
る
。
水
が
宇
宙
を
元
の
場
所
に
置
く
の
だ
。

ヴ
ィ
ト
ル
ド
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
も
ど
り
、
昼
食
に
い
つ
も
の
「
ラ
イ
ス
付

き
チ
キ
ン
料
理
」
を
食
べ
る
。
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…
…
水
の
垂
直
の
壁
が
落
下
す
る
、
す
る
と
、
そ
の
ラ
ン
タ
ン
の
光

で
、
雨
が
落
ち
、
流
れ
る
の
が
見
え
る
、
小
川
、
滝
、
湖
、
そ
れ
は

沸
き
だ
し
、
溢
れ
る
、
池
、
海
、
ご
ぼ
ご
ぼ
と
音
を
立
て
る
水
の
流

れ
、
そ
し
て
一
本
の
藁
屑
、
一
切
れ
の
木
、
一
枚
の
葉
が
流
れ
に
運
ば

れ
、
消
え
去
る
、
奔
流
が
合
体
し
、
川
を
な
す
、
島
、
堰
、
障
碍
と
曲
流
、

そ
し
て
い
た
る
と
こ
ろ
、
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
洪
水
、
そ
れ
は
流
れ
、

流
れ
る
、
そ
し
て
低
い
と
こ
ろ
で
は
一
枚
の
葉
が
運
ば
れ
、
一
片
の
樹

皮
が
消
え
去
る
。
結
局
、
悪
寒
、
風
邪
、
熱
、
そ
し
て
レ
ナ
は
口
峡
炎

に
な
っ
た
、
ザ
コ
パ
ネ
の
タ
ク
シ
ー
を
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
病

気
、
医
者
た
ち
、
要
す
る
に
す
べ
て
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
ぼ
く
は

ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
も
ど
っ
た
、
両
親
、
あ
い
か
わ
ら
ず
父
と
の
確
執
、
そ

れ
か
ら
そ
の
他
の
用
事
、
問
題
、
困
難
、
揉
め
事
の
数
々
。
今
日
、
昼

食
に
、
み
ん
な
が
ラ
イ
ス
付
き
チ
キ
ン
料
理
を
食
べ
た
。

　

形
式
！　

あ
い
か
わ
ら
ず
形
式
の
ド
ラ
マ
。
形
式
と
は
あ
の
鉄
の
罠
の

こ
と
だ
。
世
界
が
果
て
し
な
く
欣
喜
雀
躍
し
て
身
を
任
せ
る
記
号
は
人

間
的
な
も
の
を
圧
殺
し
、
ユ
マ
ニ
ス
ト
（
冒
頭
に
引
用
し
た
断
章
を
思
い

出
そ
う
）
を
黙
ら
せ
、
彼
ら
を
私
た
ち
の
辞
書
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
。

『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』
の
高
校
生
た
ち
が
彼
ら
の
記
号
の
決
闘
を
演

じ
て
以
来
、
ど
れ
だ
け
の
道
が
踏
破
さ
れ
た
こ
と
か
。
い
ま
や
、
記
号
が

人
間
と
同
時
に
人
間
の
謎
を
も
計
画
化
す
る
。
パ
ニ
ュ
ル
ジ
ュ
の
陽
気
な

仲
間
た
ち
が
、
彼
の
不
安
を
掻
き
立
て
る
問
い
に
明
快
な
答
え
を
あ
た
え

る
と
見
な
さ
れ
た
徳
利
明
神
を
求
め
て
沖
合
に
出
航
し
て
か
ら
、
ど
れ
だ

け
の
道
が
踏
破
さ
れ
た
こ
と
か
。
い
ま
や
、
ひ
と
は
ラ
イ
ス
付
き
チ
キ
ン

料
理
の
ま
え
で
釘
付
け
に
な
っ
て
い
る
。
実
存
は
わ
ず
か
な
も
の
し
か
体

現
せ
ず
、
記
号
が
す
べ
て
を
意
の
ま
ま
に
す
る
。

　

わ
ず
か
の
も
の
？　

人
間
を
原
子
の
よ
う
に
微
細
に
す
る
ほ
ど
ま
で

に
小
さ
く
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
小
さ
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
爆
燃
が
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
と
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ

は
彼
の
世
紀
の
科
学
と
、
そ
の
奇
跡
的
で
あ
る
と
同
じ
く
ら
い
壊
滅
的
な

壮
挙
か
ら
こ
の
隠
喩
を
借
用
し
な
が
ら
言
っ
て
い
た
。

　
　

注

（
１
）
彼
の
世
紀
の
子
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
的
な
「
形

式
の
ド
ラ
マ
」
の
原
型
そ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
宇
宙
の
創
設
以
来
自
然
が
ひ
と
り

だ
け
で
き
わ
め
て
う
ま
く
遂
行
し
て
き
た
脱
構
築
を
、
厳
格
で
、
不
動
の
、
普
遍
的

に
適
用
し
う
る
体
系
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
野
心
を
抱
い
た
。

（
２
）「
精
神
」「
身
体
」、も
ち
ろ
ん
私
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
濫
用
し
て
い
る
。
肝
心
な
の
は
、

ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
馴
染
み
、
分
析
的
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
屈
し
な
い

こ
と
だ
。
芸
術
的
な
作
品
に
お
い
て
も
、そ
の
他
の
著
述
に
お
い
て
も
、ゴ
ン
ブ
ロ
ー

ヴ
ィ
チ
に
お
け
る
笑
い
は
、
ラ
ブ
レ
ー
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
意
味
の
脊
柱

な
の
で
あ
る
。

（
３
）
当
時
の
パ
リ
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
雑
誌
、《
テ
ル
・
ケ
ル
》
に
よ
る
も
の
。

こ
の
雑
誌
は
一
九
六
〇
年
一
群
の
極
左
主
義
者
と
前
衛
主
義
者
の
若
者
た
ち
に
よ
っ

て
パ
リ
で
創
刊
さ
れ
た
。
彼
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
多
大
な
も
の
だ
っ
た
。
二
十
年
ほ

ど
の
あ
い
だ
に
、
彼
ら
は
ま
ん
ま
と
、
革
命
を
抽
象
的
で
、
テ
レ
ビ
番
組
に
ふ
さ
わ

し
い
無
害
な
概
念
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
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———〈異郷〉と			〈故郷〉のディアレクティク———

	【
解
題
】
ラ
キ
ス
・
プ
ロ
ギ
デ
ィ
ス
と
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ

西
永
良
成

　

昨
年
八
月
六
日
、
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
が
主
催
し
、
日

仏
会
館
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
《「
世
界
化
の
時
代
」
に
お

け
る
文
学
の
存
在
理
由
》
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
ラ
キ
ス
・
プ
ロ
ギ

デ
ィ
ス
は
、
文
芸
批
評
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
九
九
四
年
に
創
刊
さ

れ
た
季
刊
文
芸
雑
誌
《
ラ
ト
リ
エ
・
デ
ュ
・
ロ
マ
ン
》
の
編
集
長
で
あ

る
。
長
く
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
マ
リ
オ
ン
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
の
ユ

ニ
ー
ク
な
文
芸
雑
誌
は
、
昨
年
一
月
か
ら
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に

本
拠
を
移
し
、
同
国
の
ボ
レ
ア
ル
社
と
の
共
同
出
版
の
か
た
ち
刊
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
今
後
は
、
ボ
ス
ト
ン
の
英
語
圏
の
出
版
社
と

も
協
力
し
、
益
々
国
際
的
な
文
芸
雑
誌
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
は

ず
だ
と
い
う
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
は
こ
の
雑
誌
に
こ
れ
ま
で
決
定

的
に
欠
け
て
い
た
非
＝
西
欧
の
文
学
に
も
視
点
を
向
け
、
対
象
領
域
を
ひ

ろ
げ
て
、
た
と
え
ば
今
年
の
暮
れ
か
ら
来
年
に
か
け
て
大
江
健
三
郎
作
品

の
特
集
を
予
定
し
て
い
る
。

　

創
設
以
来
、
こ
の
文
芸
雑
誌
は
セ
ル
バ
ン
テ
ス
と
ラ
ブ
レ
ー
に
よ
っ
て

創
設
さ
れ
た
小
説
と
い
う
近
代
芸
術
の
歴
史
と
自
立
性
を
軽
視
、
も
し
く

は
蔑
視
し
て
、
自
称
科
学
的
、
哲
学
的
知
の
対
象
に
格
下
げ
し
つ
つ
、
い

わ
ゆ
る
「
批
評
的
言
説
」
の
材
料
も
し
く
は
道
具
と
し
て
扱
っ
て
疑
わ
な

い
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
現
代
的
風
潮
に
頑
固
に
反
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近

代
が
誕
生
さ
せ
、
超
国
民
的
に
発
展
さ
せ
て
き
た
、
精
神
文
化
の
貴
重
な

遺
産
と
し
て
小
説
を
擁
護
し
、
顕
揚
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
創
刊
い
ら
い
一
〇
年
間
、
あ
る
意
味
で
は
反
時
代
的
と
も
見
え
る

こ
の
運
動
を
主
導
し
て
き
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ラ
キ
ス
・
プ
ロ
ギ
デ
ィ

ス
で
あ
る
。
こ
の
編
集
者
と
し
て
の
ま
こ
と
に
勇
敢
な
活
動
と
密
接
に
か

か
わ
る
彼
の
別
の
活
動
は
、
評
論
家
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
で

あ
り
、
彼
は
《
ラ
ト
リ
エ
・
デ
ュ
・
ロ
マ
ン
》
に
毎
号
古
今
の
小
説
家
論
、

作
品
論
を
寄
稿
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
数
冊
の
著
書
を
公
刊
し
て
い
る
。

そ
の
ひ
と
つ
に
一
九
八
九
年
に
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
出
版
し
た
『
批
評
家

の
意
に
反
す
る
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
』
が
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
、
名
作

『
フ
ェ
ル
デ
ィ
ド
ゥ
ル
ケ
』
で
名
声
を
博
し
た
も
の
の
、
第
二
次
世
界
大

戦
以
後
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
亡
命
生
活
を
送
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
ど
っ

た
の
は
や
っ
と
一
九
六
三
年
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
政
治
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
理
由
で
、
彼
は
パ
リ
、
ベ
ル
リ
ン
と
渡
り
歩
い
た
あ
と
、
最
後

は
南
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ァ
ン
ス
に
最
終
的
に
落
ち
つ
き
、
一
九
六
九
年
に
そ

の
地
で
没
し
て
い
る
。
や
は
り
、
周
知
の
こ
と
な
が
ら
、
長
い
沈
黙
の
あ

と
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
文
学
が
再
発
見
、
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ジ
ェ
レ
ン
ス

キ
ー
ら
の
亡
命
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
パ
リ
で
出
版
し

て
い
た
《
ク
ル
ト
ゥ
ラ
》
誌
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
六
〇
年
代
に

な
っ
て
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ド
・
ル
ー
ら
の
熱
烈
な
支
持
者
た
ち
の
活
動
に

よ
っ
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
文
壇
に
認
知
さ
れ
、
や
が
て
、
ラ
カ
ン
派
の

精
神
分
析
家
た
ち
の
格
好
の
研
究
対
象
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
ラ
キ
ス
・

プ
ロ
ギ
デ
ィ
ス
の
書
物
は
、
五
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
そ
の
よ
う
な
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
受
容
、
評
価
を
周
到
に
あ
と
づ

け
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
名
声
と
評
価
が
「
彼
自
身
の
意
に
反
し
て
」、

い
か
な
る
誤
解
、
見
当
違
い
の
う
え
に
成
立
し
た
も
の
か
を
綿
密
に
論
じ

尽
く
し
、
そ
の
批
判
の
仮
借
の
な
さ
は
他
に
類
例
を
み
な
い
ほ
ど
徹
底
し

た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
九
〇
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
も
、
彼
は
《
ラ
ト
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リ
エ
・
デ
ュ
・
ロ
マ
ン
》
誌
に
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
に
か
か
わ
る
テ
ク
ス

ト
を
三
つ
寄
稿
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
や
は
り
論
争
的
な
も
の

で
あ
る
。
彼
の
主
張
は
要
す
る
に
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
文
学
真
価
は

な
に
よ
り
も
ま
ず
、
西
欧
の
小
説
史
の
最
前
線
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
そ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
性
、
ベ
ケ
ッ
ト
や
イ
ヨ
ネ
ス
コ
ら
の
不

条
理
劇
と
の
不
当
な
関
連
付
け
、
あ
る
い
は
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
と
の

類
似
、
は
て
は
ラ
カ
ン
派
の
精
神
分
析
理
論
の
例
証
な
ど
と
い
っ
た
外
的

要
因
な
ど
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
彼
の
師
で
あ
り
、《
ラ
ト
リ
エ
・
デ
ュ
・
ロ
マ
ン
》
誌
の
精
神

的
な
支
柱
で
も
あ
る
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
が『
裏
切
ら
れ
た
遺
言
』や『
カ
ー

テ
ン
─
─
７
部
構
成
の
小
説
論
』
で
披
瀝
し
て
い
る
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ

論
と
も
部
分
的
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ン
デ
ラ
も
ま
た
「
反
＝
現
代

的
な
モ
ダ
ニ
ス
ト
」「
反
＝
抒
情
的
な
詩
人
」
と
い
う
彼
自
身
の
小
説
美

学
お
よ
び
倫
理
の
先
達
と
し
て
ム
ー
ジ
ル
や
ブ
ロ
ッ
ホ
と
と
も
に
ゴ
ン
ブ

ロ
ー
ヴ
ィ
チ
に
親
近
感
を
も
ち
、
機
会
あ
る
ご
と
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ

て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
社
会
の
小
説
家
と
し
て
の
彼
の
身
に
な
っ
て
み
れ

ば
、
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
ラ
キ

ス
・
プ
ロ
ギ
デ
ィ
ス
の
ほ
う
は
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
の
文
学
に
具
体
的

に
な
に
を
見
て
、
な
に
を
さ
ま
で
熱
烈
に
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
あ
る
い
は
本
人
に
は
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
客

観
的
に
言
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
彼

に
、
世
界
各
地
で
生
誕
百
年
の
催
し
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ

を
ふ
ま
え
て
彼
な
り
の
独
自
の
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
論
を
書
い
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
勧
め
て
い
た
。
こ
の
勧
め
に
応
じ
て
、
彼
が
初
来

日
の
手
み
や
げ
に
も
っ
て
き
て
く
れ
た
の
が
、
こ
の
度
の
「
ゴ
ン
ブ
ロ
ー

ヴ
ィ
チ
の
小
説
的
ユ
マ
ニ
ス
ム
、
あ
る
い
は
彼
の
『
コ
ス
モ
ス
』
に
い
か

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
か
」
と
題
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
全
文
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ

論
争
的
な
性
格
を
色
濃
く
残
す
─
─
こ
れ
は
た
ぶ
ん
彼
の
性
格
だ
か
ら
、

や
む
を
え
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
─
─
も
の
の
、
そ
れ
で
も
彼
が
、
表
題

に
あ
る
『
コ
ス
モ
ス
』
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
三
つ
の
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ

チ
の
小
説
を
ど
の
よ
う
に
読
も
う
と
し
て
い
る
の
か
を
伺
わ
せ
る
に
足

る
も
の
と
言
え
る
。
そ
こ
で
私
と
し
て
は
、
も
う
十
年
来
の
知
己
で
あ

る
ラ
キ
ス
に
、
さ
ら
に
体
系
的
な
ゴ
ン
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
論
を
書
い
て
も
ら

い
、
ま
だ
ま
だ
難
解
な
彼
の
小
説
の
魅
力
を
も
っ
と
教
え
て
も
ら
い
た
い

と
願
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
彼
は
ギ
リ
シ
ャ
で
生
ま
れ
た
土
木
技
師
で
あ

り
、
二
八
歳
の
と
き
フ
ラ
ン
ス
に
移
住
し
て
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
学

び
、
以
来
た
だ
一
筋
に
小
説
の
擁
護
と
顕
揚
に
全
情
熱
を
注
い
で
倦
ま
な

い
変
わ
り
者
で
あ
る
。
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書評

観
察
・
記
述
し
、
伝
え
る
こ
と

谷
川
道
子
著

『
ド
イ
ツ
現
代
演
劇
の
構
図
』

論
創
社　
二
〇
〇
五
年      

正
月
の
こ
と
：
長
め
の
前
置
き

　
こ
の
書
評
原
稿
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
正
月
か
ら
二
日
も

連
続
で
T
V
の
ス
イ
ッ
チ
な
ど
を
入
れ
た
の
は
、
決
し
て
逃
避
で
は
な

い
。
た
ぶ
ん
。
い
わ
ば
職
業
的
義
務
感
か
ら
の
こ
と
。

　
ま
ず
元
日
。
松
本
幸
四
郎
が
家
族
連
れ
で
ス
ペ
イ
ン
を
旅
し
た
、
そ
の

模
様
が
放
送
さ
れ
る
と
い
う
か
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
よ
う
か
と
い
う
気

に
な
っ
た
次
第
。
松
本
幸
四
郎
と
い
え
ば
、
周
知
の
ご
と
く
、
三
十
年

以
上
の
長
き
に
渡
っ
て
『
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
』
の
主
役
を
張
っ
て
き
た

歌
舞
伎
役
者
。『
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
』
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
『
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
と
は
別
個
の
劇
作
品
だ
け
れ
ど
も
、
後
者
の
翻
案
に
は

違
い
な
く
、
と
い
う
こ
と
は
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
地
方
が
舞
台
で
あ
り
、
そ

の
長
年
の
上
演
に
よ
っ
て
感
謝
状
だ
か
名
誉
市
民
の
称
号
だ
か
を
カ
ス

テ
ィ
ー
リ
ャ
・
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
自
治
政
府
か
ら
授
与
さ
れ
た
ば
か
り
の
幸

四
郎
が
ス
ペ
イ
ン
を
旅
す
る
と
は
、
即
、『
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
』
も
し

く
は
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
足
跡
を
辿
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
二
時
間
も
の
の
番
組
だ
か
ら
、
た
っ
ぷ
り
と
紹
介
し
て
く
れ
る

の
だ
ろ
う

　 

。
そ
れ
な
ら
ば
観
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
は
な
い
か
。

　
さ
て
、
そ
の
他
の
部
分
は
今
は
ど
う
で
も
い
い
。
主
に
カ
ス
テ
ィ
ー

リ
ャ
地
方
の
町
々
を
回
っ
た
幸
四
郎
が
、
ア
ル
マ
グ
ロ
と
い
う
小
さ
な
町

で
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
も
の
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
の
観
劇

に
夜
の
街
に
繰
り
出
し
、
翌
日
昼
間
に
は
前
夜
の
劇
場
を
再
訪
し
た
、
そ

れ
が
重
要
な
話
。El Corral de Com

edias

（
エ
ル
・
コ
ラ
ル
・
デ
・
コ

メ
デ
ィ
ア
ス
）
と
い
う
そ
の
場
は
、
一
般
名
詞
が
固
有
名
で
も
あ
る
歴
史

的
建
造
物
だ
。
コ
ラ
ル
と
は
十
六
─
七
世
紀
、〈
黄
金
世
紀
〉
と
呼
ば
れ

て
隆
盛
を
誇
っ
た
国
民
演
劇
コ
メ
デ
ィ
ア
の
上
演
場
で
あ
っ
た
半
屋
内

の
ス
ペ
ー
ス
で
、
コ
ラ
ル
（
囲
い
場
）
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
四
方
を

建
物
で
囲
わ
れ
た
囲
い
場
（
む
し
ろ
中
庭
─
─
パ
テ
ィ
オ
─
─
の
よ
う
な

と
こ
ろ
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
き
た
い
）
を
平
土
間
席
と
し
、
三
方
の

建
物
が
桟
敷
席
、
一
方
が
迫
り
出
し
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
造

り
。
平
土
間
に
椅
子
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
上
が
屋
根
で
覆
わ

れ
、
照
明
も
近
代
的
な
も
の
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
十
六
世
紀

末
に
で
き
た
そ
の
ま
ま
を
保
存
し
て
い
る
ら
し
い
、
ス
ペ
イ
ン
古
典
劇
と

そ
の
上
演
形
態
に
興
味
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
知
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
だ
。

　
そ
の
歴
史
的
演
劇
空
間
に
立
っ
て
幸
四
郎
、
し
ば
し
嘆
息
を
も
ら
し
、

浄
瑠
璃
座
や
昔
の
歌
舞
伎
小
屋
ら
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
訴
え
た
。
四
国
の

小
屋
が
云
々
と
言
っ
て
い
た
の
は
、
金
比
羅
歌
舞
伎
の
小
屋
の
こ
と
だ
っ

た
ろ
う
か
？

　
さ
ら
に
は
T
V
カ
メ
ラ
を
引
き
連
れ
た
者
の
強
み
で
奈

落
な
ど
に
も
案
内
さ
れ
、
ま
す
ま
す
歌
舞
伎
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
バ
ロ
ッ
ク

期
演
劇
と
の
近
似
性
・
類
縁
性
に
確
信
を
持
っ
た
ら
し
い
。

　
ア
ル
マ
グ
ロ
の
コ
ラ
ル
は
有
名
な
場
所
で
あ
る
。
佐
竹
（2001

）
や

Am
orós &

 D
íez Borque (1999) 

と
い
っ
た
そ
の
分
野
の
書
物
に
は
写

真
や
口
絵
、
時
に
は
平
面
図
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
恥
ず

か
し
な
が
ら
実
地
に
そ
の
空
間
を
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
私
に
は
、
新
鮮
で

(

1)
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あ
っ
た
。
ス
チ
ー
ル
写
真
で
見
る
よ
り
も
は
る
か
に
身
近
に
そ
の
空
間
の

あ
り
方
を
実
感
で
き
た
し
、
な
に
よ
り
、
関
係
者
で
も
な
い
身
に
と
っ
て

は
奈
落
や
バ
ッ
ク
ス
テ
ー
ジ
な
ど
、
た
だ
行
っ
た
だ
け
で
は
拝
め
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
ら
。

　
そ
ん
な
映
像
体
験
に
触
発
さ
れ
、
翌
日
に
は
蜷
川
幸
雄
が
イ
ギ
リ
ス
に

行
っ
た
記
録
が
流
さ
れ
る
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
T
V
を
点
け
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た

　 
。
そ
う
し
た
の
も
、
あ
る
漠
然
た
る
予
想
が
あ
っ
た

か
ら
だ
。
予
想
は
的
中
し
、
彼
は
自
身
が
芸
術
顧
問
を
務
め
る
グ
ロ
ー
ブ

座
に
若
い
女
優
鈴
木
杏
を
導
い
て
行
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
い
わ
ゆ
る
ア
ン
グ
ラ
演
劇
の
旗
手
で
あ
っ
た
蜷
川
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
解
釈
に
新
境
地
を
切
り
開
い
て
世
界
で
、
そ
し
て
劇
作
家
の
お
膝
元

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
近
年
の
経
緯
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
若
い
人
（
た
と
え
ば
同
行
し
た
鈴
木
杏
）
な
ど
、
蜷
川
と
い
え

ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
演
出
家
く
ら
い
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
の
彼
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
行
っ
て
ス
ト
ラ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
ア
ポ
ン
・

エ
イ
ヴ
ォ
ン
の
町
や
R
S
T
（
ロ
イ
ヤ
ル
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
シ
ア

タ
ー
）
を
見
て
回
る
の
な
ら
ば
、
ロ
ン
ド
ン
の
グ
ロ
ー
ブ
座
を
訪
ね
な
い

わ
け
は
な
い
の
だ
。

　
グ
ロ
ー
ブ
座
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
自
作
の
上
演
の
た
め
に
建
設
し

た
小
屋
で
、
そ
れ
が
十
年
ほ
ど
前
に
当
時
の
ま
ま
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
現

在
、
ロ
ン
ド
ン
で
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
本
場
ロ
ン
ド
ン
の
も
の

よ
り
も
先
に
大
久
保
に
東
京
グ
ロ
ー
ブ
座
が
で
き
て
は
い
る
が
、
そ
し
て

そ
こ
に
な
ら
私
も
何
度
か
観
劇
に
訪
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
の
方

は
見
た
目
だ
け
が
再
現
さ
れ
た
も
の
。
ロ
ン
ド
ン
の
も
の
に
は
行
っ
た
こ

と
が
な
い
。
時
代
が
一
致
す
る
か
ら
、
グ
ロ
ー
ブ
座
は
つ
ま
り
、
前
日
幸

四
郎
が
訪
れ
て
い
た
ア
ル
マ
グ
ロ
の
コ
ラ
ル
と
も
同
時
代
の
建
築
の
は

ず
。
そ
う
思
う
と
見
て
お
か
な
け
れ
ば
と
思
う
の
は
理
の
当
然
だ
ろ
う
。

　
平
土
間
に
椅
子
が
な
い
こ
と
、
屋
根
も
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
昼
間

の
自
然
光
で
の
上
演
の
み
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
で
、
確
か

に
こ
ち
ら
は
よ
り
忠
実
な
再
現
の
よ
う
だ
。
コ
ラ
ル
が
方
形
な
の
に
の
比

し
、
こ
ち
ら
は
限
り
な
く
円
に
近
い
多
角
形
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
相

違
点
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
点
で
は
二
つ
の
歴
史
的
演
劇
空
間
は

非
常
に
よ
く
似
て
い
た
。
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
海
の
向
こ
う
と
こ
ち
ら
で
こ
ん

な
に
も
似
た
空
間
が
造
成
さ
れ
人
々
を
集
め
、
愛
さ
れ
、
濃
密
な
民
衆
文

化
を
形
成
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
か
と
、
し
き
り
に
感
心
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
は
い
ざ
知
ら
ず
、
少
な
く
と
も
ス
ペ
イ
ン
に
お

い
て
は
こ
の
コ
ラ
ル
、
王
宮
内
の
劇
場
の
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
に
お

け
る
絢
爛
豪
華
た
る
装
備
の
影
響
な
ど
も
受
け
な
が
ら
変
遷
を
辿
り
、
や

が
て
大
が
か
り
な
装
置
を
使
っ
た
近
代
的
劇
場
へ
場
を
譲
る
こ
と
に
な

る
、
そ
の
過
渡
的
な
形
態
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
い
。
ア
ル
マ
グ
ロ

の
コ
ラ
ル
か
ら
半
世
紀
と
し
な
い
う
ち
に
コ
メ
デ
ィ
ア
を
大
成
し
た
ロ

ペ
や
大
が
か
り
な
舞
台
装
置
に
よ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
劇
の
大
家
カ
ル
デ
ロ

ン
と
い
っ
た
劇
作
家
た
ち
が
次
々
と
出
現
し
て
、
演
劇
は
大
き
く
進
展
を

遂
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
ん
な
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
と
、「
ギ
リ
シ
ャ
劇
に
し
て
も

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
モ
リ
エ
ー
ル
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
時
代
に
し
て
も
、
過

去
の
『
演
劇
の
時
代
』
は
戯ド

ラ
マ曲

と
演シ

ア
タ
ー劇

が
根
源
的
な
意
味
で
の
政
治
性
と

民
衆
性
の
微
妙
な
均
衡
の
上
に
た
ち
、
一
つ
の
時
代
の
様
式
を
成
立
さ
せ

た
時
代
だ
っ
た
」（
谷
川
、2005: 78

）
と
い
う
、
つ
い
最
近
読
ん
だ
一

節
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
の
だ
っ
た
。

　
そ
う
。
私
は
谷
川
道
子
『
ド
イ
ツ
現
代
演
劇
の
構
図
』　
を
書
評
す
べ

(

2)

(
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く
読
み
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
大
に
し
て
、
こ
れ
を
読
ん
だ
者
の
目

を
持
っ
て
正
月
の
T
V
受
像
器
の
前
に
座
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
同
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
の
コ
メ
デ
ィ
ア
は
民
衆
か

ら
王
侯
貴
族
ま
で
を
相
手
に
し
な
が
ら
、
屋
外
か
ら
屋
内
へ
と
（
そ
し
て

あ
る
い
は
教
会
へ
と
）
上
演
場
所
が
囲
い
込
ま
れ
る
と
い
う
物
理
的
・
外

的
な
条
件
の
変
化
の
上
に
、
四
百
年
の
後
に
も
上
演
と
鑑
賞
に
堪
え
る
作

品
を
産
み
出
し
た
。
そ
う
し
た
時
代
の
条
件
下
で
演
劇
と
は
何
か
と
絶
え

ず
問
い
か
け
る
反
省
的
意
識
、
あ
る
い
は
自
己
検
証
の
意
識
が
あ
っ
た
れ

ば
こ
そ
の
結
果
だ
ろ
う
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
暦
の
上
で
は
同
日
に
死
ん

だ
セ
ル
バ
ン
テ
ス
に
、
劇
作
家
へ
の
道
を
断
念
さ
せ
た
ほ
ど
の
才
人
ロ

ペ
・
デ
・
ベ
ー
ガ
の
劇
作
論
「
当
世
コ
メ
デ
ィ
ア
新
作
法
」（
ロ
ペ
・
デ
・

ベ
ー
ガ
、1994

）
に
は
、
そ
う
し
た
自
己
の
存
在
へ
の
問
い
か
け
が
つ

ぶ
さ
に
見
て
取
れ
る
。

　
二
十
世
紀
に
お
い
て
演
劇
が
自
己
を
反
省
し
て
き
た
そ
の
形
を
描
出

し
、
時
代
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
せ
た
の
が
、
谷
川
道
子
の
こ
の
本
な
の

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
局
面
は
十
六
─
十
七
世
紀
と
は
表
裏
を
な
す
だ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
四
百
年
前
に
演
劇
が
大
衆
化
し
て
万
人
の
も
の
に

な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
二
十
世
紀
と
い
う
の
は
演
劇
が
「
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
状
況
に
陥
り
つ
つ
」
あ
り
、「
も
は
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
い
」

（
レ
ー
マ
ン
、2002: 15

）
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
代
な
の
だ
か
ら
。

概
要

　「
二
十
世
紀
に
お
い
て
演
劇
が
自
己
を
反
省
し
て
き
た
そ
の
形
を
描

出
」
と
今
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
み
た
。
そ
う
す
る
に
絶
好
の
位
置
に
い

る
の
が
谷
川
氏
そ
の
人
だ
と
言
っ
て
い
い
。
ベ
ル
ト
ル
ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
は

も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
ピ
ナ
・
バ
ウ
シ
ュ
と
い
っ
た
演
劇

に
お
け
る
反
省
的
自
己
意
識
の
代
名
詞
の
よ
う
な
巨
星
た
ち
を
産
み
出

し
て
き
た
の
が
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
千
田
是
也
や
岩
淵
達
治
の
衣
鉢
を
継

ぎ
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
協
同
し
つ
つ
、
今
名
を
挙
げ
た
演
劇
人
た
ち
の
紹

介
・
導
入
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
の
が
氏
で
あ
っ
た
か
ら

だ
。
ち
ょ
う
ど
二
〇
〇
五
年
の
演
劇
界
を
締
め
括
っ
た
の
は
、
ブ
レ
ヒ
ト

の
、
長
く
『
肝
っ
玉
お
っ
母
』
と
し
て
定
着
し
て
い
た
代
表
作
に
『
母
・

肝
っ
玉
』
と
い
う
思
い
切
っ
た
新
訳
を
あ
て
、
中
身
も
新
た
に
し
た
谷
川

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
新
国
立
劇
場
、
栗
山
民
也
演
出
）
の
上
演
だ
っ
た
で
は

な
い
か
。

　
自
ら
の
演
劇
体
験
を
振
り
返
っ
て
そ
れ
を
歴
史
的
観
測
の
中
に
位
置

づ
け
る
著
者
に
よ
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
、
こ
う
し
た
私
た
ち
の
予
想
を
確
信

へ
と
変
え
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
そ
も
そ
も
鹿
児
島
生
ま
れ
の
私
に
と
っ

て
、
こ
と
に
当
時
は
演
劇
は
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（
13
）

と
の
告
白
が
な
さ
れ
、
演
劇
が
あ
っ
て
ブ
レ
ヒ
ト
と
出
会
っ
た
の
で
は
な

く
、
逆
に
ブ
レ
ヒ
ト
に
出
会
っ
て
演
劇
を
知
っ
た
と
順
序
づ
け
ら
れ
る
な

ら
、
演
劇
に
お
け
る
自
己
反
省
の
形
を
さ
ら
に
谷
川
氏
自
身
の
反
省
的
意

識
が
観
察
し
て
い
る
構
図
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
既
に
一
九
二
〇
年
代
に
活
躍
し
て
い
た
ブ
レ
ヒ
ト
と
上
京
後
の
谷
川

氏
が
衝
撃
的
な
邂
逅
を
果
た
し
た
の
は
、
こ
の
劇
作
家
が
「
日
本
に
紹
介

さ
れ
始
め
た
頃
だ
っ
た
」（
13
）
と
い
う
同
時
代
性
の
た
め
だ
。
こ
う
し

た
偶
然
と
言
っ
て
い
い
巡
り
合
わ
せ
を
必
然
に
変
え
る
に
自
身
の
思
い

入
れ
だ
け
を
も
っ
て
し
て
い
て
は
、
そ
れ
は
単
な
る
与
太
話
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
う
で
は
な
く
て
証
拠
と
し
て
の
事
例
を
並
べ
、
あ
る
い
は
俯
瞰
し
、

あ
る
い
は
論
理
づ
け
て
み
せ
る
か
ら
、
そ
れ
は
学
者
の
仕
事
と
い
う
も
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の
。
我
々
門
外
漢
も
多
く
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
で
二
〇
〇
四
年
に
開
か
れ
た
「
シ
ー
ニ
ッ
ク
・

ア
イ
─
─
美
術
と
劇
場
」
展
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る
本
書
は
、

そ
れ
が
そ
も
そ
も
一
九
九
六
年
、
ド
イ
ツ
で
始
ま
っ
た
試
み
で
あ
る
こ
と

か
ら
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
演
劇
的
自
意
識
の
自
己
省
察
と
い
う
、
基
調

と
な
る
テ
ー
マ
が
わ
か
り
や
す
く
提
示
さ
れ
る
結
構
に
な
っ
て
い
る
。
続

い
て
自
身
の
ブ
レ
ヒ
ト
と
の
出
会
い
が
語
ら
れ
る
と
い
っ
た
次
第
だ
。

　
さ
て
、
そ
の
ブ
レ
ヒ
ト
と
の
邂
逅
、
単
に
日
本
へ
の
紹
介
の
時
期
と
重

な
っ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
後
か
ら
思
え
ば
、『
黄
金
の
二
〇
年

代
』
＝
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
再
発
見
し
た
の
は
、
世
界
的
に

も
六
〇
年
代
の
ネ
オ
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
だ
っ
た
の
だ
」
と
捉
え
返
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
に
鳴
り
響
く
も
う
ひ
と
つ
の
通
奏
低
音
が
我
々

に
も
聞
こ
え
て
く
る
。「
さ
ら
に
六
〇
年
代
後
半
は
、〔
略
〕
海
外
の
演
劇

も
さ
か
ん
に
翻
訳
・
紹
介
・
上
演
さ
れ
た
『
新
劇
』
の
戦
後
の
高
揚
期
で

も
あ
っ
た
し
、
同
時
に
い
わ
ゆ
る
『
ア
ン
グ
ラ
演
劇
』
も
登
場
し
て
き
て

い
た
」（
14
）
と
続
け
ば
、
そ
の
通
奏
低
音
の
振
幅
も
明
確
に
測
定
で
き

る
。
日
本
の
状
況
と
も
同
時
代
性
を
も
っ
て
共
鳴
し
て
い
た
六
八
年
の
思

想
を
折
り
返
し
点
、
分
節
点
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
演
劇
と
は
何

か
と
問
い
続
け
た
二
〇
世
紀
の
演
劇
運
動
を
俯
瞰
し
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
第
一
章
第
一
節
の
タ
イ
ト
ル
に
謳
う
「
分
水
嶺
と
し
て
の
〈
六
八

年
〉」
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六
八
年
に
何
が
あ
っ
た
か
？

　
周
知
の
ご
と
く
、
近
年
の
文
学
・
文
化
研
究
、
思
想
史
・
文
化
史
研
究

は
、
六
八
年
に
集
約
さ
れ
象
徴
さ
れ
る
時
代
を
二
〇
世
紀
の
重
要
な
タ
ー

ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
捉
え
て
見
直
す
こ
と
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。
ミ

シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
や
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
と
い
っ

た
論
客
た
ち
の
仕
事
が
そ
う
し
た
流
れ
に
先
駆
け
た
。
そ
の
後
の
ご
く
近

年
の
日
本
の
成
果
だ
け
に
絞
っ
て
も
、
三
浦
雅
士
（2001

）
や
絓
秀
実

（2003

）ら
の
仕
事
が
思
い
浮
か
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
四
方
田
犬
彦（2004

）

は
高
校
生
だ
っ
た
六
八
年
を
回
想
す
る
こ
と
も
し
て
い
る
。

　
六
八
年
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
大
塚
英
志
（2004

）
な
ど
は

八
〇
年
代
の
「
お
た
く
」
文
化
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
の
差
異
の
解
消

を
「
全
共
闘
世
代
の
勝
ち
残
り
組
に
よ
る
あ
る
種
の
〔
略
〕
左
翼
革
命
」（
大

塚
、2004: 63

）
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
六
八
年
は
そ
こ
だ

け
で
完
結
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
成
果
を
十
五
年
後
、
二
十
年
後
に
産

み
出
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
見
方
を
と
る
論
者
は
少
な
く

は
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
六
八
年
は
「
今
な
お
続
く
『
世
界
革
命
』
の
一
貫
」

（
絓
、2003: 6

）
と
い
う
わ
け
だ
。

　
ド
イ
ツ
の
八
〇
年
代
は
こ
れ
以
上
は
な
い
動
乱
で
締
め
括
ら
れ
た
。
イ

ン
パ
ク
ト
に
お
い
て
六
八
年
に
勝
る
で
あ
ろ
う
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ベ

ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
で
あ
り
、
そ
れ
に
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
が
続
く
。

六
八
年
の
延
長
に
八
〇
年
代
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
顕
著
に
観
察
可

能
な
の
も
、
ド
イ
ツ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
実

に
こ
の
問
題
を
語
る
に
絶
好
の
素
材
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の

六
八
年
を
扱
っ
た
書
物
に
比
し
て
本
書
が
誇
り
う
る
利
点
は
、
ド
イ
ツ
の

演
劇
界
と
い
う
、
考
え
て
み
れ
ば
我
が
国
の
演
劇
と
繋
が
り
が
深
い
は
ず

な
の
に
包
括
的
に
眺
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
分
野
を
扱
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
他
の
ド
イ
ツ
演
劇
の
書
物
に
比
し
て
優
れ
て
い
る

点
は
、
ま
さ
に
六
八
年
と
い
う
「
分
水
嶺
」
を
前
面
に
配
し
て
重
要
な
テ
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マ
テ
ィ
ッ
ク
と
関
連
づ
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
ド
イ
ツ
の
六
八
年
演
劇
シ
ー
ン
は
ペ
ー
タ
ー
・
ハ
ン
ト
ケ
の
試
み
に
集

約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
「
街
頭
演
劇
」
と
「
劇
場
演
劇
」
を
対
立
す
る

も
の
と
し
て
捉
え
て
前
者
の
側
に
つ
き
、
演
劇
を
劇
場
か
ら
解
放
し
よ

う
と
し
た
の
だ
が
、
こ
の
対
立
の
図
式
が
「
広
義
に
お
い
て
、
七
〇
年
代

以
降
の
ド
イ
ツ
演
劇
の
展
開
の
基
本
構
図
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
」

（
40
）と
谷
川
氏
は
ま
と
め
て
み
せ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
の
ク
ロ
ス
オ
ー
ヴ
ァ
ー
、

舞
踊
演
劇
（
タ
ン
ツ
テ
ア
タ
ー
）
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
出
現
、「
演
出

家
の
時
代
」
の
到
来
な
ど
、
七
〇
年
代
以
後
も
連
綿
と
続
く
演
劇
を
巡
る

テ
ー
マ
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
ま
さ
に
六
八
年
が
現
在
ま
で
地

続
き
で
あ
る
こ
と
の
典
型
的
事
例
に
違
い
な
い
。

　
別
の
局
面
か
ら
、
六
八
年
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。

　
肉
体
・
笑
い
・
感
（
受
）
性
・
主
体
（
観
）
性
の
復
権
─
─
〈
六
八

年
〉は
理
性
と
感
性
の
関
わ
り
の
問
題
も
提
起
し
た
。
ア
ド
ル
ノ
の『
美

学
』
よ
り
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
『
エ
ロ
ス
的
文
明
』
が
時
代

の
書
と
な
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
優
先
の
記
録
演
劇
世
代
か
ら
、
自
立
し

た
第
三
の
演
劇
を
志
向
す
る
自
由
演
劇
世
代
へ
の
転
換
─
─
「
政
治
的

言
語
」
の
根
本
的
変
化
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。（
42
）

　
ア
ド
ル
ノ
か
ら
マ
ル
ク
ー
ゼ
へ
の
転
換
、
感
性
を
語
る
言
葉
の
変
化
、

「
政
治
的
言
語
」
の
変
化
。
そ
れ
が
六
八
年
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

演
劇
を
通
し
て
確
認
で
き
る
変
化
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
変
化
は
、

他
の
局
面
か
ら
六
八
年
を
論
じ
た
論
者
た
ち
の
指
摘
と
も
、
確
か
に
共
振

す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
あ
く
ま
で
演
劇
を
通
し
て
六
八
年
を
語
る
谷
川
氏
の
強
み
は
、

六
八
年
が
二
〇
年
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
再
評
価
・
反
省
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
、
既
に
紹
介
し
た
立
場
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期

の
演
劇
が
提
起
し
生
き
て
い
た
問
題
は
、「
す
で
に
〈
ア
ル
ト
ー
／
ブ
レ

ヒ
ト
／
ベ
ケ
ッ
ト
〉
の
三
角
形
が
問
題
と
し
て
き
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
」

（
198
）
と
い
う
視
点
だ
。

象
徴
的
事
例

　
本
書
の
趣
旨
か
ら
判
断
す
る
に
、
お
そ
ら
く
、
六
八
年
の
演
劇
ム
ー
ヴ

メ
ン
ト
を
象
徴
的
に
体
現
し
て
い
る
の
は
、
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
タ
イ
ン
と

彼
の
率
い
る
西
ベ
ル
リ
ン
の
劇
団
「
シ
ャ
ウ
ビ
ュ
ー
ネ
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
門
外
漢
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
映
画
で
な

じ
ん
だ
ブ
ル
ー
ノ
・
ガ
ン
ツ
（『
ベ
ル
リ
ン
・
天
使
の
詩
』
の
天
使
ダ
ミ

エ
ル
だ
）
が
所
属
し
て
い
た
こ
の
劇
団
は
六
九
年
、
ブ
レ
ー
メ
ン
で
『
ト

ル
ク
ヴ
ァ
ー
ト
・
タ
ッ
ソ
ー
』
を
上
演
す
る
と
こ
ろ
か
ら
立
ち
上
が
っ
た

の
だ
と
い
う
。『
タ
ッ
ソ
ー
』
と
は
ゲ
ー
テ
に
よ
る
戯
曲
で
、
こ
れ
自
体

が
「
時
代
の
気ク

リ
マ候

の
申
し
子
」（
57
）
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
そ
も
そ
も
ゲ
ー

テ
は
確
か
に
、
二
〇
年
代
の
作
家
で
は
な
い
が
、
彼
の
精
神
の
具
現
化
と

言
っ
て
い
い
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
存
在
を
考
え
る
と
、
二
〇
年
代
の
再
評

価
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
見
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
『
タ
ッ
ソ
ー
』

と
そ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
『
女
の
平
和
』
の
上
演
に
お
い
て
は
、
演

出
と
役
者
の
関
係
、
劇
と
劇
場
の
関
係
、
と
い
っ
た
問
題
が
顕
在
化
し
、

そ
れ
を
巡
っ
て
の
公
開
討
論
会
の
よ
う
な
趣
を
呈
す
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
ま

で
が
起
き
、
こ
の
よ
う
に
多
難
で
あ
り
、
多
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
時
代
に
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マ
ッ
チ
し
て
刺
激
的
な
立
ち
上
が
り
方
で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
「
シ
ャ
ウ

ビ
ュ
ー
ネ
」
な
の
だ
と
い
う
。
二
〇
年
代
と
の
通
底
性
は
と
も
か
く
、
こ

の
劇
団
は
こ
の
よ
う
に
ゲ
ー
テ
や
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
と
い
っ
た
古
典

的
・
伝
統
的
作
品
の
上
演
に
よ
っ
て
演
劇
の
と
る
べ
き
道
を
模
索
し
た
よ

う
だ
。

　
こ
う
し
て
船
出
し
た
劇
団
は
、
古
い
劇
団
機
構
を
変
革
す
る
特
殊
な
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
の
あ
り
方
（
共
同
参
画
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
よ
う
な
も
の
）
を

実
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
異
例
の
成
功
を
収
め
た

の
だ
と
い
う
。
そ
の
成
功
が
、
逆
に
劇
場
演
劇
と
し
て
の
完
成
を
招
来
し
、

演
出
と
役
者
が
徹
底
討
論
す
る
仕
組
み
や
舞
台
装
置
を
廃
し
た
古
典
劇

の
見
直
し
と
い
っ
た
、
当
初
の
劇
団
の
あ
り
方
と
矛
盾
を
来
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
自
ら
の
神
話
の
中
で
八
五
年
に
は
シ
ュ
タ
イ
ン

が
退
き
、
花
形
役
者
は
映
画
へ
と
進
出
し
、
徐
々
に
消
滅
し
て
い
っ
た
の

だ
と
い
う
。
難
し
い
も
の
だ
。

　
難
し
い
の
は
当
然
で
、
近
代
演
劇
と
は
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
ひ
と

つ
の
背
理
を
抱
え
込
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
谷
川
氏
の
説
明

だ
。「
ド
ラ
マ
と
シ
ア
タ
ー
の
背

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

理
」
だ
。

　
演
劇
は
そ
も
そ
も
が
芸
能
的
（
技
芸
的
）
要
素
と
芸
術
的
（
観
念
的
）

要
素
が
も
ろ
に
裸
で
せ
め
ぎ
あ
う
場
、
も
っ
と
も
明
瞭
に
俗
と
聖
が
拮

抗
す
る
「
芸
術
」
だ
。
シ
ア
タ
ー
と
は
物
質
的
な
も
の
で
、
演
劇
の
祭

祀
起
源
説
に
よ
ろ
う
と
労
働
起
源
説
に
よ
ろ
う
と
、
演
じ
手
と
受
け
手

を
前
提
と
す
る
。〔
略
〕
対
し
て
ド
ラ
マ
は
観
念
的
な
も
の
で
、
言ロ

ゴ
ス葉

を

駆
使
し
て
ア
イ
デ
ア
（
理
念
）、
セ
ン
ス
（
意
味
）、
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
発

言
）
を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
。
シ
ア
タ
ー
を
た
え
ず
非
物
質
化
し
、
知

性
化
し
よ
う
と
す
る
。
理
を
か
か
げ
た
近
代
演
劇
は
総
体
的
に
一
八
世

紀
の
啓
蒙
主
義
以
来
、
演
劇
の
ド
ラ
マ
化
、
文
学
化
へ
の
道
を
た
ど
っ

た
。（
77
）

と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
る
に
、

　
現
代
演
劇
の
基
調
は
、
ド
ラ
マ
的
な
も
の
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
演
劇

を
も
う
一
度
物マ

テ
リ
ア
ル質

化
す
る
こ
と
、
演
劇
の
再
演
劇
化
に
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。「
戯
曲
の
奴
隷
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
自
己
解
放
、
と

言
い
換
え
て
も
い
い
。
そ
れ
が
「
演
劇
の
時
代
」
を
つ
く
り
あ
げ
て
も

い
っ
た
。
二
〇
年
代
し
か
り
、
六
〇
〜
七
〇
年
代
し
か
り
。
演
劇
の
祭

儀
性
・
身
体
性
・
芸
能
性
（
民
衆
性
）
の
復
権
。（
77
─
78
）

　
こ
う
し
て
二
〇
年
代
と
六
八
年
（
以
後
）
が
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
お
い
て

も
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
と
は
演
劇
の
自
己
認
識
と
解
放
、

自
己
を
反
省
す
る
意
識
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
背
理
を
抱
え
込
む
。

パ
ラ
ド
ク
サ
ル
で
あ
る
。
別
の
場
所
で
の
言
い
換
え
を
引
用
す
る
な
ら
、

こ
う
い
う
こ
と
だ
。

テ
ク
ス
ト
を
上
演
し
な
が
ら
そ
の
政
治
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、
テ
ク
ス

ト
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
演
出
が
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
主
導
権
を
握
る

─
─
こ
れ
が
パ
イ
マ
ン
や
ツ
ァ
デ
ク
、
ボ
ン
デ
ィ
な
ど
を
含
め
た
戦
後

の
「
演
出
の
演
劇
」
の
、
新
た
な
出
発
点
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
だ
が
や
は
り
「
演
出
家
の
演
劇
」
は
戯
曲
の
再
現
／
表
象
と
し
て
近

代
演
劇
の
内
側
に
あ
り
、
演
出
独
裁
と
劇
場
内
演
劇
に
と
ど
ま
り
が
ち

で
あ
る
。（
94
）



150

書評

　
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？

　
こ
の
背
理
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
す

る
解
答
を
模
索
し
続
け
た
の
が
現
代
演
劇
の
辿
っ
た
航
跡
だ
ろ
う
。
少

な
く
と
も
そ
の
試
み
の
ひ
と
つ
は
、「
テ
ク
ス
ト
を
身
体
や
音
楽
、
美
術
、

映
像
な
ど
と
同
格
の
演
劇
の
要
素
と
と
ら
え
る
、
ハ
ン
ス
＝
テ
ィ
ー
ス
・

レ
ー
マ
ン
用
語
で
い
う
『
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
』
演
劇
」（
94
─
95
）
だ
と
い
う
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
読
者
は
、
本
書
が
著
者
の
過
去
の
仕
事
の
集
成

で
あ
る
事
実
に
、
改
め
て
気
づ
く
だ
ろ
う

　
。
レ
ー
マ
ン
（2002

）
と

は
、
谷
川
氏
本
人
が
中
心
と
な
っ
て
訳
し
た
画
期
的
な
演
劇
理
論
書
な
の

で
あ
っ
た
。
第
一
節
に
ブ
レ
ヒ
ト
と
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
つ
い
て
論

じ
た
文
章
を
置
き
、
次
に
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
書
へ
の
解
説
と
し
て
書
い
た

文
章
を
採
録
し
た
第
四
章
が
、
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
理
論
的
核
心
部
分

で
あ
る
に
違
い
な
い
。

ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
演
劇
へ
の
道
筋

　
そ
の
理
論
的
核
心
で
あ
る
に
違
い
な
い
場
で
は
、
た
と
え
ば
、
ハ
イ

ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
作
・
演
出
に
よ
る
一
九
九
〇
年
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
／

マ
シ
ー
ン
』
を
論
じ
な
が
ら
、「
近
代
演
劇
か
ら
現
代
演
劇
へ
の
趨
勢
は
、

戯
曲
か
ら
の
演
劇
の
自
律
化
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ド
ラ
マ
と
シ

ア
タ
ー
の
相
克
、
言
い
換
え
れ
ば
演
劇
空
間
に
お
け
る
自
明
的
な
テ
ク
ス

ト
了
解
の
変
容
」（
198
）
と
の
説
明
が
繰
り
返
さ
れ
、
私
た
ち
は
谷
川
氏

が
提
出
す
る
ド
イ
ツ
現
代
演
劇
の
「
構
図
」
の
形
を
改
め
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
結
果
、
演
劇
は
タ
ン
ツ
テ
ア
タ
ー
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、

キ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
演
劇
な
ど
の
多
種
多
様
な
意
匠
を
ま
と
う
よ
う

に
な
る
。
そ
れ
ら
を
総
称
し
て「
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
演
劇
」と
い
う
の
が
レ
ー

マ
ン
の
命
名
で
あ
り
、
谷
川
氏
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た

演
劇
の
多
様
化
は
、
あ
る
意
味
で
世
界
共
通
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

　「
演
劇
」
が
演
劇
で
あ
り
つ
づ
け
る
存レ

ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル

在
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
の
自
己
了
解
の
多
義
化
は
世
界
共
通
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
は
い

え
、
た
と
え
ば
ド
ラ
マ
／
テ
ク
ス
ト
が
シ
ア
タ
ー
／
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

に
呑
み
込
ま
れ
た
観
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
比
し
て「
劇
作
家
／
演
出
家
」

と
し
て
ド
ラ
マ
と
シ
ア
タ
ー
の
両
極
を
見
す
え
た
ブ
レ
ヒ
ト
と
ミ
ュ

ラ
ー
を
生
ん
だ
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
そ
れ
で
も
な
お
「
演
劇
」
を
両
者

の
関
係
に
お
い
て
語
り
う
る
土
壌
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。（

220
）

と
し
て
レ
ー
マ
ン
の
ご
と
き
理
論
家
の
出
現
の
必
然
性
を
捉
え
る
の
で

あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
レ
ー
マ
ン
の
仕
事
を
、
今
私
は
「
理
論
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
「
徹
底
的
に
記
述
的
、
分
析
的
で
あ
ろ
う
と
し

つ
つ
、
新
し
い
演
劇
美
学
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
、

土
台
観
測
作
業
的
な
仕
事
」
で
あ
る
ら
し
い
。「
そ
の
対
象
は
た
し
か
に

単
純
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
を
語
る
に
は
あ
ま
り
に
も
多
様
で
、
そ

こ
か
ら
一
枚
岩
的
な
明
晰
な
構
図
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
わ
け
で
は
な
い
」（

226
）
の
が
「
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
演
劇
」
の
存
在
様
態

な
の
だ
と
。

　
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
が
こ
の
時
代
の
演
劇
に
対
し
て
取
る
べ
き
態
度
は

三
つ
ほ
ど
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
参
加
す
る
か
、
観
客
と
な
る
か
、
あ
る

い
は
記
述
・
紹
介
者
と
な
る
か
。「
だ
い
た
い
ベ
ル
リ
ン
を
中
心
に
三
年

に
一
回
ほ
ど
は
渡
独
」（
16
）
す
る
か
ら
、
そ
の
た
び
に
観
劇
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
著
者
が
、
自
ら
の
紹
介
し
た
レ
ー
マ
ン
の
立
場
を
受
け
継
ぎ
つ

(

4)
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つ
、
自
ら
集
め
た
の
だ
ろ
う
か
「
舞
台
写
真
多
数
掲
載
」（
オ
ビ
の
惹
句
）

の
上
で
演
劇
動
向
を
紹
介
、
記
述
し
た
の
が
本
書
な
の
だ
っ
た
。
エ
ピ

ロ
ー
グ
で
は
、「
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
年
」
を
記
念
し
て
立
ち
上
が
っ

た
、
そ
の
他
の
ド
イ
ツ
演
劇
紹
介
企
画
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。

つ
な
い
で
伝
達
す
る

　
紹
介
と
は
彼
我
を
つ
な
ぐ
作
業
で
あ
り
、
伝
達
の
作
業
で
も
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
し
た
点
に
も
目
配
り
を
忘
れ
て
い
な
い
の
が
本
書
で
、「
日
本

と
ド
イ
ツ
と
世
界
演
劇
」
と
題
し
た
第
五
章
や
、「
多
和
田
葉
子
の
営
為

を
め
ぐ
る
菅
啓
次
郎
と
の
対
話
」
と
い
う
番
外
編
な
ど
は
、
そ
う
し
た
観

点
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
と
え
ば
第
五
章
で
は
、
同
世
代
の
岸
田
理
生
に
つ
い
て
論
じ
な
が

ら
、
彼
女
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
用
す
る
。

「
寺
山
さ
ん
が
開
発
し
た
道
の
中
で
、
鈴
木
（
忠
志
）
さ
ん
が
出
て
蜷

川
さ
ん
が
出
て
、
そ
こ
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
演
劇
は
違
う
け
れ
ど
も
、
日

本
に
は
（
そ
う
い
う
）
演
劇
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
（
世
界
に
）
教
え

た
の
は
非
常
に
大
き
な
功
績
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
自
分
自
身
ア
ジ
ア

で
い
ま
生
き
て
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
遠
い
な
あ
、
ア
メ
リ
カ
は
遠
い

な
あ
と
思
い
ま
す
ね
」

こ
う
し
た
発
言
を
「
岸
田
理
生
流
の
『
寺
山
さ
ん
』
の
衣
鉢
の
継
ぎ
方
が

見
え
る
」
と
捉
え
「
岸
田
理
生
の
衣
鉢
の
継
ぎ
方
を
も
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
」（

285
）
と
谷
川
氏
は
自
ら
に
発
破
を
か
け
る
の

で
あ
っ
た
。

　「
衣
鉢
の
継
ぎ
方
」
は
と
も
か
く
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
遠
い
な
あ
」
と
嘆

い
た
岸
田
の
よ
う
な
人
物
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
近
づ
け
て
み
せ
る
こ
と
は
、

す
く
な
く
と
も
谷
川
氏
は
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
が

本
書
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
衣
鉢
は
確
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
私
が
そ
う
感
じ
た

の
が
今
年
の
正
月
で
あ
っ
た
と
い
う
次
第
。
寺
山
修
司
で
は
な
い
が
、
岸

田
理
生
が
「
蜷
川
さ
ん
」
と
し
て
名
を
挙
げ
て
い
る
蜷
川
幸
雄
だ
。
い
っ

た
ん
は
劇
場
の
外
（
地
下
？
）
に
出
て
行
こ
う
と
い
う
動
き
の
中
に
身

を
置
い
た
は
ず
だ
っ
た
蜷
川
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
活
路
を
見
い
だ

し
、
野
外
か
ら
屋
内
の
劇
場
へ
と
囲
い
込
ま
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
過
渡

的
な
形
態
を
示
し
て
い
る
劇
場
（
グ
ロ
ー
ブ
座
）
で
、
孫
で
あ
っ
て
も
お

か
し
く
な
い
よ
う
な
年
齢
の
俳
優
鈴
木
杏
に
、
確
か
に
、「
今
日
こ
う
や
っ

て
、こ
こ
ま
で
伝
え
た
よ
」
と
語
り
か
け
、後
を
任
せ
た
の
だ
か
ら
。
我
々

は
こ
こ
ま
で
や
っ
た
。
演
劇
と
は
何
か
を
問
い
続
け
、
こ
こ
に
至
っ
た
。

次
は
君
た
ち
の
番
だ
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
。
加
え
て
言
っ
た
の
は
「
竜

也
も
連
れ
て
く
り
ゃ
良
か
っ
た
な
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。「
竜

也
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、
藤
原
竜
也
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
蜷
川
に
そ

の
才
能
を
見
い
だ
さ
れ
た
若
手
俳
優
だ
。
ま
さ
に
寺
山
修
司
と
岸
田
理
生

の
作
、
蜷
川
の
演
出
に
な
る
「
身
毒
丸
」
で
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
白
石
加
代
子
を

向
こ
う
に
回
し
て
ひ
け
を
と
ら
な
い
演
技
力
で
高
く
評
価
さ
れ
た
そ
の

人
。
寺
山
、
岸
田
の
残
し
た
も
の
が
同
時
代
人
蜷
川
を
通
じ
て
、
こ
う
し

て
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
ド
イ
ツ
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
伝
達
式
が
、
四
百
年
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
劇
場
で
行
わ
れ
た
と
い
う
次

第
だ
。
こ
う
し
た
蜷
川
幸
雄
の
何
気
な
い
一
言
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
確
か
に
谷
川
道
子
『
ド
イ
ツ
現
代
演
劇
の
構
図
』
は
示
唆
に
富
ん
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だ
読
み
物
な
の
だ
。

（
柳
原
孝
敦
）

　
　
注

（
１
）
番
組
は
「
松
本
幸
四
郎
フ
ァ
ミ
リ
ー
in
ス
ペ
イ
ン
・
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
紀
行
─
─

《
見
果
て
ぬ
夢
》
を
追
い
求
め
て
！
」（
テ
レ
ビ
東
京
系
列
、
二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
、

十
六
時
─
十
七
時
五
十
五
分
）
と
い
う
も
の
。

（
２
）「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
紀
行
─
─
蜷
川
幸
雄
・
鈴
木
杏
の
旅
」（
T
B
S
系
列
、

二
〇
〇
六
年
一
月
二
日
、
九
時
四
十
五
分
─
十
時
四
十
五
分
）

（
３
）
谷
川
（2005

）。
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
以
後
、
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
の
み

を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
。

（
４
）
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
は
書
き
下
ろ
し
。
他
は
、
過
去
に
発
表
済
み
の
文
章

を
集
め
た
も
の
で
あ
る
（

344
─

345
）。

　
　
引
用
文
献

谷
川
道
子
（2005

）『
ド
イ
ツ
現
代
演
劇
の
構
図
』（
論
創
社
）

A
m

orós, A
ndrés &

 José M
aría D

íez Borque (C
oordinadores): (1999) 

H
istoria de los espectáculos en España (M

adrid: Castalia)

岩
淵
達
治
（2005

）『
ブ
レ
ヒ
ト
と
戦
後
演
劇
─
─
私
の
60
年
』（
み
す
ず
書
房
）

大
塚
英
志（2004

）『「
お
た
く
」の
精
神
史
─
─
一
九
八
〇
年
代
論
』（
講
談
社
現
代
新
書
）

佐
竹
謙
一
（2001

）『
ス
ペ
イ
ン
黄
金
世
紀
の
大
衆
演
劇
』（
三
省
堂
）

絓
秀
実
（2003

）『
革
命
的
な
、あ
ま
り
に
革
命
的
な
─
─
「
１
９
６
８
年
革
命
」
史
論
』

（
作
品
社
）

三
浦
雅
士
（2001

）『
青
春
の
終
焉
』（
講
談
社
）

四
方
田
犬
彦
（2004

）『
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
１
９
６
８
』（
新
潮
社
）

レ
ー
マ
ン
、ハ
ン
ス=

テ
ィ
ー
ス（2002

）『
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
演
劇
』谷
川
他
訳（
同
学
社
）

ロ
ペ
・
デ
・
ベ
ー
ガ
（1994

）「
当
世
コ
メ
デ
ィ
ア
新
作
法
」
佐
竹
謙
一
訳
：
佐
竹
、

岩
根
圀
和
訳
『
ス
ペ
イ
ン
中
世
・
黄
金
世
紀
文
学
選
集
７

　
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
名
作
集
』

（
国
書
刊
行
会
）

271
─

289
ペ
ー
ジ
。
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カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
側ミ

ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
著
・
西
永
良
成
訳

『
カ
ー
テ
ン
─
─
7
部
構
成
の
小
説
論
』

集
英
社　
二
〇
〇
五
年          

　『
カ
ー
テ
ン
―
7
部
構
成
の
小
説
論
』
は
、
西
永
良
成
氏
の
翻
訳
に
よ

る
、ク
ン
デ
ラ
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
三
冊
目
の
評
論
集
。
ド
イ
ツ（
演

劇
）
畑
の
私
に
こ
の
本
の
書
評
を
お
引
き
受
け
す
る
資
格
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
と
少
し
た
め
ら
い
な
が
ら
、
で
も
、
と
て
も
興
味
深
く
読
ま
せ
て
頂

い
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
・
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
上
梓
さ
れ
た
の
が

二
〇
〇
五
年
四
月
（
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
と
か
）、「
訳
者
あ
と
が
き
」

の
日
付
が
七
月
、
集
英
社
初
版
の
奥
付
が
一
〇
月
。
読
者
に
と
っ
て
親
切

で
行
き
届
い
た
訳
注
ま
で
つ
い
て
、
翻
訳
の
刊
行
は
か
く
あ
る
べ
し
と
も

い
う
べ
き
、
し
か
し
と
て
も
真
似
で
き
な
い
お
手
本
の
よ
う
な
速
さ
と
読

み
や
す
さ
と
面
白
さ
だ
。
著
者
と
も
昵
懇
で
、『
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
の

思
想
』
と
い
う
著
書
も
あ
っ
て
、
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
ク
ン
デ
ラ
の

約
二
〇
冊
の
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
翻
訳
本
の
ほ
と
ん
ど
を
引
き
受
け
て

お
ら
れ
る
西
永
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
お
仕
事
だ
ろ
う
と
感
服
。
そ
し

て
あ
ら
た
め
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
、
ク
ン
デ
ラ
以
外
に
も
こ

ん
な
に
た
く
さ
ん
の
著
書
と
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
翻
訳
を
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
に
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
!

　
と
も
あ
れ
、
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
は
私
に
と
っ
て
、
気
に
な
り
な
が
ら

も
近
い
よ
う
な
遠
い
よ
う
な
、
不
思
議
に
距
離
感
を
特
定
し
に
く
い
作
家

だ
っ
た
。
と
き
お
り
西
永
さ
ん
経
由
で
訳
書
を
頂
く
の
で
、
最
近
の
慌

た
だ
し
さ
に
専
門
で
な
い
小
説
を
ゆ
っ
く
り
読
む
余
裕
な
ど
な
く
な
っ

た
私
に
し
て
は
、
わ
り
と
読
ま
せ
て
貰
っ
て
い
る
作
家
な
の
だ
け
ど
、
何

だ
か
自
分
へ
の
距
離
を
測
り
か
ね
る
か
の
居
心
地
の
落
ち
着
か
な
さ
が

あ
っ
た
の
だ
。
何
故
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
そ
ん
な
痞つ

か

え
の
よ
う
な
も
の

が
、
本
書
を
読
み
進
め
な
が
ら
少
し
ず
つ
融
け
て
、
す
と
ん
と
腑
に
落
ち

て
い
く
、
そ
ん
な
感
じ
が
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
私
の
触
れ
え
た
ク
ン
デ
ラ
の
印
象
は
、
人
物
た
ち
や
事
態
は

幾
重
も
に
折
り
重
な
っ
て
錯
綜
し
一
筋
縄
で
は
い
か
ず
、
そ
れ
ら
を
見

つ
め
る
ま
な
ざ
し
も
ど
こ
か
屈
折
し
て
け
っ
こ
う
意
地
悪
で
、
痛
快
な

ほ
ど
シ
ニ
カ
ル
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
微
笑
を
誘
う
愛
の
物
語
』
に
苦
笑

を
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
を
背
景
に
語
り
手

の
「
私
」
が
ニ
イ
チ
ェ
哲
学
を
核
に
4
人
の
男
女
の
入
り
組
ん
だ
性
愛
関

係
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
物
語
る
『
存
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
』
の
重

さ
の
よ
う
に
。
で
も
、
今
回
の
ク
ン
デ
ラ
は
何
か
違
う
。
ず
い
ぶ
ん
と
率

直
で
わ
か
り
や
す
く
、
韜
晦
の
少
な
い
直
球
の
語
り
口
で
、
ま
な
ざ
し
も

ど
こ
か
優
し
い
。
西
永
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
率
直
に
ク
ン
デ

ラ
が
チ
ェ
コ
時
代
の
思
い
出
や
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
作
家
た
ち
と
の
交

流
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
亡
命
生
活
の
違
和
感
、
マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
の
人
々

へ
の
共
感
な
ど
を
語
っ
て
い
る
文
章
に
接
す
る
の
は
初
め
て
で
、
そ
こ
に

老
い
の
諦
観
や
哀
愁
、
暖
か
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る
の
だ
、
と
い
う
。
そ
う

か
、
老
い
の
優
し
さ
か
と
、
老
い
の
入
り
口
に
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
る
我

が
身
を
思
い
返
し
た
り
も
し
て
…
…
。
た
だ
腑
に
落
ち
た
の
は
、
そ
れ
ゆ

え
だ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。

　
本
書
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
七
部
に
分
か
れ
（
ク
ン
デ
ラ



154

書評

の
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
七
部
構
成
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
）、
そ
れ

ぞ
れ
が
ま
た
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
な
小
さ
な
断
章
／
エ
ッ
セ
イ
に
分
か
れ

て
い
て
、
互
い
は
独
立
し
つ
つ
関
連
し
あ
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
奏
で
る
響
き

が
七
楽
章
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
な
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
。
こ
ち
ら
も

読
み
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
追
思
考
に
誘
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
音
を
愉
し
ま
せ

て
も
ら
う
う
ち
、い
つ
し
か
訳
者
が
「
あ
と
が
き
」
で
マ
ル
ロ
ー
を
も
じ
っ

て
引
い
て
お
ら
れ
る
「
小
説
の
空
想
図
書
館
」
に
迷
い
込
み
、
ク
ン
デ
ラ

の
〈
小
説
論
／
「
私
家
版
小
説
史
」
／
世
界
の
読
み
方
〉
に
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
読
む
ク
ン
デ
ラ
の
思
考
や
想
起
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
、
向
き
合
わ
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
対
象
は
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
、
カ
フ
カ
、

フ
ロ
ベ
ー
ル
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
、
ボ

ル
ヘ
ス
、
大
江
健
三
郎
…
…
等
々
と
自
在
に
飛
躍
し
、
ク
ン
デ
ラ
独
自
の

思
考
展
開
が
次
々
と
作
品
や
作
家
を
呼
び
寄
せ
て
い
く
か
の
よ
う
だ
。

　
タ
イ
ト
ル
の
『
カ
ー
テ
ン
』
は
、
そ
の
第
Ⅳ
部
「
小
説
家
と
は
何
か
」

に
収
め
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
引
き
裂
か
れ
た
カ
ー
テ
ン
」
に
拠
る
。「
伝

説
で
編
ま
れ
た
魔
法
の
カ
ー
テ
ン
が
、
世
界
の
前
に
吊
り
下
ろ
さ
れ
て
い

た
。
セ
ル
バ
ン
テ
ス
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
旅
に
遣
り
、
そ
の
カ
ー
テ
ン

を
引
き
裂
い
た
。
世
界
は
散
文
と
い
う
完
全
に
剥
き
出
し
の
喜
劇
性
に
お

い
て
、
遍
歴
の
騎
士
の
前
に
開
か
れ
た
」。
そ
れ
が
4
0
0
年
前
の
「
小

説
芸
術
」
の
誕
生
で
あ
っ
た
し
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
徴
し
」
だ
と

い
う
。
小
説
を
〈
読
み
／
書
く
（
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
／
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）〉

と
は
、
こ
の
世
界
の
「
予
備
解
釈
」
と
い
う
迷
妄
（
イ
ド
ラ
）
の
カ
ー
テ

ン
を
引
き
裂
く
こ
と
な
の
だ
。
そ
こ
に
、
つ
ま
り
「
引
き
裂
か
れ
た
カ
ー

テ
ン
」
の
向
こ
う
側
に
拓
か
れ
る
の
は
、
ク
ン
デ
ラ
な
ら
で
は
の
「
世
界

文
学
」
の
／
に
よ
る
地
平
。
そ
れ
が
、
こ
の
本
で
ク
ン
デ
ラ
が
私
の
腑
に

落
ち
た
理
由
の
も
う
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
だ
、
と
思
う
。

　
第
Ⅱ
部
の
「
世
界
文
学
」
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
だ
け

ド
イ
ツ
語
の
（D

ie W
eltliteratur

）
と
い
う
括
弧
が
つ
い
て
い
る
。
そ

う
、
ド
イ
ツ
と
い
う
「
近
代
統
一
国
家nation state

」
が
な
か
っ
た
頃
、

そ
れ
を
最
初
に
表
明
し
た
の
は
ゲ
ー
テ
だ
っ
た
。「
こ
ん
に
ち
国
民
文
学

は
も
は
や
さ
し
た
る
も
の
を
体
現
し
な
い
。
私
た
ち
は
世
界
文
学
（D

ie 
W

eltliteratur

）
の
時
代
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
進
化

を
促
進
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
私
た
ち
の
義
務
で
あ
る
」。
音
楽
は
超
国
民

的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
考
察
さ
れ
る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
久

し
い
の
に
、
小
説
は
言
語
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
大

学
で
も
国
民
的
な
小
さ
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
枠
で
研
究
さ
れ
て
き
た
し
、

い
ま
な
お
そ
う
だ
。
か
く
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
み
ず
か
ら
の
文
学
を
歴
史

的
な
統
一
体
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
知
的
失
敗
だ
っ
た
、
と
。
ゲ
ー
テ
の
遺
言
は
裏
切
ら
れ

た
、
と
。
原
語
の
知
識
に
と
ら
わ
れ
た
国
民
的
な
文
学
の
小
さ
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
固
有
の
意
見
、
趣
味
、
偏
見
を
採
用
す
る
「
大
学
教
授
」
へ
の

告
発
は
、
私
た
ち
に
も
耳
が
痛
い
。
そ
の
地
方
主
義
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
さ

え
あ
る
、
と
。
一
つ
の
小
説
を
評
価
す
る
の
に
は
そ
の
原
語
の
知
識
は
な

く
て
も
可
能
な
の
だ
、
と
。

　
示
唆
に
富
む
の
は
、
地
方
主
義
を
さ
ら
に
小
国
（
民
）
の
地
方
主
義
と

大
国
（
民
）
の
地
方
主
義
と
に
分
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
大

国
（
民
）
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
、「
自
分
た
ち
固
有

の
文
化
が
世
界
的
な
進
化
の
側
面
、
す
べ
て
の
可
能
性
と
局
面
と
を
多
少

な
り
と
も
内
包
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、
小
国
（
民
）
は
そ
れ
と
反
対

に
、
世
界
文
化
を
近
づ
き
が
た
い
理
想
の
現
実
と
し
て
自
ら
の
文
化
を
守

る
こ
と
に
固
執
す
る
。「
世
界
文
学
」
は
、
そ
の
両
方
の
カ
ー
テ
ン
を
引
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き
裂
い
た
向
こ
う
側
に
出
現
す
る
の
だ
。
カ
フ
カ
が
「
大
き
な
」
文
学
＝

ド
イ
ツ
文
学
の
観
点
か
ら
イ
デ
イ
ッ
シ
ュ
文
学
と
チ
ェ
コ
文
学
を
観
察

し
て
、
プ
ラ
ハ
を
出
ず
し
て
最
初
の
長
編
小
説
『
ア
メ
リ
カ
／
失
踪
者
』

を
書
い
た
よ
う
に
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
多
分
逆
に
、
ク
ン
デ
ラ
自
身
が

チ
ェ
コ
（
語
）
か
ら
フ
ラ
ン
ス
（
語
）
へ
と
自
ら
の
居
場
所
と
執
筆
原
語

を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
「
世
界
文
学
」
の
位
相
を
見
据
え
る

こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
。

　
い
ま
さ
ら
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
一
九
二
九
年
に
チ
ェ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ブ
ル
ノ
に
生
ま
れ
た
ク
ン
デ
ラ
は
、
プ
ラ
ハ
音
楽
芸
術
大

学
卒
業
後
、
同
大
学
で
世
界
文
学
を
教
え
つ
つ
六
七
年
に
『
冗
談
』
で
一

躍
世
界
の
注
目
を
浴
び
る
も
の
の
、
六
八
年
の
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
の
挫
折

後
に
教
職
を
失
い
、
著
作
は
す
べ
て
発
禁
処
分
と
な
っ
た
。
作
家
同
盟
事

務
局
長
の
要
職
に
あ
っ
た
た
め
出
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
七
五
年
フ
ラ
ン

ス
に
亡
命
、
七
九
年
に
国
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
八
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を

取
得
。
そ
の
頃
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
と
チ
ェ
コ
語
の
二
か
国
語
で
作
品
を
発

表
し
始
め
、
八
四
年
発
表
の
『
存
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
』
で
世
界
の

文
学
界
に
衝
撃
を
与
え
、
ま
さ
に
「
世
界
文
学
」
入
り
し
た
、
と
い
え
る

の
だ
ろ
う
。『
存
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
』
も
そ
う
だ
が
、
チ
ェ
コ
語

か
ら
の
翻
訳
者
が
千
野
栄
一
氏
で
あ
っ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
。
そ
し
て

ク
ン
デ
ラ
の
い
う
「
世
界
文
学
」
は
、
そ
う
い
っ
た
経
歴
を
背
後
に
持
つ

が
ゆ
え
に
、
や
は
り
一
味
違
う
の
だ
。

　
ク
ン
デ
ラ
が
一
九
七
五
年
に
「
祖
国
を
去
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
来
た
」
と

き
、
そ
こ
で
は
自
分
が
「
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
亡
命
者
」
で
あ
る
こ
と

を
発
見
し
て
驚
い
た
と
い
う
。
い
く
ら
説
明
し
て
も
わ
か
っ
て
貰
え
な
い

苛
立
ち
に
、
彼
は
世
界
的
な
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
国
民
的
な
小
さ
な

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
に
、「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
中
位
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
、「
誘
拐
さ
れ
た
西
欧
、
あ
る
い
は
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
悲

劇
」
を
置
い
て
、
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
ロ
シ
ア
と
ド
イ
ツ
と
い
う

二
つ
の
強
国
の
あ
い
だ
に
位
置
し
て
い
る
小
国
民
の
全
体
、
そ
れ
は
ク
ン

デ
ラ
が
決
し
て
用
い
な
い
と
い
う
「
中
欧
」
と
い
う
統
一
的
な
概
念
に
集

約
さ
れ
な
い
、
多
言
語
的
な
雑
踏
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
見
る
か
で
違
っ
た

光
の
も
と
に
出
現
す
る
多
中
心
体
で
、
し
か
し
、
ひ
と
が
そ
れ
を
眺
め
る

展
望
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
一
つ
の
共
通
の
〈
歴
史
〉
が
透
け
て

見
え
て
く
る
よ
う
な
も
の
。
そ
し
て
そ
こ
に
た
と
え
ば
ム
ー
ジ
ル
や
カ
フ

カ
、
ブ
ロ
ッ
ホ
、
ゴ
ン
ブ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
を
置
い
て
み
る
と
、
単
独
者
だ
っ

た
彼
ら
は
全
員
、「
小
説
を
反
叙
情
的
ポ
エ
ジ
ー
」
だ
と
考
え
て
い
た
「
私

の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
偉
大
な
小
説
家
た
ち
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
（
＝
星
団

の
星
々
）」
な
の
だ
と
。

　
西
欧
、
東
欧
、
中
欧
と
い
っ
た
一ひ

と
か
ら絡

げ
は
た
し
か
に
危
な
い
、
と
い
う

よ
り
、
そ
こ
に
生
き
る
も
の
の
思
い
や
痛
み
を
問
題
と
し
な
い
ま
な
ざ
し

と
論
理
な
の
だ
ろ
う
。
大
国
と
レ
ッ
テ
ル
付
け
さ
れ
た
ド
イ
ツ
だ
が
、
歴

史
に
四
〇
年
し
か
（
!?
）
存
在
し
な
か
っ
た
「
東
ド
イ
ツ
」
も
西
欧
で
な

く
東
欧
と
し
て
一
括
さ
れ
た
、
多
中
心
体
の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
の

一
つ
の
「
国
」
だ
っ
た
。
私
の
（
!?
）
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
も
、
ク
ン

デ
ラ
と
同
年
の
一
九
二
九
生
ま
れ
で
、
東
ド
イ
ツ
（
ミ
ュ
ラ
ー
は
D
D
R

と
し
か
言
わ
な
か
っ
た
が
）
の
四
〇
年
間
、
や
は
り
東
西
冷
戦
下
の
世
界

を
作
家
と
し
て
身
を
も
っ
て
生
き
た
。
出
版
禁
止
は
ク
ン
デ
ラ
よ
り
早
い

一
九
六
一
年
、
七
五
年
か
ら
一
年
余
の
ア
メ
リ
カ
・
テ
キ
サ
ス
滞
在
を

挟
ん
で
、
七
七
年
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
や
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
の
体
験
を
織

り
込
ん
だ
不
思
議
な
ド
ラ
マ
テ
ク
ス
ト
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
を
発

表
、
し
か
し
自
ら
は
亡
命
す
る
こ
と
な
く
八
九
年
の
民
主
化
運
動
に
参
加
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し
、
九
〇
年
東
ド
イ
ツ
消
滅
の
総
選
挙
の
日
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
作

と
合
体
さ
せ
た
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
／
マ
シ
ー
ン
』
を
演
出
、
再
統
一
し
た
ド

イ
ツ
で
シ
ュ
タ
ー
ジ
疑
惑
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
語
ら
れ
た
自
伝
『
闘

い
な
き
戦
い
』
を
公
刊
し
、
ブ
レ
ヒ
ト
ゆ
か
り
の
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
の
監
督
と
な
っ
て
、
九
五
年
に
他
界
し
た
。

　
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
れ
ば
「
雪
国
」
な
ら
ぬ
「
外
国
」
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
し
か
も
そ
の
「
外
国
」
の
国
境
は
時
点
を
特
定
し
な
い
限
り
、
限
り

な
く
特
定
不
可
能
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
。
チ
ェ
コ
だ
っ
て
、
ク
ン
デ
ラ
が
七
五

年
に
出
国
し
た
と
き
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
だ
っ
た
が
、
ビ
ロ
ー
ド
革

命
を
経
て
九
三
年
に
チ
ェ
コ
共
和
国
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
に
分
離
・

独
立
し
た
。
ロ
シ
ア
の
文
豪
や
反
体
制
派
作
家
と
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
る
こ

と
に
違
和
感
を
感
じ
た
ク
ン
デ
ラ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
違
和
感
を
感
じ
て
い
る

は
ず
だ
。
そ
の
彼
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
は
、「
世
界
文
学
」
し
か
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
そ
ん
な
こ
ん
な
の
屈
折
の
上
で
の
「
欧
米
文
学
」
だ
ろ

う
。
だ
が
い
つ
か
、
大
江
健
三
郎
な
ど
を
媒
介
に
、
日
本
や
ア
ジ
ア
も
含

ん
だ
「
世
界
文
学
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
は
、
私
の
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
本
書
の
読
み
方
、
面
白
が
り
方

で
あ
る
。
他
に
も
い
ろ
い
ろ
に
示
唆
に
富
ん
で
追
思
考
を
そ
そ
ら
れ
る
と

こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
七
部
構
成
の
各
部
の
タ
イ

ト
ル
だ
け
は
記
し
て
お
こ
う
。

第
I

部
　
継
続
性
の
意
識

第
Ⅱ
部

　
世
界
文
学
（D

ie W
eltliteratur

）

第
Ⅲ
部

　
事
物
の
魂
に
向
か
う
こ
と

第
Ⅳ
部

　
小
説
家
と
は
何
か
?

第
Ⅴ
部

　
美
学
と
実
存

第
Ⅵ
部

　
引
き
裂
か
れ
た
カ
ー
テ
ン

第
Ⅶ
部

　
小
説
、
記
憶
、
忘
却

　
他
の
方
は
き
っ
と
ま
た
違
っ
た
読
み
方
、
面
白
が
り
方
を
さ
れ
る
こ
と

だ
ろ
う
、
た
と
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
書
評
サ
イ
ト
に
は
こ
う
い
う
の

も
あ
っ
た
。「
こ
の
作
品
は
、
小
説
論
で
あ
る
が
、
社
会
や
政
治
を
論
じ

て
い
る
と
も
読
め
る
。 

例
え
ば
、『
誰
が
最
初
に
官
僚
制
の
実
存
的
な
意

味
を
発
見
し
た
の
だ
ろ
う
か
』
と
問
い
か
け
る
。
作
者
は
、
ア
ー
ダ
ル
ベ

ル
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ィ
タ
ー
と
い
う
1
9
世
紀
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
家

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
言
う
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
官
僚
制
の

社
会
学
的
、
歴
史
的
、
政
治
的
な
分
析
を
行
う
5
0
年
前
に
、
一
人
の
人

間
が
官
僚
体
制
化
さ
れ
た
世
界
で
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、『
晩

夏
』
と
い
う
作
品
を
通
し
て
語
っ
た
か
ら
だ
。 

現
代
社
会
に
生
き
る
私

た
ち
に
も
『
官
僚
制
』
は
や
は
り
重
い
課
題
で
あ
る
。
小
説
を
論
じ
な
が

ら
、
同
時
に
現
代
社
会
の
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、

全
体
が
濃
厚
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
」。 

な
る
ほ
ど
、
そ
う
も
読
め
る
か

と
思
っ
た
。
そ
ん
な
風
に
本
書
自
体
が
、「
ど
こ
か
ら
見
る
か
で
違
っ
た

光
の
も
と
に
出
現
す
る
多
中
心
体
」
な
の
だ
。

　
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
予
言
・
予
告
さ
れ
て
い
る
、

人
生
の
「
暮
れ
方
の
自
由
」
を
ク
ン
デ
ラ
な
り
に
発
揮
し
て
く
れ
る
だ
ろ

う
新
し
い
小
説
と
い
う
の
も
、
我
が
人
生
の
黄
昏
の
た
め
に
楽
し
み
に
し

て
い
る
。

（
谷
川
道
子
）
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水
林
章
著

『『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
─
─
〈
戦
争
〉
を
前
に
し
た
青
年
』

み
す
ず
書
房　
二
〇
〇
五
年

　
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
〈
正
義
〉
の
自
明
性
が
否
認
さ
れ

る
に
至
っ
た
現
在
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
終
焉
さ
せ
る
た
め
の
〈
戦
争
〉
自
体

が
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
水
林
章
氏
の
『『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
─
─
〈
戦
争
〉
を
前
に
し
た

青
年
』
は
、
冒
頭
で
こ
の
現
代
の
戦
争
に
言
及
し
、
他
国
の
侵
略
と
現
地

の
人
び
と
の
生
活
の
破
壊
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
行
為
を
正
当
化
し

よ
う
と
す
る
、
ア
メ
リ
カ
の
力
の
論
理
を
糾
弾
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ

イ
ー
ド
の
言
葉
を
踏
ま
え
る
形
で
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
書
か
れ
た

戦
争
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ラ

ク
戦
争
を
支
持
す
る
ア
メ
リ
カ
国
内
の
声
が
「
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を

占
め
る
と
い
う
数
字
を
挙
げ
て
水
林
氏
が
驚
き
を
表
明
し
て
い
る
よ
う

に
、
侵
略
戦
争
は
必
ず
自
国
の
行
為
を
是
と
す
る
国
民
の
多
数
派
の
声
に

支
え
ら
れ
て
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
多
数
派
は
当
然
自
国
の
行
為
を

侵
略
行
為
で
は
な
く
、
正
義
の
実
現
と
し
て
受
け
取
る
た
め
に
、
そ
れ
を

相
対
化
す
る
〈
外
部
〉
の
眼
差
し
を
も
つ
こ
と
は
、
非
力
な
少
数
派
に
自

己
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
日
清
戦
争
に
始
ま
る
日
本
の
帝
国
主
義
的
な
戦

争
・
侵
攻
も
、
こ
の
多
数
派
の
声
に
よ
る
正
当
化
を
受
け
て
遂
行
さ
れ
た

が
、
自
由
主
義
者
の
新
渡
戸
稲
造
が
韓
国
併
合
を
賛
美
し
、
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
担
い
手
と
な
っ
た
吉
野
作
造
が
対
華
二
十
一
ヵ
条
要
求
の
後

押
し
を
し
た
こ
と
は
、
こ
の
〈
外
部
〉
の
眼
差
し
を
も
つ
こ
と
の
困
難
さ

を
物
語
っ
て
い
る
。
国
民
の
大
多
数
は
、
日
本
が
韓
国
を
領
土
化
し
、
中

国
で
の
権
益
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
を
自
国
の
〈
発
展
〉
と
し
て
肯
定
し

た
の
で
あ
り
、
し
か
も
最
終
的
に
戦
争
の
犠
牲
と
な
る
の
は
、
そ
れ
に
盲

目
的
な
是
認
を
与
え
た
当
の
国
民
自
身
で
あ
っ
た
。

　
水
林
氏
の
捉
え
る
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
は
、
こ
う
し
た
〈
多
数
派
〉
の

素
直
さ
を
も
っ
た
青
年
を
主
人
公
と
し
、
彼
が
戦
争
の
た
だ
中
に
投
げ

込
ま
れ
、
過
酷
な
経
験
に
遭
遇
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
良
し
と
す
る
価
値

観
か
ら
脱
却
し
て
い
く
変
容
を
辿
っ
た
物
語
で
あ
る
。「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド

Candide

」
と
は
「
純
真
な
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
形
容
詞
だ
が
、
水
林

氏
は
そ
の
ラ
テ
ン
語
に
お
け
る
原
義
が
「
白
さ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主

人
公
が
外
界
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
て
素
直
に
自
己
を
開
く
ナ
イ
ー

ブ
さ
に
彩
ら
れ
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
主
人
公
の
名
前
が
は
ら
ん
だ
ナ
イ
ー
ブ
な
素
直
さ

が
こ
の
作
品
の
鍵
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
は
、
膨

大
な
犠
牲
者
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
な
お
「
最
善
の
状
態
」
と
し

て
肯
定
す
る
師
パ
ン
グ
ロ
ス
の
言
説
を
疑
い
な
く
受
け
入
れ
る
ナ
イ
ー

ブ
さ
に
よ
っ
て
、
物
語
の
主
人
公
に
選
ば
れ
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の

属
性
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
説
を
相
対
化
す
る
眼
差
し
を
獲
得
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
二
つ
の
声
と
眼
差

し
が
交
錯
し
つ
つ
共
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
戦
争
も
含
む
地
上
の

現
象
の
す
べ
て
を
「
最
善
」
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と
す
る
規
範
的
価
値
観

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
を
相
対
化
し
、
空
無
化
し
て
い
く
言
葉
で
あ

る
。
こ
こ
に
水
林
氏
が
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
に
施
す
分
析
の
眼
目
が
あ
り
、
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緻
密
き
わ
ま
り
な
い
読
解
に
よ
っ
て
、
こ
の
長
か
ら
ぬ
一
八
世
紀
の
物
語

が
、
巧
み
に
仕
組
ま
れ
た
多
声
的
織
物
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
く
。
た

と
え
ば
第
三
章
に
描
か
れ
る
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ア
バ
リ
ア
の
軍
隊
が
対
峙

し
合
う
様
相
に
お
い
て
、「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
は
哲
学
者
の
よ
う
に
震
え
な

が
ら
、
こ
の
英
雄
的
な
殺
戮
の
最
中
、
ど
う
に
か
う
ま
く
身
を
隠
し
た
」

と
い
う
一
文
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
内
在
す
る
二
層
の
価
値
観
が
析
出
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
「
英
雄
的
─
殺
戮
」「
哲
学
者
─
震
え
る
」
と
い
う
組

み
合
わ
せ
は
、
肯
定
と
否
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
共
在
さ
せ
て
お
り
、
そ
こ

に
戦
争
の
〈
英
雄
性
〉
と
残
虐
性
、
あ
る
い
は
前
者
の
価
値
を
鼓
吹
す
る

哲
学
者
の
言
説
と
そ
の
現
実
的
な
無
力
さ
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
哲
学
者
」
と
は
具
体
的
に
は
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
の
師
で
あ
る
パ
ン
グ

ロ
ス
を
指
す
と
と
も
に
、
そ
の
モ
デ
ル
と
も
い
う
べ
き
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と

そ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
暗
示
し
、
そ
れ
に
対
す
る
異
議
の
提
示
が
こ
の

一
文
に
さ
り
げ
な
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
叙
述
に
織
り
込
ま
れ
る
、
戦
争
の
〈
英
雄
性
〉
に
対
す
る
相

対
化
の
方
向
性
が
、
共
同
体
の
な
か
で
維
持
さ
れ
て
き
た
価
値
観
を
自
明

の
も
の
と
し
て
受
容
す
る
身
分
制
・
社
団
制
社
会
か
ら
、
国
家
と
直
接
向

き
合
い
う
る
個
人
の
集
合
と
し
て
の
社
会
へ
の
移
行
を
示
唆
す
る
と
と

も
に
、
主
人
公
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
の
変
容
の
伏
線
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
戦
争
の
遂
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
犠
牲
の
大
き
さ

が
、
現
実
世
界
の
所
与
性
の
換
喩
を
な
す
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
否
認
の

声
を
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
性
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
個
的
に
お
こ

な
い
う
る
地
点
に
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
が
進
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
前

半
部
分
の
軍
隊
の
描
出
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
に
対
す
る
水
林
氏
の
直
接
的
な
分
析
は
も
っ
ぱ
ら

前
半
部
分
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
客
観
的
に
す

く
い
上
げ
つ
つ
、
全
体
の
展
望
か
ら
の
演
繹
性
に
よ
っ
て
励
起
さ
れ
る
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
明
晰
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
く
叙
述
は
、
テ
ク
ス

ト
分
析
の
規
範
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
色
彩
や
人
名
に
込
め
ら
れ

た
含
意
を
探
り
出
し
て
い
く
方
法
は
、
評
者
自
身
が
好
む
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、ひ
じ
ょ
う
に
感
興
を
そ
そ
ら
れ
た
。
主
人
公
の
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」

の
含
み
は
か
な
り
自
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
彼
の
師
の
パ
ン
グ
ロ
ス
の
名

が
「
全0

的
に
言
語
0

0

的
な
存
在
」
を
意
味
し
、
領
主
の
ト
ゥ
ン
デ
ー
ル
・
テ

ン
・
ト
ロ
ン
ク
が
「
こ
ん
畜
生
」
を
漂
わ
せ
る
と
い
っ
た
指
摘
は
、
小
説

に
寓
意
性
を
帯
び
さ
せ
る
作
者
の
機
能
を
考
え
る
上
で
興
味
深
か
っ
た
。

　
若
干
の
不
満
を
い
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
水
林
氏
の
分
析
が
前
半
部

分
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
で
示
唆
さ
れ
る
価
値
観
の
過
渡
性

を
、
主
人
公
の
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
担
い
、
彼
自
身
の
変
容
が

も
た
ら
さ
れ
る
か
が
明
瞭
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
引

用
さ
れ
た
箇
所
で
二
種
類
の
声
を
共
在
さ
せ
、
交
錯
さ
せ
て
い
る
の
は
あ

く
ま
で
も
語
り
手
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
自
身
は
所
与

の
価
値
観
を
相
対
化
す
る
眼
差
し
を
発
動
さ
せ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
主
人

公
の
価
値
観
の
変
容
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
が
戦
争
の
過
酷

さ
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
顕
在
化
し
て

い
く
か
が
辿
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
後
半
の
第
二
十
五

章
で
、
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
が
ヴ
ェ
ニ
ス
に
辿
り
着
い
た
際
の
や
り
取
り
で
も

「
馬
鹿
な
人
間
は
、
大
作
家
の
も
の
と
な
る
と
、
何
か
ら
何
ま
で
あ
り
が

た
が
る
。
私
は
、
自
分
の
た
め
に
、
本
を
読
む
の
で
、
自
分
に
役
に
立
つ

も
の
し
か
、
好
き
に
な
れ
ま
せ
ん
」（
丸
山
熊
雄
・
新
倉
俊
一
訳
、
以
下
同
じ
）

と
い
う
現
地
の
貴
族
の
言
葉
に
、
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
は
「
何
事
に
よ
ら
ず
、

自
分
で
は
、
け
っ
し
て
判
断
を
下
さ
ぬ
よ
う
に
、
仕
込
ま
れ
て
来
た
か
ら
、
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こ
の
言
葉
に
、
す
っ
か
り
肝
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
」
う
の
で
あ
り
、「
世
界

秩
序
を
正
当
化
し
存
立
せ
し
め
て
い
る
言
語
的
な
体
制
に
対
す
る
無
自

覚
な
服
従
か
ら
の
自
由
を
描
く
」
と
さ
れ
る
、
主
体
的
な
判
断
力
を
彼
が

身
に
つ
け
る
に
至
っ
た
よ
う
に
は
見
え
難
い
の
で
あ
る
。
叙
述
に
は
ら
ま

れ
て
い
る
二
層
の
声
の
交
錯
に
対
す
る
分
析
は
緻
密
で
強
い
説
得
力
を

も
つ
だ
け
に
、
主
人
公
自
身
の
行
動
・
言
説
の
変
容
と
の
照
応
が
押
さ
え

ら
れ
る
と
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
論
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
〈
高
校
生
に
も
分
か
る
〉
と
い
う
趣
旨
を
も
つ
啓
蒙
性

の
高
い
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
本
書
に
、
そ
れ
を
求

め
る
の
は
望
蜀
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
本
書
を
繙
い
て
い
て
自
然
に
想
起
さ
れ
た
の
は
、
夏
目
漱
石

の
初
期
作
品
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
主
人
公
は
、
そ

の
呼
称
が
示
す
よ
う
に
ま
さ
に
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」
の
人
物
に
ほ
か
な
ら

な
い
。『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
直
接
戦
争
の
姿
は
現
わ
れ
な
い
が
、
以
前
本

誌
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
日
清
戦
争
、
三
国
干

渉
、
日
露
戦
争
と
い
う
、
明
治
日
本
が
経
験
す
る
帝
国
主
義
的
な
歩
み
を

映
し
出
し
て
お
り
、
主
人
公
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
る
こ
と
に
は
、
明

ら
か
に
「
外
発
的
」
に
戦
争
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
く
日
本
の
近
代
国
家

と
し
て
の
未
熟
さ
が
含
意
さ
れ
て
い
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
世
界
と
は
逆

に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」
で
あ
る
こ
と
は
、
戦
争
の
遂
行

者
と
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
日
本
が
〈
成
熟
〉
を
遂
げ

る
こ
と
は
戦
争
の
超
克
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
漱
石
は
そ
の
願
い
を

『
こ
ゝ
ろ
』
に
込
め
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
遠
い
後
身
で
あ
る
「
先
生
」
を

「
明
治
の
精
神
」
に
殉
死
さ
せ
た
が
、結
局
漱
石
の
死
後
も
日
本
は
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
と
し
て
戦
争
の
遂
行
者
で
あ
り
つ
づ
け
た
。『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』

に
お
い
て
も
、
主
人
公
の
造
形
は
必
ず
し
も
彼
が
所
与
の
価
値
観
か
ら
超

脱
す
る
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
前
半
部
分
の

叙
述
か
ら
括
り
取
ろ
う
と
す
る
筆
致
に
、
む
し
ろ
水
林
氏
自
身
の
強
い
希

求
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  （
柴
田
勝
二
）



水曜文化講座
　「ショパンと私」
　4 月 13 日　川島郁夫（本学助教授）

　「食べ物と物語―憎い奴を喰うということ」
　4 月 20 日　南條竹則（作家・本学非常勤講師）

　「琵琶語り : 創造と継承」
　5 月 25 日　塩高和之（琵琶奏者・作曲家）

　「幕末の軍艦奉行―小栗上野介」
　6 月 8 日　金子務（大阪府立大学名誉教授）

　「黒船アメリカを精神分析する」
　6 月 22 日　岸田秀（和光大学名誉教授）
　
　「吉松剛造・詩の朗読会」
　7 月 6 日　吉松剛造（詩人）

　「イスラームと文学」
　10 月 13 日　藤井守男　東長靖（京都大学）
　藤本優子（大阪外国語大学）　杉田英明（東京大学）

　「“もうひとつの声” メキシコ現代詩」
　10 月 26 日　柳原孝敦（本学助教授）　ルイヒ・アマーラ
　アウレリオ・アシアイン　アントニオ・デルトロ

　「関川夏央が読む司馬遼太郎の『坂の上の雲』」
　11 月 2 日　関川夏央（作家・評論家）

　「砂漠のイスラーム・緑のイスラーム」
　11 月 16 日　岡田恵美子（元本学教授）

　「文化政策を考える−ドイツの芸術家会館ベタニエンを参考に」
　12 月 8 日　谷川道子（本学教授）
　ミヒャエル・へルター（ベタニエン元館長）　谷和明

　「金時鐘（キム・シジョン）講演会
   −詩のはなし・詩の朗読−」
　1 月 25 日　金時鐘（詩人）

公開シンポジウム
　シリーズ「＜ヴェトナム＞を記憶する」
　　＊第 3 回／ 4 月 21 日　主催　総合文化研究所
　　「ヴェトナム戦争と文学」　
　　関川夏央　加藤栄　川口健一（本学教授）
　
国際シンポジウム
　< 世界化 > の時代における文学の存在理由
　8 月 6 日　主催　総合文化研究所
　共催　日仏会館　　後援　集英社
　和田忠彦　フランソワーズ・サバン　荒このみ　西成彦
　ラキス・プロギディス　マッシモ・リッツァンテ　
　西谷修　松浦寿夫　荻野アンナ　亀山郁夫　三原弟平　　
　今福龍太　野谷文昭　西永良成　　

講習会　
　第 1 回パワーポイント講習会　
　5 月 16 日　青山亨（本学教授）
　第 2 回パワーポイント講習会
　5 月 23 日　青山亨（本学教授）

講演会
　「ベトナムを知ってますか―東アジアの文学と人種―」
　12 月 2 日　主催　川口研究室
　共催　総合文化研究所
　小栗久美子　今野敏　関川夏央　西木正明　森詠
　川口健一　新津きよみ

　メタフィジコと秩序回帰―芸術と言説―
　2 月 17 日　共催　総合文化研究所
　岡田厚司　ロベルト・テッロージ　松浦寿夫　和田忠彦

編
集
後
記

 

　「〈
異
郷
〉
と
〈
故
郷
〉
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
」
と
い
う
特
集
の
テ
ー

マ
は
、
実
は
西
永
良
成
先
生
の
発
案
だ
っ
た
。
テ
ー
マ
の
魅
力
も
あ
っ
て

か
、
今
回
も
七
篇
の
力
作
が
集
ま
っ
た
。
私
も
チ
ェ
ス
ワ
フ
・
ミ
ウ
ォ

シ
ュ
が
異
土
で
不
思
議
な
葬
ら
れ
方
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
書
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
書
け
ず
に
終
わ
っ
た
。
新
し
く

外
語
大
に
来
ら
れ
た
鬼
木
雄
二
先
生
に
ご
寄
稿
い
た
だ
け
た
こ
と
も
う
れ

し
い
。

　
昨
春
「
編
集
責
任
者
」
を
と
お
お
せ
つ
か
っ
た
も
の
の
、
結
局
私
は
何

も
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
雑
誌
が
無
事
発
行
さ
れ
る
の
も
、
何
よ
り
所

長
の
荒
こ
の
み
先
生
、
そ
し
て
大
塚
ち
は
や
さ
ん
、
陶
山
大
一
郎
さ
ん
、

矢
澤
智
生
さ
ん
ら
教
務
補
佐
の
方
々
の
お
仕
事
の
お
か
げ
で
あ
っ
て
、
編

集
を
し
な
い
ば
か
り
か
自
分
の
原
稿
さ
え
書
か
な
か
っ
た
私
は
、
ひ
た
す

ら
申
し
訳
な
い
気
持
で
こ
の
あ
と
が
き
を
書
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
自

分
の
怠
慢
で
み
な
さ
ん
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
、
あ
ら
た
め
て
お

わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
唯
一
私
が
提
供
し
た
の
は
図
版
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て

お
く
と
、
表
紙
の
写
真
は
後
立
山
連
峰
の
爺
ヶ
岳
（
左
）
と
鹿
島
槍
ヶ

岳
（
右
）
で
、
上
が
冬
の
い
わ
ゆ
る
モ
ル
ゲ
ン
ロ
ー
ト
、
下
が
夏
の
夕
照
。

こ
れ
ら
を
撮
影
し
た
同
じ
地
点
で
の
仲
秋
の
月
と
尾
花
を
中
に
挟
ん
で
配

し
た
。
中
扉
に
挿
入
し
た
の
は
ヴ
ワ
デ
ィ
ス
ワ
フ
・
ス
ツ
シ
ェ
ミ
ン
ス
キ

（
一
八
九
三
〜
一
九
五
二
）
が
一
九
四
三
年
に
制
作
し
た
連
作
「
風
景
と

静
物
」
の
う
ち
の
一
点
で
「
静
物
」。
粗
悪
な
紙
に
鉛
筆
で
描
い
た
も
の

で
あ
る
（
ウ
ッ
チ
美
術
館
蔵
）。
独
ソ
に
よ
る
占
領
中
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
で

彼
が
制
作
し
た
連
作
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
は
他
に
「
強
制
連
行
」「
家
々
に

戦
争
」「
顔
」「
泥
の
よ
う
に
安
く
」
な
ど
が
あ
っ
て
、
こ
の
雑
誌
の
特
集

に
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
載
せ
る
べ
き
な
の
だ
が
、
な

ぜ
か
こ
れ
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
。
裏
表
紙
の
花
は
フ
シ
グ
ロ
セ
ン
ノ
ウ
。

（
関
口
時
正
）

2005 年 度
東京外国語大学 
総合文化研究所
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