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こ
こ
数
年
、
韓
国
と
中
国
が
ず
い
ぶ
ん
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
や

番
組
な
ど
も
、
こ
れ
ら
二
ヶ
国
の
話
題
が
あ
れ
ば
、
以
前
に
な
い
ほ
ど
興
味
を
持
っ
て
見
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
学
科
の
教
員
や
学
生
と
の
交
流
が
一
挙
に
深
ま
っ
た
か
ら
だ

っ
た
。
二
〇
〇
四
年
の
世
界
ポ
ー
ラ
ン
ド
学
会
議
で
、
韓
国
外
大
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
学
研
究
者Cheong 

Byung Kw
on

教
授
に
出
会
う
ま
で
、
学
会
で
も
韓
国
や
中
国
の
人
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
か
っ
た
。
実

を
言
う
と
、
九
〇
年
代
の
半
ば
、「
国
際
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
化
教
育
者
連
盟BRISTOL

」
と

い
う
組
織
を
立
ち
上
げ
る
際
、
発
起
人
の
一
人
だ
っ
た
私
は
、
韓
国
、
中
国
の
（
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
し
か
な

い
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
学
科
に
も
手
紙
を
書
い
て
参
加
を
呼
び
か
け
た
が
、
反
応
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
が
今
や
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
て
、
特
に
韓
国
と
は
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
合
い
、
往
来
し
て
い
る
。

韓
国
外
大
に
講
義
を
し
に
行
く
つ
い
で
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
専
攻
の
学
生
も
連
れ
て
い
っ
て
、
韓
国
人
学
生

の
家
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
逆
に
韓
国
の
学
生
が
来
日
し
て
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
な
が

ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
国
家
検
定
試
験
を
日
本
人
と
一
緒
に
東
京
で
受
け
た
り
す
る
。
昨
年
秋
に
は
総
合
文

化
研
究
所
を
借
り
て
、
初
の
「
日
韓
中
ポ
ー
ラ
ン
ド
学
科
会
議
」
を
催
し
た
。
今
年
六
月
に
は
北
京
外
大

で
こ
の
会
議
を
す
る
。
私
に
と
っ
て
は
初
の
中
国
旅
行
で
あ
る
。

　
韓
国
や
中
国
の
人
々
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
話
を
し
、
旅
行
を
し
、
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と
に
は
独
特

な
痛
快
感
が
あ
る
。
三
国
間
の
歴
史
的
・
政
治
的
な
問
題
も
、
こ
の
「
中
立
語
」
で
話
し
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
克
服
し
や
す
い
よ
う
に
思
え
る
の
は
錯
覚
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
自
分
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の

国
で
少
数
派
で
あ
り
、
開
拓
者
で
あ
る
と
い
う
、
一
種
共
通
す
る
思
い
か
ら
来
る
連
帯
感
も
あ
る
。
北
京

のYi Lijun
、W

u Lan

と
い
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
学
研
究
者
た
ち
か
ら
、
文
化
大
革
命
の
迫
害
に
つ
い
て
、

あ
る
い
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
経
験
し
た
苦
労
に
つ
い
て
聞
く
話
は
凄
ま
じ
い
こ
と
ば
か

り
で
あ
る
し
、
韓
国
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
に
ま
だ
国
交
が
な
い
時
代
に
ベ
ル
リ
ン
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
を
学
び
、

や
が
て
ソ
ウ
ル
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
学
科
を
創
設
し
たCheong

教
授
の
回
顧
談
も
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
す
で
に
退
職
年
齢
に
達
し
つ
つ
あ
る
が
、
ソ
ウ
ル
で
も
北
京
で
も
そ
の
教
え
子
た
ち
が
立
派
に
育

ち
、
学
科
を
運
営
し
て
い
る
。
東
京
で
は
結
局
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
。
悔
や
ま
れ
る
し
、
情
け
な
い
。
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シ
ョ
パ
ン
が
作
っ
た
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
で
作
品
番
号
が
そ
れ
ぞ
れ

二
三
、三
八
、四
七
、五
二
と
打
た
れ
て
い
る
も
の
に
は
「
バ
ラ
ー
ド
」
と

い
う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
い
た
っ
て
不
思
議
な
こ
と
だ
と
以
前
か

ら
考
え
て
い
た
。
ま
し
て
や
演
奏
家
や
音
楽
評
論
家
、
音
楽
学
や
音
楽

史
の
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
そ
う
思
う
の
が
む
し
ろ
当
然
で
、
少
な
か
ら

ぬ
論
争
が
あ
っ
た
し
、
今
も
あ
る
。
色
々
な
論
点
が
あ
る
が
、
最
大
の

関
心
事
は
、
シ
ョ
パ
ン
の
曲
が
何
ら
か
の
詩
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
あ

る
い
は
ど
う
「
読
め
る
か
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
、
比
較
的
最
近
で

は
パ
ラ
キ
ラ
ス
（
一
九
九
二
）
1
、サ
ム
ソ
ン
（
一
九
九
二
）
2
、ザ
ク
シ
ェ

フ
ス
カ
（
一
九
九
九
）
3
、
青
柳
い
づ
み
こ
（
二
〇
〇
一
）
4
、
ビ
ョ
ル
リ

ン
ク
（
二
〇
〇
二
）
5
、
ク
ラ
イ
ン
（
二
〇
〇
四
）
6
そ
し
て
ベ
ル
マ
ン

（
二
〇
一
〇
）
7
な
ど
、
純
然
た
る
ア
ナ
リ
ー
ゼ
で
は
な
い
、
か
つ
英
語
や

日
本
語
で
読
め
る
も
の
だ
け
で
も
、
こ
れ
に
関
す
る
文
献
は
結
構
あ
る
。

　

ベ
ル
マ
ン
の
近
著
は
、《
バ
ラ
ー
ド
・
ヘ
長
調
・
作
品
三
八
》
を
一
つ

の
詩
と
関
連
付
け
る
の
で
は
な
く
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
殉
難
と
民
族
と

し
て
の
彼
ら
の
願
望
を
音
に
よ
っ
て
語
っ
た
、
明
示
的
に
民
族
主
義
的
な

物
語
」
8
と
し
て
見
て
、三
国
分
割
以
前
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
牧
歌
的
イ
メ
ー

ジ
か
ら
始
ま
り
、
一
八
三
〇
年
の
十
一
月
蜂
起
、
翌
年
の
そ
の
挫
折
、
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
予
言
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
復
活
」

│
と
実
際
の

歴
史
的
時
間
に
沿
っ
て
曲
を
「
読
ん
で
ゆ
く
」
と
い
う
驚
く
べ
き
書
物
だ

が
、
シ
ョ
パ
ン
の
こ
の
バ
ラ
ー
ド
が
一
九
世
紀
に
そ
う
読
ま
れ
得
た
、
あ

る
い
は
そ
う
読
ま
れ
て
当
然
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
古
学
的
に
証
明

し
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
現
在
そ
の
よ
う
に
読
め
る
と
い
う
こ
と
に
力
点

が
あ
る
の
か
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
は
し
な
い
。

　

音
楽
と
い
う
、
主
と
し
て
音
響
的
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
テ
ク
ス

ト
を
、
ど
の
よ
う
に
（
読
ん
で
）
演
奏
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
（
読
ん
で
）

鑑
賞
す
る
か
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
演
奏
者
や
受

容
者
の
自
由
や
権
利
と
い
っ
た
問
題
も
含
め
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
さ
ま
ざ

ま
あ
る
。
私
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
、
シ
ョ
パ
ン
が
曲
に
バ

ラ
ー
ド
と
い
う
題
を
付
し
た
時
、
あ
る
い
は
作
品
二
三
を
作
っ
た
と
さ
れ

る
一
八
三
四
〜
五
年
頃
ま
で
、「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
言
葉
を
ど
う
了
解

し
て
い
た
の
か
、
こ
の
語
の
響
き
に
何
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
知
り
た
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
が
自
作
を
バ
ラ
ー

ド
と
命
名
し
た
行
為
を
ど
う
解
釈
で
き
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
文
化
史

的
な
興
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
へ
の
接
近
だ
っ
た
の
か
、
挑
戦
だ
っ
た

の
か
、
意
欲
的
な
実
験
だ
っ
た
の
か
、
む
し
ろ
商
業
的
な
意
匠
だ
っ
た
の

か
。

　

シ
ョ
パ
ン
は
自
分
の
曲
に
楽
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
以
外
の
題
を
付
け
な

か
っ
た
。「
バ
ル
カ
ロ
ー
レ
」
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
も
曲
種
と
み
な
し
得
る
。
音
楽
に
文
学
的
な
要
素
を
は
な
は
だ
し
く

バ
ラ
ー
ド
の
変
容
、
あ
る
い
は
シ
ョ
パ
ン
の
実
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口　

時
正



̶̶̶　〈かたち〉の変容　̶̶̶

7

持
ち
込
ん
だ
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
同
世
代
の

シ
ュ
ー
マ
ン
や
リ
ス
ト
と
比
べ
れ
ば
、
シ
ョ
パ
ン
の
「
標
題
」
嫌
い
は
決

定
的
だ
っ
た
。
英
国
の
楽
譜
出
版
人
ウ
ェ
ッ
セ
ル
は
、
彼
の
作
品
《
ノ
ク

タ
ー
ン
・
作
品
九
》に「Les M

urm
ures de la Seine

セ
ー
ヌ
の
さ
ざ
め
き
」、

《
ス
ケ
ル
ツ
ォ
・
ロ
短
調
》
に
「Le Banquet infernal

地
獄
の
宴
」、《
バ

ラ
ー
ド
・
ト
短
調
・
作
品
二
三
》
に
は
「La M

éditation

瞑
想
」、《
バ
ラ
ー

ド
・
ヘ
長
調
・
作
品
三
八
》
に
「La G

racieuse

優
美
な
女ひ
と

」
等
々
と
い
っ

た
題
名
を
無
断
で
付
し
て
出
版
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ョ
パ
ン
は
、
楽

譜
の
出
版
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
任
せ
て
い
た
友
人
ユ
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
タ

ナ
宛
て
に
こ
う
書
い
て
い
る

│

　

例
の
ウ
ェ
ッ
セ
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
ぼ
ん
く
ら
、
ペ
テ
ン
師
。
奴
に

は
君
の
方
で
好
き
な
よ
う
に
返
事
を
し
て
く
れ
て
い
い
が
、
僕
は
《
タ
ラ

ン
テ
ッ
ラ
》
に
対
す
る
自
分
の
権
利
を
譲
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
こ
と
、

な
ぜ
な
ら
期
限
内
に
返
送
し
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
、
も

し
僕
の
曲
で
あ
ま
り
儲
け
が
出
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
、

僕
が
禁
止
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ス
テ
イ
プ
ル
ト
ン
氏
に
何
回
も
虚こ

け仮
に

さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ
あ
い
う
馬
鹿
げ
た
題
名
を
付
け
続
け
た
せ
い

に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
も
し
も
僕
が
自
分
の
心
の
声
に
従
っ
て

い
れ
ば
、
あ
ん
な
題
名
の
後
で
は
、
も
う
奴
に
は
一
曲
も
送
っ
て
や
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
や
っ
て
欲
し
い
。
と
に
か
く
な
る

べ
く
虚
仮
に
し
て
や
っ
て
貰
い
た
い
。（
一
八
四
一
年
一
〇
月
九
日
付
け
、

ユ
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
タ
ナ
宛
て
書
簡
）
9

　

標
題
音
楽
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
シ
ョ
パ
ン
は

│
同
時
代
の
知

識
人
を
基
準
に
す
れ
ば

│
文
学
に
関
心
が
な
か
っ
た
。
文
章
を
書
く
こ

と
も
好
ま
な
か
っ
た
。
当
時
の
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の

藝
術
家
の
中
で
は
異
例
だ
。
彼
が
残
し
た
唯
一
の
テ
ク
ス
ト
と
い
っ
て
い

い
書
簡
類
を
見
て
も
、
文
学
に
関
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

オ
ペ
ラ
を
、
そ
れ
も
民
族
的
、
ス
ラ
ヴ
的
オ
ペ
ラ
を
書
い
て
く
れ
と
い

う
要
望
が
色
々
な
方
面
か
ら
あ
っ
て
も
、
一
切
応
じ
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
シ
ョ
パ
ン
が
二
一
歳
の
時
、
若
干
年
長
の
友
人
、
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ン
・

ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ
は
こ
う
説
い
た

│

　

か
く
な
る
上
は
、
君
は
絶
対
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
の
創
始
者
に
な

る
べ
き
だ
。
君
な
ら
な
れ
る
し
、ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
民
的
作
曲
家
と
し
て
、

測
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
広
大
な
活
躍
の
場
を
自
ら
の
才
能
の
た
め
に
切
り
開
く

こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
途
方
も
な
い
名
声
を
手
に
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
を
、
僕
は
深
く
、
深
く
確
信
し
て
い
る
。
と
に
か
く
ひ
た
す
ら
心
が
け

る
こ
と
だ

│
一
に
民
族
性
、
二
に
民
族
性
、
そ
し
て
三
に
も
民
族
性
を
。

こ
れ
は
、
凡
庸
な
作
家
連
中
に
は
た
だ
の
空
疎
な
言
葉
に
過
ぎ
な
い
が
、

君
の
よ
う
な
才
能
に
と
っ
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。（
一
八
三
一
年

七
月
六
日
付
け
シ
ョ
パ
ン
宛
て
書
簡
）
10

　

シ
ョ
パ
ン
が
作
曲
を
学
ん
だ
師
は
ユ
ゼ
フ
・
エ
ル
ス
ネ
ル
と
い
う
作
曲

家
だ
っ
た
が
、
エ
ル
ス
ネ
ル
は
、
二
七
篇
も
の
オ
ペ
ラ
を
書
き
、
そ
の
多

く
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
に
取
材
し
た
、
い
わ
ば
民
族
物
で
あ
っ
た
。
他
に
も

ミ
サ
曲
、
オ
ラ
ト
リ
オ
、
カ
ン
タ
ー
タ
な
ど
の
声
楽
曲
を
作
っ
て
い
る
。

そ
の
エ
ル
ス
ネ
ル
も
、
シ
ョ
パ
ン
に
対
し
て
、
オ
ペ
ラ
を
書
い
て
ロ
ッ

シ
ー
ニ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
仲
間
入
り
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
望
ん
で

い
て
、「
オ
ペ
ラ
に
よ
っ
て
こ
そ
不
朽
の
名
を
残
す
べ
き
で
す
」
と
言
っ

て
い
た
（
一
八
三
一
年
一
一
月
二
七
日
付
け
、
姉
ル
ド
ヴ
ィ
カ
の
シ
ョ
パ
ン
宛
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て
書
簡
）
11
。

　

シ
ョ
パ
ン
が
出
国
し
て
三
週
間
ほ
ど
で
決
起
し
た
対
ロ
シ
ア
の
十
一

月
蜂
起
は
、
翌
一
八
三
一
年
の
九
月
に
鎮
圧
さ
れ
る
が
、
そ
の
挫
折
を
挟

む
よ
う
に
前
後
相
次
い
だ
、
こ
う
し
た
オ
ペ
ラ
作
曲
の
要
請
に
対
し
て
、

シ
ョ
パ
ン
自
身
は
、
あ
く
ま
で
「
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
世
の
中
を
渡
っ
て

ゆ
く
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
応
じ
て
い
る
12
。
シ
ョ
パ
ン
は
オ

ペ
ラ
が
好
き
だ
っ
た
。
よ
く
聴
き
に
行
っ
て
い
た
し
、
手
紙
で
は
オ
ペ
ラ

に
つ
い
て
の
言
及
も
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

た
ち
が
切
望
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
オ
ペ
ラ
は
書
か
な
か
っ
た
。

声
楽
曲
を
本
気
で
書
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
現
在
流
通
し
て
い

る
《
歌
曲
集
》（
作
品
番
号
七
四
）
と
い
う
の
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
死
後
に
ユ
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
タ
ナ
が
ま
と
め
て
、

い
わ
ば
勝
手
に
出
版
し
た
も
の
で
、
作
曲
者
本
人
に
は
出
版
の
意
思
が
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
。《
歌
曲
集
》
の
初
版
に
は
一
八
五
九
年
一
月
付
け

の
編
者
の
序
文
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
フ
ォ
ン
タ
ナ
自
身
が
こ
う
認
め
て
い

る
の
は
、
せ
め
て
も
の
弁
解
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

│

　

し
か
し
言
葉
は
音
楽
に
対
し
て
、
思
考
の
あ
る
種
の
秩
序
を
、
ス
タ
イ

ル
や
曲
調
を
強
制
す
る
。
シ
ョ
パ
ン
は
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
よ
し
と

し
な
か
っ
た
。
ま
た
外
国
語
の
詩
に
曲
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
も
一
度
と

し
て
試
み
た
こ
と
が
な
い
。
13

　

シ
ョ
パ
ン
は
自
分
の
作
っ
た
歌
曲
を
コ
ン
サ
ー
ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

載
せ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
。
つ
ま
り「
作
品
」と
し
て
考
え
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
曲
の
多
く
が
、
友
人
に
頼
ま
れ
て
、
特
に
女

性
の
「
ア
ル
バ
ム
」
に
書
き
込
ん
で
ち
ょ
っ
と
し
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
す
る

た
め
に
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
余
興
に
供
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
、
い
わ

ば
私
的
、
サ
ロ
ン
的
、
社
交
的
な
用
途
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の

主
題
や
曲
調
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

音
楽
と
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
限
り
、
シ
ョ
パ
ン
の
こ
う
し
た
姿

勢
は
ロ
マ
ン
主
義
の
範
疇
か
ら
逸
脱
す
る
。
彼
の
文
体
自
体
が
ロ
マ
ン
主

義
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
縷
々
記
さ
な
い
が
、

事
実
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
現
存
す
る
シ
ョ
パ
ン
の
書
簡
で
初
め
て
ロ
マ
ン
主
義
に

関
連
す
る
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
一
八
二
六
年
の
友
人
あ
て
手
紙
で
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
《
魔
弾
の
射
手
》
に
触
れ
な
が
ら
、「
彼
の
ド
イ
ツ
的
な

性
格
、
例
の
妙
な
浪
漫
性
〔ow

a dziw
na rom

antyczność

〕」
14
と
表
現
し

て
い
る
箇
所
だ
が
、
肯
定
的
な
使
い
方
と
は
と
ら
え
が
た
い
。
こ
こ
で

使
わ
れ
て
い
るdziw

na

と
い
う
形
容
詞
を
「
不
思
議
な
」
と
訳
す
こ
と

も
で
き
、
そ
う
す
る
と
日
本
語
で
は
い
き
お
い
肯
定
的
な
響
き
に
な
る

が
、
一
八
三
一
年
に
パ
リ
で
の
新
し
い
生
活
が
始
ま
る
ま
で
の
シ
ョ
パ
ン

の
書
簡
に
現
れ
る
こ
の
形
容
詞
の
用
い
ら
れ
方
を
吟
味
検
討
し
た
上
で
、

「
妙
な
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。rom

antyczność

と
い
う
単
語
も
、「
ロ

マ
ン
主
義
」
と
訳
し
た
い
誘
惑
は
常
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
普
通

に
ロ
マ
ン
主
義
と
訳
す
単
語rom

antyzm

は
当
時
ま
だ
使
わ
れ
て
お
ら

ず
、rom

antyczność

が
そ
れ
に
相
当
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

　

一
八
二
八
年
、
自
然
科
学
者
の
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ヤ
ロ
ツ
キ
と
と
も
に
ワ

ル
シ
ャ
ワ
を
九
月
九
日
に
発
ち
、
一
四
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
着
い
た
シ
ョ
パ

ン
は
、
乗
合
馬
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
こ
ん
な
観
察
を
し
て
い
る

│

　

僕
た
ち
の
旅
の
同
行
者
は
、
ポ
ズ
ナ
ン
在
住
の
ド
イ
ツ
人
で
、
重
苦
し
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い
、
ド
イ
ツ
的
な
冗
談
が
特
徴
的
な
法
律
家
一
人
と
、
駅
馬
車
で
（
頻
繁

な
旅
行
ゆ
え
）
学
問
の
出
来
上
が
っ
た
、
肥
え
た
プ
ロ
イ
セ
ン
人
農
学
者

一
人
。
そ
ん
な
メ
ン
バ
ー
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト〔
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
ー
デ
ル
〕

の
一
つ
手
前
の
駅
ま
で
辿
り
着
い
た
の
で
と
こ
ろ
へ
も
う
一
人
、
ド
イ
ツ

版
コ
リ
ン
ナ
と
も
い
う
べ
き
、
や
た
ら
とA

ch!  Ja! N
ein! 

を
連
発
す
る
、

要
す
る
に
正
真
正
銘
の
ロ
マ
ン
主
義
ぶ
り
っ
こ
〔rom

antyczna pupka

〕

が
乗
り
込
ん
で
き
て
、
道
中
ず
っ
と
隣
の
法
律
家
に
対
し
て
腹
を
立
て
て

い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
面
白
く
て
、
気
散
じ
に
な
り
ま
し
た
。
15

　

コ
リ
ン
ナ
（K

orynna

）
と
い
う
の
は
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
書
い
た
小

説
『
コ
リ
ン
ヌ
、
或
は
イ
タ
リ
ア
』
16
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
も
流
行
し
て
で

き
た
言
葉
の
よ
う
で
、「
ぶ
り
っ
こ
」
と
苦
し
い
訳
を
し
たpupka

は
、

衣
裳
や
化
粧
の
様
子
は
い
い
が
、
中
味
の
な
い
、
人
形
の
よ
う
な
女
も
し

く
は
男
を
指
し
た
一
九
世
紀
前
半
の
単
語
で
、
今
で
は
死
語
に
な
っ
て
い

る
。「
気
取
り
屋
」「
カ
マ
ト
ト
」も
考
え
た
が
、ど
れ
も
し
っ
く
り
こ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
代
の
シ
ョ
パ
ン
が
使
っ
た
「
浪
漫
性
」「
浪
漫
的
」

の
語
に
は
皮
肉
や
批
判
の
響
き
が
強
い
。

＊

　

フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
や
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
の
作
品
の
よ
う
に
、

シ
ョ
パ
ン
以
前
に
も
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
楽
曲
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ど

れ
も
、
文
学
作
品
と
し
て
の
バ
ラ
ー
ド
の
歌
詞
に
曲
や
伴
奏
を
付
し
た
歌

曲
だ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
作
曲
家
マ
リ
ア
・
シ
マ
ノ
フ
ス
カ
が
、
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
か
ら
ご
く
一
部
の
言
葉
を
切
り
取
っ
て

曲
を
付
け
た
歌
曲
、「
シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ
」
を
一
八
二
八
年
に
出
版
し

て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
歌
曲
で
あ
り
、
そ
れ
も
小
曲
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
シ
ョ
パ
ン
の
バ
ラ
ー
ド
に
は
言
葉
が
な
い
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン

の
《
無
言
歌
》
の
よ
う
に
小
品
で
も
な
い
。
私
は
そ
こ
に
、
つ
ま
り
歌
詞

を
伴
わ
な
い
、
比
較
的
規
模
の
大
き
い
、
ピ
ア
ノ
独
奏
の
純
粋
な
器
楽
曲

を
バ
ラ
ー
ド
と
命
名
し
た
こ
と
に
、
シ
ョ
パ
ン
の
挑
戦
的
な
姿
勢
を
感
じ

る
。

　

そ
も
そ
も
彼
が
最
初
の
《
バ
ラ
ー
ド
・
ト
短
調
・
作
品
二
三
》
を

一
八
三
六
年
六
月
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
出
版
す
る
ま
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の

空
間
で
、
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
外
示
、
共
示
を
持
つ
単

語
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
こ
う
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
調
べ
ら
れ
た

形
跡
は
、
私
が
知
る
限
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
内
で
も
外
で
も
な
い
。

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ
ラ
ー
ド
、ballada

17
の
語
は
、
欧
州
共
通
語
と
し

て
中
世
ま
で
遡
り
得
る
そ
の
古
い
語
源
は
別
と
し
て
、
使
用
の
実
態
か
ら

み
れ
ば
、
一
八
一
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
直
接
に
は
ド
イ
ツ

語B
allade

か
ら
の
借
用
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
と
言
え
る
。
具
体
的

に
は
一
八
一
六
年
の
月
刊
文
藝
誌
『
パ
ミ
ェ
ン
ト
ニ
ク
・
ヴ
ァ
ル
シ
ャ
フ

ス
キPam

iętnik W
arszaw

ski

』
一
五
号
に
、
ユ
ゼ
フ
・
デ
ィ
オ
ニ
ズ
ィ
・

ミ
ナ
ソ
ー
ヴ
ィ
チ
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
の
詩
「
潜
水
夫
」
を
翻
訳

し
掲
載
し
た
「N

urek. Ballada

潜
水
夫
。
バ
ラ
ー
ド
」
あ
た
り
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
語
と
し
て
公
け
に
使
用
さ
れ
た
初
の
例
だ
ろ
う
18
。
ミ
ナ
ソ
ー

ヴ
ィ
チ
は
、
同
じ
年
の
三
月
一
一
日
に
「
Ａ
・
Ｃ
公
19
の
求
め
に
応
じ
て
」

ゲ
ー
テ
の「
魔
王
」も「W

ilkołak. Ballada

狼
男
。
バ
ラ
ー
ド（Erlkönig

）」

と
題
し
て
翻
訳
し
た
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
が
20
、
こ
れ
は
す
ぐ
に
は
印

刷
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
年
後
に
は
、
ヤ
ン
・
ネ
ポ

ム
ツ
ェ
ン
・
カ
ミ
ン
ス
キ
が
シ
ラ
ー
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
訳
詩
集
『
バ
ラ
ー

ド
と
歌
』
を
出
版
し
た
21
。
さ
ら
に
翌
一
八
一
九
年
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
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ア
ウ
グ
ス
ト
・
ビ
ュ
ル
ガ
ー
の
バ
ラ
ー
ド
「
レ
ノ
ー
レ
」
の
ポ
ー
ラ
ン
ド

語
訳
が
出
た
が
、実
に
原
作
発
表
（
一
七
七
四
年
）
後
、半
世
紀
近
く
も
た
っ

て
の
紹
介
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ウ
ィ
ー
ン
会
議
後
に
相
次
い
で
ド
イ
ツ
の
バ
ラ
ー
ド
が
紹

介
さ
れ
る
ま
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
。

言
葉
が
な
か
っ
た
か
ら
、
似
た
よ
う
な
内
容
の
ジ
ャ
ン
ル
が
な
か
っ
た

か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
か
な
り
近
い
も
の
に
「dum

a

〔
ド
ゥ
ー

マ
〕」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
ド
ゥ
ー
マ
と
い
う
言
葉
は
「
歌
」
の
意

味
で
多
様
な
指
示
内
容
を
は
ら
み
な
が
ら
、
民
衆
的
な
も
の
も
文
学
的
な

も
の
も
含
め
、
中
世
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
が
、
一
八
世
紀
末
に
は
特
定
の

勇
者
や
歴
史
上
の
偉
人
を
弔
い
、
そ
の
功
績
を
賞
揚
す
る
多
く
の
ド
ゥ
ー

マ
が
書
か
れ
出
し
た
。
こ
の
種
の
も
の
で
と
り
わ
け
有
名
な
の
が
、
オ
シ

ア
ン
の
歌
に
触
発
さ
れ
て
書
い
た
と
い
う
フ
ラ
ン
チ
シ
ェ
ク
・
カ
ル
ピ
ン

ス
キ
の
「D

um
a Lukierdy

ル
キ
ェ
ル
ダ
の
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
七
八
〇
年
頃
執

筆
、
一
七
八
二
年
刊
）
や
、
ユ
リ
ア
ン
・
ウ
ル
ス
ィ
ン
・
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
の「D

um
a o Żółkiew

skim

ジ
ュ
ウ
キ
ェ
フ
ス
キ
に
寄
せ
る
ド
ゥ
ー

マ
」（
一
七
八
六
年
執
筆
？
）、「D
um

a o Stefanie Potockim

ス
テ
フ
ァ

ン
・
ポ
ト
ツ
キ
に
寄
せ
る
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
七
八
八
年
執
筆
？
）、「D

um
a o 

kniaziu M
ichale G

lińskim

ミ
ハ
ウ
・
グ
リ
ン
ス
キ
殿
に
寄
せ
る
ド
ゥ
ー

マ
」（
一
八
〇
三
年
作
）
な
ど
の
作
品
で
、
い
ず
れ
も
伝
説
上
あ
る
い
は
史

上
名
高
い
人
物
を
詠
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
プ

レ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
形
成
す
る
近
代
的
ド
ゥ
ー
マ
で
あ
り
、
バ
ラ
ー

ド
の
前
身
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
典
型
の
よ
う
に
、
題
が
「
○
○
の
ド
ゥ
ー
マ
」「
○
○
に

寄
せ
る
ド
ゥ
ー
マ
」
と
あ
っ
て
、
内
容
も
○
○
と
い
う
人
物
と
そ
の
事

績
を
歌
い
上
げ
る
も
の
の
後
に
、
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
「Alonzo i 

H
elena. D

um
a naśladow

ana z angielskiego

ア
ロ
ン
ゾ
と
ヘ
レ
ナ

│

英
国
風
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
〇
二
年
作
）
や
「Sen M

arysi. D
um

a

マ
リ

シ
ャ
の
夢

│
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
二
〇
年
作
）
と
い
う
よ
う
な
、
異
な

る
発
想
と
題
を
持
つ
詩
も
書
い
て
い
て
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
が

い
ず
れ
も
英
語
の
バ
ラ
ー
ド
的
作
品
を
下
敷
き
に
し
た
翻
案
で
あ
り
な

が
ら
22
、
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
ド
ゥ
ー
マ
と
い
う
古
い
呼
称
に
こ
だ

わ
っ
て
、
つ
い
ぞ
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
新
語
を
導
入
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

「Zim
a. D

um
a naśladow

ana z angielskiego

冬

│
英
国
風
ド
ゥ
ー
マ
」

（
一
八
〇
三
年
作
）
と
い
う
短
い
詩
な
ど
も
、
そ
の
原
作
は
同
定
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
た
時
代
の
作
品
で
も
あ
り
、
副
題

通
り
、
読
ん
だ
味
わ
い
も
い
た
っ
て
英
国
文
学
風
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
固
有

の
名
詞
は
現
れ
ず
、
偉
人
に
捧
げ
た
弔
歌
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
作
品
と

な
っ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
文
学
の
バ
ラ
ー
ド
がballada

と
し
て
輸
入
、
紹
介
さ
れ
始

め
て
も
「Artur i M

inw
ana. D

um
a

ア
ル
ト
ゥ
ル
と
ミ
ン
ヴ
ァ
ナ

│

ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
一
八
年
作
）、「Ludm

iła w
 O

jcow
ie. D

um
a. W

iersz 
m

iarow
y

オ
イ
ツ
フ
の
ル
ド
ミ
ワ

│
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
一
八
年
作
）、

「O
ldyna. D

um
a galicyjska

オ
ル
デ
ィ
ナ

│
ガ
リ
ツ
ィ
ア
の
ド
ゥ
ー

マ
」（
一
八
一
九
年
作
）、「Alfred. D

um
a

ア
ル
フ
レ
ッ
ト

│
ド
ゥ
ー
マ
」

（
一
八
二
一
年
作
？
）、「D

um
a. M

eliton i Ew
elina

ド
ゥ
ー
マ

│
メ
リ

ト
ン
と
エ
ヴ
ェ
リ
ナ
」（
一
八
二
一
年
作
）
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
詩
人
が

ド
ゥ
ー
マ
と
銘
打
っ
た
詩
を
書
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
す
で
に
歴

史
的
偉
人
の
挽
歌
で
は
な
く
、
名
も
な
い
、
む
し
ろ
庶
民
を
主
人
公
に
設

定
す
る
こ
と
で
、
よ
り
バ
ラ
ー
ド
に
近
づ
い
て
い
た
。
だ
が
、
す
べ
て
の

ド
ゥ
ー
マ
に
は
死
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。dum

a

は
静
か
に
も

の
思
う
、
と
り
わ
け
過
去
や
故
人
を
ふ
り
か
え
っ
て
瞑
想
す
る
と
い
う
意
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味
の
動
詞
ド
ゥ
マ
ッ
チdum

ać

と
連
な
る
言
葉
な
ら
で
は
の
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
一
九
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は
、
文
学
的
ド
ゥ
ー
マ
と
は
別

に
、
ド
ゥ
ー
マ
は
、
特
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
地
方
で
行
わ
れ
る
民
間
の
物
語
歌

と
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
戦
に
出
か
け
る
騎

士
や
若
者
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
後
に
と
り
残
さ
れ
た
女
性
の
悲
嘆
を

歌
う
、
し
ば
し
ば
悲
劇
的
な
結
末
を
持
つ
叙
事
的
・
感
傷
的
ド
ゥ
ー
マ

と
、
超
自
然
現
象
や
妖
怪
に
つ
い
て
物
語
る
怪
奇
的
ド
ゥ
ー
マ
な
ど
が
少

な
か
ら
ず
流
通
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
民
間
伝
承
の
色
合
い
が
濃
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、
ド
ゥ
ー
マ
は
バ
ラ
ー
ド
に
近
づ
い
た
と
言
う
べ
き
な
の
だ

が
、
結
局
一
九
世
紀
後
半
に
入
っ
て
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
姿
を
消
す
。
恐

ら
く
は
、
日
本
語
の
「
挽
歌
」
の
よ
う
に
、
古
代
的
、
前
時
代
的
な
響
き

が
強
く
な
り
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
ド
ゥ
ー
マ
と
翻
訳
詩
の
バ
ラ
ー
ド
が
共
存
す
る
中
、

一
八
二
二
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
手
に
な
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
詩
に
初
め

て
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
題
が
冠
せ
ら
れ
て
発
表
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で

一
七
九
七
年
が
「
バ
ラ
ー
ド
の
年
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
年

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
お
け
る
「
バ
ラ
ー
ド
の
年
」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
ほ
ど
、

ballada

と
い
う
、
耳
慣
れ
ぬ
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
南
欧
語
を
想
わ
せ

る
新
奇
な
響
き
の
単
語
が
一
挙
に
流
行
し
始
め
た
年
だ
っ
た
。

　

こ
の
年
、
ヴ
ィ
ル
ノ
市
（W

ilno

│
現
在
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
の
首
都

ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
スV

ilnius

）
の
月
刊
文
藝
誌
『D

ziennik W
ileński

ジ
ェ
ン
ニ

ク
・
ヴ
ィ
レ
ン
ス
キ
』
に
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
「Św

itezianka. 
Ballada

シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ

│
バ
ラ
ー
ド
」
と
ト
マ
シ
ュ
・
ザ
ン
23

の
「C

yganka. Ballada

ジ
プ
シ
ー
女

│
バ
ラ
ー
ド
」
が
相
次
い
で
掲

載
さ
れ
た
。
前
者
に
は
「
近
日
中
に
公
刊
さ
れ
る
予
定
の
詩
集
『
バ
ラ
ー

ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
か
ら
」
と
い
う
注
記
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
一
方
ま
っ

た
く
時
を
同
じ
く
し
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
も
、
シ
ラ
ー
の
バ
ラ
ー
ド
を
数
年

前
に
掲
載
し
た
雑
誌
『
パ
ミ
ェ
ン
ト
ニ
ク
・
ヴ
ァ
ル
シ
ャ
フ
ス
キ
』
に
二

篇
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
バ
ラ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
た
。
ユ
ゼ
フ
・
ボ
フ
ダ
ン
・

ザ
レ
ス
キ
24
の
「Lubor. Ballada z pow

ieści ludu 

ル
ボ
ル

│
民
衆
の

物
語
に
よ
る
バ
ラ
ー
ド
」と
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ
25
の「Xenor 

i Zelina. Ballada 

ク
セ
ノ
ル
と
ツ
ェ
リ
ナ

│
バ
ラ
ー
ド
」
で
あ
る
。
こ

の
二
人
は
、
と
も
に
シ
ョ
パ
ン
よ
り
八
、九
歳
年
上
で
、
や
が
て
シ
ョ
パ

ン
と
親
し
く
し
、
シ
ョ
パ
ン
に
歌
曲
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
詩
人

で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
文
学
者
で
は
最
も
シ
ョ
パ
ン
に
近
か
っ
た
人

物
た
ち
だ
と
言
っ
て
い
い
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
も
含
め
、
や
が
て
シ
ョ

パ
ン
と
知
り
合
う
こ
う
い
う
詩
人
た
ち
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
初
の
バ
ラ
ー

ド
を
発
表
し
た
と
い
う
事
実
は
見
逃
せ
な
い
。
ち
な
み
に
、「
ジ
プ
シ
ー

女
」
の
他
に
も
「
ベ
キ
ェ
シ
ュ
の
バ
ラ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
を
早
く

一
八
一
八
年
に
書
い
て
い
た
、
ヴ
ィ
ル
ノ
の
詩
人
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す
る

ザ
ン
は
、
反
ロ
シ
ア
的
活
動
の
廉
で
ロ
シ
ア
奥
地
に
流
さ
れ
、
ワ
ル
シ
ャ

ワ
に
上
る
こ
と
も
な
く
、
西
欧
に
も
亡
命
し
な
か
っ
た
の
で
、
シ
ョ
パ
ン

と
の
接
点
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
際
、
こ
れ
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
バ
ラ
ー
ド
の
先
駆
者
た
ち
の
詩
に

シ
ョ
パ
ン
が
作
曲
し
た
歌
曲
を
挙
げ
て
お
く
。
フ
ォ
ン
タ
ナ
が
編
ん
だ

シ
ョ
パ
ン
歌
曲
集
に
収
め
る
一
九
曲
の
う
ち
、
実
に
一
五
曲
に
の
ぼ
る
26

│
ザ
レ
ス
キ

│
「
素
敵
な
若
者
」「
ふ
た
と
お
り
の
結
末
」「
あ
る
べ
き
も

の
な
く
」（「
ド
ゥ
ム
カ
」
と
題
さ
れ
た
も
の
と
同
曲
）

ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ

│
「
願
い
」「
春
」「
悲
し
い
河
」「
酒
場
の
唄
」「
好
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き
な
場
所
」「
使
い
」「
つ
わ
も
の
」「
指
輪
」「
魔
法
」

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ

│
「
私
の
前
か
ら
消
え
て
！
」「
僕
の
可
愛
い
甘

え
ん
ぼ
さ
ん
」

　

一
八
二
二
年
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

初
の
バ
ラ
ー
ド
四
篇
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
す
べ
て
こ
こ
に
訳
出
す
べ
き
だ

が
、
と
り
あ
え
ず
は
最
も
短
い
「
ル
ボ
ル
」
の
み
掲
げ
る

│

ル
ボ
ル

　

 
 

民
衆
の
物
語
に
よ
る
バ
ラ
ー
ド

疲
弊
し
た
軍
勢
に
休
息
の
時
を
与
え
る
と
、

　

年
老
い
た
猛
将
ル
ボ
ル
は
独
り

黒
毛
馬
に
跨
り
、
暗
い
夜
の
闇
を

　

黒
々
と
し
た
太
古
の
森
へ
分
け
入
っ
て
ゆ
く
。

戦
で
勝
ち
取
っ
た
旗
の
数
々
が

　

遠
く
、
塚
に
突
き
立
て
ら
れ
て
風
に
鳴
り
、

ち
り
ぢ
り
と
な
っ
た
軍
歌
の
木
霊
に

　

怯
え
る
獣
た
ち
は
逃
げ
ま
ど
う
。

馬
上
の
大
将
は
、
騎
乗
槍
術
試
合
に

　

う
ち
過
ご
し
た
青
春
を
懐
か
し
み
、

傷
跡
を
数
え
、
冒
険
を
指
折
り
数
え
て
は
、

　

新
た
な
遠
征
を
夢
想
し
た
。

す
べ
て
が
黙
し
た
…
…
と
、
路
傍
の
叢
で
何
か
が
跳
ね
た
が

　

ず
ん
ず
ん
と
進
む
大
将
に
は
聞
こ
え
な
い
。

古
い
樫
の
木
の
下
、
物
音
ひ
と
つ
な
い
静
寂
の
中

　

森
の
女
神
た
ち
が
集
ま
っ
た
。

そ
れ
は
残
忍
な
ル
サ
ル
カ
た
ち
の
集
団
。

　

そ
の
一
人
が
凄
み
、
叫
ん
だ

│

「
一
体
何い

つ時
ル
ボ
ル
は
、
何
時
に
な
っ
た
ら
こ
の
命
知
ら
ず
は
、

　

血
腥
い
戦
い
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

死
神
が
槍
試
合
場
か
ら
片
付
け
た

　

若
い
身
空
の
騎
士
た
ち
は
あ
ん
な
に
も
大
勢
。

身
罷
っ
た
息
子
達
、
恋
人
達
を
悼
ん
で

　

泣
く
母
親
達
、
女
達
。

半
世
紀
も
戦
に
明
け
暮
れ
て
、

　

人
の
血
を
流
し
続
け
る
冷
血
漢
…
…

さ
て
は
神
々
、
ル
ボ
ル
の
胸
を

　

不
撓
の
鎧
で
蔽
わ
れ
た
か
。

勲
功
は
も
う
充
分
だ
ろ
う

│
息
の
時
だ
、
老
人
よ
！

　

そ
の
鋭
敏
な
瞼
を
閉
じ
る
時
が
来
た
の
だ
。

間
も
な
く
お
前
は
弓
も
楯
も
打
ち
棄
て
て

　

眠
り
に
つ
く

│
永と

わ久
の
眠
り
に
つ
く
の
だ
」

と
言
っ
て
ル
サ
ル
カ
は
霧
の
闇
に
消
え
失
せ
た
。

　

あ
と
に
は
黒
々
と
し
た
太
古
の
森
が
そ
よ
め
く
ば
か
り
。

何
も
知
ら
ず

│
黒
毛
の
馬
に
跨
っ
て

　

年
老
い
た
猛
将
、
ル
ボ
ル
は
行
く
。

す
る
と
遠
く
か
ら
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が

　

暗
い
叢
を
通
し
て
聞
こ
え
き
て
、

ル
ボ
ル
は
何
と
も
抑
え
難
い
喉
の
渇
き
に
見
舞
わ
れ
た
。

　

泉
の
方
へ

│
谷
を
下
り
て
ゆ
き

水
を
飲
み
干
し
、
す
っ
か
り
人
変
わ
り
し
た
ル
ボ
ル
、
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睡
魔
に
よ
っ
て
瞼
が
閉
ざ
さ
れ
、

馬
を
下
り
、
岩
の
上
で
寝
入
っ
た

│

　

寝
入
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
永
久
の
眠
り
。

そ
れ
を
感
じ
た
駿
馬
、
風
の
如
く
に
翔
り
、

　

そ
の
脚
音
、
眠
る
者
達
を
脅
か
し
、

武
者
達
の
陣
営
に
躍
り
込
ん
で
は

　

嘶
い
て
司
令
官
の
死
を
告
げ
る
。

陣
中
た
ち
ま
ち
騒
然
と
し
て

　

恐
怖
が
猛
者
達
の
隊
伍
を
乱
す
。

一
同
散
開
し
て
大
将
を
探
す
が
、

　

手
を
尽
く
し
て
も
甲
斐
は
な
し
。

夜
が
明
け
て
、
騎
士
の
群
れ
は

　

再
び
武
勲
を
求
め
て
戦
場
へ
向
か
い
、

戦
の
歌
が
四
方
に
響
き
わ
た
り
、

　

弔
い
の
歌
が
響
き
わ
た
っ
た
。

勇
将
は
し
か
し
森
の
片
隅
に
横
た
わ
り

　

永
遠
に
同
じ
姿
勢
の
石
と
化
し
た
。

足
元
に
は
草
の
生
い
茂
っ
た
兜
と
弓
、

　

そ
の
手
に
は
半
ば
抜
き
か
か
っ
た
剣
。

そ
し
て
北
方
か
ら
恐
る
べ
き
嵐
が

　

黒
々
と
し
た
太
古
の
森
を
轟
か
せ
る
時
、

眼
を
さ
ま
し
、
錆
び
つ
い
た
剣
を
抜
か
ん
と
す
る

　

年
老
い
た
猛
将
、
ル
ボ
ル
。
27

　

生
前
、
つ
ま
り
一
九
世
紀
前
半
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
な
ど
と
同

列
の
す
ぐ
れ
た
詩
人
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
た
ザ
レ
ス
キ
に
は
、
実
は

「
ド
ゥ
ー
マ
」
や
「
ド
ゥ
ム
カ
〔dum

ka

│

dum
a

の
指
小
形
〕」
と
題
す

る
作
品
の
方
が
は
る
か
に
多
く
、
バ
ラ
ー
ド
と
題
し
た
作
品
は
ご
く
少
な

い
。
ザ
レ
ス
キ
が
故
郷
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
風
土
や
言
葉
に
自
ら
を
は
な
は
だ

強
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
た
こ
と
と
も
、
こ
れ
は
関
わ
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
ル
ボ
ル
は
固
有
名
詞
で
は
あ
っ
て
も
、
何
ら
具
体
的
な
人
物

を
指
す
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
武
将
の
死
を
歌
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
歴

史
へ
の
参
照
は
な
く
、
死
の
原
因
は
あ
く
ま
で
非
人
間
的
な
妖
怪
の
仕
業

で
あ
る
。「
民
衆
の
物
語
に
よ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
一
〇
音
節
＋
八
音

節
と
い
う
長
め
の
対
句
を
連
続
さ
せ
る
、
有
節
性
も
な
い
詩
形
は
、
ザ
ン

の
「
ジ
プ
シ
ー
女
」
や
後
に
触
れ
る
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
「
百
合
の
花
」

の
よ
う
に
、
韻
律
の
上
で
民
謡
・
民
話
を
手
本
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
「
ル
ボ
ル
」
は
正
に
ド
ゥ
ー
マ
と
バ
ラ
ー
ド
の
中
間
形

だ
が
、
こ
の
時
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
詩
に
詳
し
い
バ
ラ
ー
ド
研
究
家
チ
ェ

ス
ワ
フ
・
ズ
ゴ
ジ
ェ
ル
ス
キ
は
、
こ
の
作
品
を
「（
一
）
民
衆
詩
か
ら
の

借
用
に
よ
っ
て
語
彙
の
革
新
を
試
み
よ
う
と
す
る
傾
向
、（
二
）
ド
イ
ツ
、

英
国
を
始
め
と
す
る
外
国
文
学
の
経
験
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
努
力

│
と
い
う
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
バ
ラ
ー
ド
が
〔
ド
ゥ
ー
マ
の
〕
感
傷
的
な

因
習
を
克
服
し
て
ゆ
く
上
で
重
要
だ
っ
た
二
つ
の
姿
勢
を
結
び
つ
け
た

見
事
な
例
」
28
と
し
て
い
る
。

　

一
八
二
二
年
前
半
、
シ
ョ
パ
ン
が
や
が
て
つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
三
人

を
含
む
四
人
の
詩
人
が
轡
を
並
べ
て
初
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ
ラ
ー
ド

を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
は
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
き
た
い
が
、
読
書
界

に
お
け
る
バ
ラ
ー
ド
の
流
行
の
最
大
の
震
源
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
ら
雑
誌

掲
載
詩
に
続
い
て
実
現
し
た
『
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
詩
集
』
第

一
巻
の
発
行
に
あ
っ
た
。
こ
の
単
行
本
の
中
味
全
体
が
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ

マ
ン
ス
』
と
い
う
内
題
の
下
に
次
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
た
バ
ラ
ー
ド
（B

）
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一
〇
篇
、
ロ
マ
ン
ス
（R

）
二
篇
、
そ
の
他
一
篇
の
詩
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た

│
 

「
浪
漫
性
」Rom

antyczność (B
)

（
単
刀
直
入
に
「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
訳

し
て
も
構
わ
な
い
）

「
シ
フ
ィ
テ
シ

│
バ
ラ
ー
ド
。ミ
ハ
ウ
・
ヴ
ェ
レ
ス
チ
ャ
カ
に
」Św

iteź (B
)

「
シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ

│
バ
ラ
ー
ド
」Św

itezianka (B
)

「
魚

│
バ
ラ
ー
ド
（
俗
謡
か
ら
）」Rybka (B

)

「
お
父
様
の
帰
還

│
バ
ラ
ー
ド
」Pow

rót taty (B
)

「
マ
リ
ラ
の
小
塚

│
ロ
マ
ン
ス
（
リ
ト
ア
ニ
ア
の
歌
に
想
を
得
て
）」

K
urhanek M

aryli (R
)

「
友
に

│
バ
ラ
ー
ド
《
気
に
入
っ
た
》
を
贈
る
に
際
し
て
」D

o 
przyjaciół

「
気
に
入
っ
た

│
バ
ラ
ー
ド
」To lubię (B
)

「
手
袋

│
小
咄
（
シ
ラ
ー
よ
り
）」Rękaw

iczka 

〔
シ
ラ
ー
作 

H
andschuh

〕

「
ト
フ
ァ
ル
ド
フ
ス
キ
夫
人

│
バ
ラ
ー
ド
」Pani Tw

ardow
ska (B

)

「
ト
ゥ
カ
イ
、
或
は
友
の
契
り
の
試
み

│
四
部
構
成
の
バ
ラ
ー
ド
」

Tukaj albo próby przyjaźni (B
)

「
百
合

│
バ
ラ
ー
ド
（
俗
謡
か
ら
）」Lilije (B

)

「
バ
グ
パ
イ
プ
吹
き

│
ロ
マ
ン
ス
（
俗
謡
に
想
を
得
て
）」D

udarz (R
)

　

こ
れ
ほ
ど
の
数
の
詩
が
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
誇
ら
し
げ
に
題
さ
れ
、
し
か

も
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
に
書
き
分
け
ら
れ
て
、
単
行
本
と
し
て
出
版
さ

れ
た
こ
と
自
体
が
目
を
引
く
事
柄
だ
っ
た
が
、
実
際
に
こ
の
詩
集
の
出
版

が
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
化
史
上
の
大
き
な
「
事
件
」
と
な
っ
た
理
由
は
、
企

画
の
目
新
し
さ
と
と
も
に
、
作
品
自
体
の
群
を
抜
い
た
文
学
的
質
に
あ
っ

た
。

　

こ
の
本
の
初
版
は
、
一
八
二
二
年
六
月
後
半
、
ヴ
ィ
ル
ノ
の
版
元
ユ
ゼ

フ
・
ザ
ヴ
ァ
ツ
キ
が
五
〇
〇
部
刷
り
、
販
売
し
た
。
詩
集
は
大
き
な
反
響

を
呼
び
、
一
ヶ
月
後
に
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
週
刊
新
聞
に
こ
ん
な
無
署
名
記

事
も
載
っ
た

│

　

こ
の
作
品
、ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
は
僅
か
数
部
し
か
店
頭
に
並
ば
な
か
っ
た
。

国
文
学
愛
好
家
は
こ
れ
を
読
み
た
い
と
願
い
、
喜
ん
で
読
ん
で
い
る
。
独

自
性
、
簡
素
さ
、
美
し
く
且
つ
緊
密
な
詩
形
、
熱
く
、
生
き
生
き
と
し
た

想
像
力
、
非
凡
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
思
想
の
大
胆
さ

│
こ
れ
ら
が
こ

の
前
途
洋
々
た
る
若
き
詩
人
の
作
物
の
主
た
る
特
質
で
あ
る
。
29

　

秋
に
は
、「
わ
れ
ら
が
吟
遊
詩
人
の
『
バ
ラ
ー
ド
集
』
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ

で
と
て
も
褒
め
ら
れ
、
読
ま
れ
て
い
ま
す
」
と
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の

意
中
の
人
で
、
彼
が
い
く
つ
も
重
要
な
詩
を
捧
げ
た
女
性
、
マ
リ
ラ
・
プ

ト
カ
メ
ロ
ー
ヴ
ァ
が
書
い
て
い
る
が
30
、
文
中
で
本
の
題
を
『Ballady

バ

ラ
ー
ド
集
』と
略
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
い
た
い
。
あ
く
ま
で『
ア

ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
詩
集
』
と
表
紙
に
あ
る
書
の
内
題
が
「
バ
ラ
ー

ド
と
ロ
マ
ン
ス
」
な
の
だ
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
弁
別
し
や
す
く
、
か
つ

「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
新
語
の
印
象
が
強
烈
な
た
め
に
、
省
略
し
て
単
に

『Ballady

バ
ラ
ー
ド
集
』
と
し
て
流
通
し
得
る
契
機
を
有
し
て
い
た
と
言

え
よ
う
。
や
が
て
プ
ラ
ハ
や
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
な
ど
国
外
で
の
反
響
も
伝
え

ら
れ
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
こ
の
デ
ビ
ュ
ー
詩
集
が
例
外
的
な
好
評
を

も
っ
て
各
地
の
読
書
界
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
情
報
は
多
い
。

　

本
は
年
内
に
は
売
り
切
れ
、
注
文
も
殺
到
し
た
た
め
に
、
翌
二
三
年
の
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四
月
に
は
、
初
版
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
態
で
一
〇
〇
〇
部
、
秘
密
裡
に
増

刷
さ
れ
た
（
秘
密
裡
と
い
う
の
は
、
再
び
検
閲
を
受
け
て
時
間
が
か
か
る
の
を

避
け
た
た
め
）。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が

詩
集
を
捧
げ
た
四
人
の
友
人
の
一
人
、
ヤ
ン
・
チ
ェ
チ
ョ
ッ
ト
に
宛
て
て

書
い
て
い
る
手
紙
か
ら
も
窺
わ
れ
る

│

　

ワ
ル
シ
ャ
ワ
は
、
君
の
本
の
増
刷
・
到
着
を
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
。
ワ

ル
シ
ャ
ワ
に
出
回
っ
た
十
数
冊
で
は
、
た
だ
渇
望
感
を
掻
き
立
て
る
ば
か

り
で
、
足
り
は
し
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ン
ツ
キ
31
は
、
殺
到
す
る
注
文
・
問

い
合
わ
せ
に
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
。（
一
八
二
三
年
二
月
八
日
付
け
書
簡
）

32

　

後
輩
詩
人
ク
ラ
シ
ン
ス
キ
が
、
ほ
ぼ
同
世
代
の
や
は
り
詩
人
だ
っ
た
ス

ウ
ォ
ヴ
ァ
ツ
キ
に
宛
て
た
手
紙
で
、
こ
の
時
代
の
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る

が
、
そ
の
言
葉
遣
い
も
私
に
は
興
味
深
い

│

　

ア
ダ
ム
兄
が
バ
ラ
ー
ド
ご
っ
こ
を
始
め
た
ら
（
…
…
）、
ポ
ー
ラ
ン
ド

中
で
、
猫
も
杓
子
も
、
彼
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た

│
僕
も
こ
の
時
代

を
覚
え
て
い
る
け
れ
ど
も

│
彼
の
最
初
の
頃
の
本
を
手
に
入
れ
て

│

貪
り
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ま
っ
こ
と
理
解
が
ゆ
か
な
か
っ
た
。
熊
と
い
う

熊
が
（
時
節
は
冬
だ
っ
た
の
で
）
掌
を
舐
め
る
33
の
を
や
め
て
立
ち
上
が

り
、吠
え
た

│
「〔
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
〕
一
体
何
が
し
た
い
の
だ
？
」

と
。
栗
鼠
と
い
う
栗
鼠
が
、松
の
木
の
上
で
赤
い
尻
尾
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
、

か
細
く
鳴
い
た

│
「〔
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
〕
未
熟
者
」
と
。
34

　

一
八
一
二
年
生
ま
れ
の
ク
ラ
シ
ン
ス
キ
は
、『
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
詩
集
』
を
十
代
の
若
さ
で
読
ん
だ
か
ら
「
ま
っ
こ
と
理
解
が
ゆ
か

な
か
っ
た
」
と
考
え
る
よ
り
も
、
や
は
り
詩
の
斬
新
過
ぎ
る
表
現
そ
の
も

の
に
つ
い
て
ゆ
け
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
正
直
な
告
白
と
し
て
読
み
た

い
。
熊
や
栗
鼠
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
は
大
方
の
詩
人
だ
ろ
う
。
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
発
表
し
た
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
新
し

く
未
知
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ

シ
ン
ス
キ
の
証
言
か
ら
も
あ
る
程
度
は
想
像
が
つ
く
。

　

い
ま
一
つ
大
事
な
こ
と
に
、
一
八
二
二
年
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ
ラ
ー

ド
元
年
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
の
ロ
マ
ン
主
義

元
年
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
史
で
は
、
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
が
始

ま
っ
た
と
、
ど
ん
な
教
科
書
に
も
書
い
て
あ
る
。
か
り
に
ド
イ
ツ
語
文
学

史
に
お
い
て
、
ゲ
ー
テ
と
シ
ラ
ー
が
「
古
典
主
義
文
学
を
完
成
さ
せ
て
、

ド
イ
ツ
文
学
の
黄
金
時
代
を
招
来
し
〔
…
…
〕
二
人
の
バ
ラ
ー
ド
の
競
作

が
そ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
」
35
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
時
間
遅
れ
て
、
し
か
し
爆

発
的
な
仕
方
で
登
場
し
た
バ
ラ
ー
ド
が
、
古
典
主
義
を
「
完
成
」
さ
せ
た

の
で
は
な
く
、「
打
倒
」
し
、
ロ
マ
ン
主
義
を
開
始
し
た
の
だ
っ
た
。
実

際
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
の
冒
頭
に
置
い

た
バ
ラ
ー
ド
「
浪
漫
性
」
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
き
わ
め
て
明
瞭
な
、
い

わ
ば
ロ
マ
ン
主
義
宣
言
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
加
え
て
、
ロ
マ
ン
主
義

が
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
化
史
に
お
い
て
は
最
も
重
要
な
時
代
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
バ
ラ
ー
ド
の
果
た
し
た
役
割
は
い

た
っ
て
大
き
い
。

　

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に
続
い
て
、
ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ
も
ま
っ
た
く
同
名

の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
と
い
う
詩
集
を
一
八
二
四
年
（
第
一
巻
）、
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二
五
年
（
第
二
巻
）
に
出
し
て
い
て
、
そ
こ
に
は
合
わ
せ
て
一
九
篇
の
詩

が
収
め
ら
れ
て
い
た
36
。
巻
頭
に
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド

「
浪
漫
性
」
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
古
典
派
と
ロ
マ
ン
派
の
論
争
を
笑

い
話
に
し
た
よ
う
な
「
対
話
」
と
い
う
韻
文
の
寸
劇
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
読
む
と
、
や
は
り
ロ
マ
ン
派
前
衛
に
と
っ
て
も
古
典
主
義
的
守
旧

派
に
と
っ
て
も
、
い
か
に
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
新
ジ
ャ
ン
ル
が
重
要
な
争

点
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。「
対
話
」

は
「
コ
テ
ン
氏
」
の
こ
ん
な
言
葉
で
始
ま
る

│

「
藝
術
0

0

を
侮
辱
し
、
美
的
感
覚

0

0

0

0

を
滅
ぼ
さ
ん
と
し
て
、

貴
君
ま
で
が
立
ち
上
が
り
、
バ
ラ
ー
ド

0

0

0

0

を
書
こ
う
と
い
う
訳
か
？

他
の
者
な
ら
そ
れ
を
読
み
も
す
れ
ば
、
好
み
も
す
る
だ
ろ
う
が
、

吾
輩
は
、浪
漫
性

0

0

0

が
必
ず
や
我
々
を
破
滅
に
導
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、

吾
輩
が
理
性
を
も
っ
て
物
事
を
判
断
し
て
ゆ
く
限
り
は
、

諸
君
の
如
何
な
る
バ
ラ
ー
ド

0

0

0

0

も
吾
輩
に
と
っ
て
は
何
の
価
値
も
持
た
ぬ
だ

ろ
う
」
37

　

バ
ラ
ー
ド
の
何
が
古
典
主
義
者
の
眉
を
顰
め
さ
せ
た
の
か
。
色
々
あ
る

要
素
の
中
で
も
、
題
材
、
言
語
、
形
式
そ
れ
ぞ
れ
の
民
衆
性
、
民
俗
性
が

最
大
の
「
障
害
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が

プ
チ
・
ト
リ
ア
ノ
ン
宮
の
「
王
妃
の
村
里
」
で
楽
し
ん
だ
田
舎
ご
っ
こ
と

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
異
な
る
、
下
か
ら
の
視
線
、
上
層
階
級
文
化
に
対

す
る
告
発
も
含
ん
だ
民
衆
の
言
葉
を
バ
ラ
ー
ド
詩
人
が
採
用
す
る
こ
と

に
、
コ
テ
ン
氏
は
た
じ
ろ
い
だ
よ
う
だ
っ
た
。
ズ
ゴ
ジ
ェ
ル
ス
キ
は
こ
う

書
い
て
い
る

│

　
ロ
マ
ン
主
義
的
バ
ラ
ー
ド
の
も
つ
最
も
重
要
な
諸
特
徴
を
成
立
さ
せ

る
た
め
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
前
提
条
件
が
、
こ
う
し
た
〔
新
し
い
、
ロ
マ
ン

主
義
詩
の
〕
志
向
か
ら
導
か
れ
る
。
わ
け
て
も
重
要
な
特
質
は
、
民
衆
性

〔ludow
ość

〕
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
一
種
の
詩
的
様
式
化
、
物
語
の

材
源
を
新
た
に
し
、
豊
か
に
す
る
方
法
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
世
界

を
感
知
し
、
認
識
す
る
新
し
い
仕
方
と
し
て
、
直
観
に
基
づ
く
正
し
い
思

考
法
と
し
て
、感
情
的
反
応
の
素
朴
な
自
然
さ
と
し
て
、重
要
な
の
で
あ
っ

た
。
民
衆
性
は
ま
た
、
す
べ
て
の
者
の
た
め
の
作
品
を
創
造
す
る
の
だ
と

い
う
社
会
的
使
命
感
や
、
古
典
主
義
の
選
良
主
義
的
野
望
に
対
す
る
拒
否

を
表
わ
し
、
バ
ラ
ー
ド
の
筋
立
て
、
構
成
、
措
辞
の
仕
方
を
、
日
常
的
な

用
途
の
歌
謡
に
類
す
る
、
大
衆
的
、「
通
俗
的 “gm

inny”

」
な
詩
の
レ
ヴ
ェ

ル
に
ま
で
意
識
的
に
低
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
38

　

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
に
つ
い
て
も
、
ズ

ゴ
ジ
ェ
ル
ス
キ
は
、
何
よ
り
そ
の
民
衆
性
が
同
時
代
人
を
驚
嘆
さ
せ
た
は

ず
だ
と
言
っ
て
い
る

│

何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
民
衆
性
が
衝
撃
的
だ
っ
た
は
ず
だ
。
戦
略
的
な
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
〔
バ
ラ
ー
ド
〕「
浪
漫
性
」
は
さ
て
お
き
、
読
者
は
い

た
る
と
こ
ろ
で
民
衆
性
の
発
露
に
接
し
、
遂
に
は
、
詩
集
の
最
後
の
方
で
、

「
百
合
の
花
」
と
い
う
よ
う
な
傑
作
の
形
で
、
俗
謡
を
範
に
様
式
化
さ
れ

た
詩
の
驚
嘆
す
べ
き
顕
現
に
立
ち
合
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
39

　

民
衆
歌
謡
か
ら
文
学
的
詩
へ
の
「
こ
の
種
の
昇
華
と
し
て
最
も
成
功

し
た
、
長
く
世
に
残
る
例
」
と
し
て
カ
ジ
ミ
ェ
シ
ュ
・
ヴ
ィ
カ
も
挙
げ

る
40
、
作
品
「
百
合
の
花
」
は
、
民
間
に
広
く
知
ら
れ
た
血
な
ま
ぐ
さ
い
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主
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
頻
繁
な
畳
語
や
ル
フ
ラ
ン
、
速
度
感
・
切

迫
感
の
あ
る
七
音
節
詩
句
に
よ
る
全
篇
の
統
一
、
斧
で
割
っ
た
よ
う
な

簡
潔
で
厳
し
い
語
法
等
々
の
形
式
的
特
徴
に
よ
っ
て
も
、
き
わ
め
て
強

く
民
衆
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
同
時
に
、
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
ド
ゥ
ー
マ

に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
感
傷
性
が
払
拭
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、ド
ゥ
ー

マ
か
ら
バ
ラ
ー
ド
へ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
変
容
、
そ
の
斬
新
さ
を
窺
う
上
で
、

こ
こ
に
全
篇
を
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

百
合
の
花

           

バ
ラ
ー
ド
（
俗
謡
か
ら
）

　
ま
さ
し
く
前
代
未
聞
の
犯
罪
。

奥
さ
ま
が
旦
那
さ
ま
を
殺
す
。

殺
し
て
林
の
中
に
埋
め
、

草
っ
原
の
小
川
の
ほ
と
り
、

お
墓
に
百
合
の
種
を
蒔
き
、

蒔
き
な
が
ら
歌
う
そ
の
歌
は
、

「
花
よ
、
大
き
く
育
ち
な
さ
い
、

旦
那
さ
ま
が
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に
。

旦
那
さ
ま
が
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に

お
ま
え
は
大
き
く
育
ち
な
さ
い
」

　

や
が
て
全
身
血
ま
み
れ
て
、

夫
殺
し
の
妻
は
走
る
。

牧
場
を
ぬ
け
、
深
い
森
ぬ
け
、

の
ぼ
り
、
く
だ
り
、
ま
た
の
ぼ
り
。

闇
が
お
り
、
風
が
お
こ
り
、

暗
く
、
風
ふ
き
す
さ
び
、
物
凄
く
。

そ
こ
こ
こ
で
か
ら
す
が
鳴
き

ふ
く
ろ
う
が
ホ
ッ
ホ
と
物
言
う
。

　

走
り
下
っ
た
川
の
そ
ば
、

古
い
ぶ
な
の
木
の
下
の
、

隠
者
の
小
屋
に
辿
り
つ
き
、

ト
ン
ト
ン
、
ト
ン
ト
ン
！

　
「
誰
だ
」

│
と
閂
か
ん
ぬ
きが
降
り
、

老
人
が
出
て
き
て
掲
げ
る
明
か
り
に
、

化
物
み
た
よ
う
な
女
が
一
人
、

叫
び
な
が
ら
小
屋
へ
転
が
り
込
む
。

ハ
！　

ハ
！

│
紫
色
の
く
ち
び
る
、

眼
を
ひ
ん
剥
い
て
、
か
ら
だ
震
わ
せ
、

晒さ
ら
しの
よ
う
に
蒼
ざ
め
て
、

「
ハ
！　

夫
、
ハ
！　

死し
び
と人
！
」

　

│
「
女
よ
、
神
様
が
つ
い
て
お
い
で
じ
ゃ
。

一
体
ど
う
し
て
こ
こ
へ
？

長
雨
つ
づ
く
こ
ん
な
晩
時
、

森
の
中
、
一
人
で
何
を
し
て
い
る
？
」
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│
「
こ
の
森
の
向
こ
う
、
池
の
向
こ
う
に
、

わ
た
し
の
館
の
壁
が
光
っ
て
お
り
ま
す
。

夫
は
ボ
レ
ス
ワ
フ
王
に
従
っ
て
、

キ
エ
フ
の
地
ま
で
戦い
く
さし
に
。

一
年
ま
た
一
年
と
時
は
た
っ
て
も
、

夫
は
戦い
く
さか
ら
戻
ら
ぬ
ま
ま
。

若
衆
に
囲
ま
れ
、
わ
た
し
は
若
く
、

滑
り
や
す
き
は
操
の
道
！

契
り
を
守
り
通
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
あ
！　

哀
れ
な
わ
た
し
の
首
！

王
様
は
厳
し
い
罰
を
下
さ
れ
ま
し
ょ
う
。

や
が
て
夫
た
ち
は
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ハ
！　

ハ
！　

夫
は
知
る
よ
し
も
な
し
！

こ
こ
に
そ
の
血
！　

こ
れ
が
そ
の
短
刀
！

夫
は
も
う
お
り
ま
せ
ん
、
夫
は
も
う
お
り
ま
せ
ん
！

ご
老
人
、
正
直
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
聖
な
る
お
口
で
仰
っ
て
下
さ
い
、

ど
ん
な
お
祈
り
を
唱
え
れ
ば
い
い
か
、

罪
滅
ぼ
し
に
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
か
、

あ
あ
、
地
獄
の
果
て
ま
で
参
り
ま
す
。

鞭
打
ち
も
、
火
あ
ぶ
り
も
耐
え
ま
す
。

も
し
も
わ
た
し
の
罪
咎
が
、

永と

わ久
の
闇
に
ま
ぎ
れ
る
も
の
な
ら
」

　

│
「
女
よ
」

│
老
人
は
言
う

│

「
で
は
そ
な
た
は
殺
人
を
悔
い
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
罰
が
恐
ろ
し
い
だ
け
か
？

心
安
ら
か
に
帰
る
が
よ
い
。

怖
れ
を
捨
て
て
、
明
る
い
顔
を
見
せ
な
さ
い
。

そ
な
た
の
秘
密
は
永
久
の
秘
密
。

こ
れ
も
神
の
思
し
召
し
で
、

そ
な
た
が
密
か
に
し
た
何
ご
と
も
、

明
か
し
得
る
の
は
夫
だ
け
だ
が
、

夫
は
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
」

　

奥
さ
ま
は
こ
の
ご
託
宣
に
喜
ん
で
、

来
た
時
と
同
じ
よ
う
に
走
り
出
す
。

夜
道
を
走
り
家
ま
で
帰
る
、

誰
に
も
何
も
言
わ
ず
に
戻
る
。

門
の
前
で
は
子
供
た
ち
が
立
っ
て
い
る
。

「
お
母
さ
ま
」

│
と
子
ら
は
呼
ぶ

│
「
お
母
さ
ま
！

私
た
ち
の
お
父
さ
ま
は
ど
こ
？
」

│
「
天
国
の
？　

え
？　

お
ま
え
た
ち
の
お
父
さ
ま
？
」

奥
さ
ま
は
何
と
答
え
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。

│
「
ま
だ
裏
の
森
の
中
に
お
い
で
で
す
。

き
っ
と
今
晩
お
帰
り
で
す
」

　

子
供
た
ち
は
一
晩
待
っ
た
。

二
晩
、
三
晩
、

一
週
間
待
ち
通
し
た
。

つ
い
に
忘
れ
て
し
ま
う
ま
で
。
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で
も
奥
さ
ま
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

頭
か
ら
罪
を
追
い
払
う
こ
と
も
で
き
ず
、

胸
は
い
つ
も
う
ち
ふ
さ
ぎ
、

唇
は
二
度
と
ほ
ほ
え
ま
ず
、

眸
は
一
睡
も
せ
ず
！　

な
ぜ
な
ら
夜
な
夜
な
、

何
か
が
外
で
コ
ツ
コ
ツ
音
立
て
、

何
か
が
客
間
を
歩
き
ま
わ
る
の
で
。

「
子
供
た
ち
よ
」

│
と
そ
れ
は
呼
ぶ

│
「
私
だ
、

私
だ
、
子
供
た
ち
よ
、
お
父
さ
ん
だ
よ
！
」

　

夜
は
明
け
た
。
眠
る
こ
と
も
で
き
ず
、

頭
か
ら
罪
を
追
い
払
う
こ
と
も
で
き
ず

胸
は
い
つ
も
う
ち
ふ
さ
ぎ
、

唇
は
二
度
と
ほ
ほ
え
ま
ず
！　

　

│
「
ハ
ン
カ
、
中
庭
ぬ
け
て
行
き
な
さ
い
。

橋
の
上
に
ひ
づ
め
の
音
が
聞
こ
え
ま
す
。

街
道
に
土
埃
も
立
っ
て
い
ま
す
。

お
客
さ
ま
で
は
な
い
か
し
ら
？

行
っ
て
街
道
を
、
森
を
、
見
て
き
な
さ
い
、

ど
な
た
か
当
家
に
御
用
で
な
い
か
」

　
「
来
る
、
来
る
、
こ
っ
ち
に
向
か
っ
て
、

道
に
は
大
き
な
土
煙
り
。

い
な
な
き
、
い
な
な
き
、
黒
毛
の
馬
た
ち
が
。

鋭
く
か
が
や
く
サ
ー
ベ
ル
の
木
立
ち
が
。

来
る
、
来
る
、
殿
方
た
ち
が
、

天
国
の
お
父
さ
ま
の
ご
兄
弟
が
！
」

　

│
「
久
し
ぶ
り
じ
ゃ
兄
嫁
殿
、
お
達
者
で
？

久
し
か
っ
た
な
、
兄
嫁
殿
。

兄あ
に
じ
ゃ者
は
ど
こ
か
？
」

│
「
兄
者
は
天
国
。

も
う
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
」

│
「
い
つ
？
」

│
「
随
分
前
に
、
一
年
前
に
、

亡
く
な
り
ま
し
た
…
…
戦い
く
さで
死
に
ま
し
た
」

│
「
そ
れ
は
偽
り
だ
。
安
心
な
さ
い
。

も
う
戦
は
終
わ
っ
た
。

兄
者
は
元
気
で
ぴ
ん
ぴ
ん
し
て
い
る
。

い
ず
れ
そ
の
眼
で
確
か
め
ら
れ
よ
」

　

奥
さ
ま
は
怖
ろ
し
さ
に
蒼
ざ
め
た
。

気
を
失
い
か
け
て
、
倒
れ
た
。

ひ
ん
剥
い
た
そ
の
眼
を
、

狂
お
し
く
あ
た
り
に
走
ら
せ
な
が
ら
。

│
「
ど
こ
で
す
？　

夫
は
ど
こ
？　

死
人
は
ど
こ
？
」

し
だ
い
に
わ
れ
に
帰
る
奥
さ
ま
は
、

喜
び
の
あ
ま
り
気
を
失
い
か
け
た
か
の
よ
う
に
、

客
人
た
ち
を
問
い
た
だ
す
。

「
夫
は
ど
こ
で
す
、
わ
た
し
の
大
切
な
良
人
は
、

い
つ
わ
た
し
の
前
に
姿
を
見
せ
ま
す
？
」
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│
「
わ
れ
ら
と
と
も
に
帰
っ
て
き
た
が
、

一
人
先
を
急
ご
う
と
し
た
。

わ
れ
ら
や
他
の
騎
士
た
ち
を
迎
え
る
手
筈
整
え
、

あ
な
た
の
涙
を
な
ぐ
さ
め
よ
う
と
。

今
日
か
明
日
に
は
必
ず
着
く
だ
ろ
う
。

き
っ
と
ど
こ
ぞ
で
迷
っ
て
い
る
の
だ
。

街
道
を
外
れ
て
近
道
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
。

一
日
二
日
待
っ
て
み
よ
う
、

辺
り
一
帯
に
人
を
遣
わ
し
、
探
し
も
し
よ
う
、

今
日
か
明
日
に
は
必
ず
着
く
だ
ろ
う
。

　

下
僕
ど
も
を
辺
り
一
帯
に
遣
わ
し
た
、

一
日
、
二
日
と
待
っ
て
も
み
た
、

結
局
旦
那
さ
ま
は
見
つ
か
ら
ず
、

一
同
泣
く
泣
く
旅
支
度
に
と
り
か
か
る
。

　

奥
さ
ま
そ
れ
を
お
し
と
ど
め
、

│
「
わ
た
し
の
大
切
な
御
兄
弟
、

今
は
旅
に
は
あ
い
に
く
秋
の
季
節
、

風
も
吹
け
ば
、
長
雨
も
降
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
待
っ
た
の
で
す
か
ら
、

い
ま
少
し
お
待
ち
な
さ
い
な
」

　

そ
う
し
て
待
つ
う
ち
、
冬
が
来
た
。

兄
者
は
一
向
に
帰
っ
て
こ
な
い
。

待
ち
な
が
ら
、
皆
は
思
っ
た
、

春
に
な
れ
ば
帰
る
や
も
と
。

だ
が
旦
那
さ
ま
は
墓
の
中
、

墓
の
上
に
は
花
が
咲
き
、

す
ら
り
と
高
く
育
っ
て
咲
い
た
。

旦
那
さ
ま
の
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に
。

兄
弟
た
ち
は
ひ
と
春
を
待
ち
通
し
、

も
は
や
旅
を
続
け
る
気
も
失
せ
た
。

　

若
い
女
主
人
の
い
る
こ
の
家
は
、

兄
弟
た
ち
に
は
居
心
地
よ
く
、

も
う
暇
を
と
言
い
繕
い
な
が
ら
も
、

い
す
わ
り
つ
づ
け
、

い
す
わ
り
つ
づ
け
て
夏
が
来
て
、

兄
者
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

若
い
女
主
人
の
い
る
こ
の
家
は
、

兄
弟
た
ち
に
は
居
心
地
よ
く
て
、

二
人
の
客
は
二
人
な
が
ら
に

奥
さ
ま
を
恋
い
慕
う
。

二
人
な
が
ら
に
望
み
に
く
す
ぐ
ら
れ
、

二
人
な
が
ら
に
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
、

彼
女
な
し
で
生
き
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
望
ま
ず
、

二
人
と
も
ど
も
彼
女
と
添
う
こ
と
も
叶
わ
ず
。

や
が
て
と
う
と
う
覚
悟
を
決
め
て
、

二
人
と
も
ど
も
奥
さ
ま
の
前
へ
。
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│
「
兄
嫁
殿
、
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
、

わ
れ
ら
の
言
葉
の
ま
こ
と
を
信
じ
て
。

こ
う
し
て
わ
れ
ら
空
し
く
逗
留
し
て
い
て
も
、

兄
者
に
会
う
こ
と
は
も
は
や
な
か
ろ
う
。

あ
な
た
は
ま
だ
若
い
。

そ
の
若
さ
が
も
っ
た
い
な
い
。

あ
た
ら
人
生
を
無
駄
に
せ
ず
に
、

わ
れ
ら
の
一
人
を
兄
者
の
代
わ
り
に
選
ば
ぬ
か
」

　

そ
う
二
人
は
告
げ
て
向
か
い
合
っ
た
。

怒
り
と
嫉
妬
が
か
れ
ら
を
焦
が
し
、

た
が
い
に
睨
み
合
い
、

た
が
い
に
罵
り
合
う
。

青
ざ
め
た
く
ち
び
る
噛
み
し
め
、

手
に
は
剣
を
握
り
し
め
。

　

怒
れ
る
二
人
を
眼
に
し
た
奥
さ
ま
、

何
と
言
っ
て
よ
い
か
自
身
も
わ
か
ら
ぬ
。

一い
っ
と
き時
の
猶
予
を
乞
う
て
、

や
に
わ
に
森
の
中
へ
駆
け
て
ゆ
く
。

走
り
下
っ
た
川
の
そ
ば
、

古
い
ぶ
な
の
木
の
下
の
、

　

隠
者
の
小
屋
に
辿
り
つ
き
、

ト
ン
ト
ン
、
ト
ン
ト
ン
！

す
べ
て
を
う
ち
あ
け
、

助
言
を
請
う
た
。

　

│
「
あ
あ
、
兄
弟
た
ち
の
仲
を
ど
う
す
れ
ば
？

二
人
と
も
わ
た
し
を
妻
に
と
。

わ
た
し
は
ど
ち
ら
も
好
い
て
い
る
。

で
も
い
ず
れ
が
勝
ち
、
い
ず
れ
が
負
け
る
の
で
し
ょ
う
か
？

わ
た
し
に
は
幼
い
子
供
た
ち
が
お
り
、

村
も
い
く
つ
か
、
財
産
も
あ
り
ま
す
が
、

夫
を
亡
く
し
て
か
ら
は
そ
の
財
産
も
細
り
が
ち
。

で
も
、
あ
あ
！　

幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
！

も
は
や
嫁
ぐ
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
！

天
罰
が
く
だ
っ
た
こ
の
わ
た
し
、

夜
ご
と
夢
魔
に
追
わ
れ
ま
す
。

眼
を
つ
ぶ
る
が
早
い
か
、

カ
タ
カ
タ
と
閂
が
は
ね
あ
が
り
、

眼
を
開
け
れ
ば
見
え
、
聞
こ
え
る
の
で
す
、

足
音
が
、
苦
し
い
息
づ
か
い
が
、

苦
し
い
息
づ
か
い
が
、
床
ふ
む
音
が
、

あ
あ
、
死し
び
と人
が
見
え
る
の
で
す
、
聞
こ
え
る
の
で
す
！

ギ
シ
ギ
シ
と
ギ
シ
ギ
シ
と
、
そ
し
て
寝
台
の
上
へ
、

血
染
め
の
短
刀
が
さ
し
の
べ
ら
れ
て
、

そ
の
口
か
ら
火
花
を
散
ら
し
、

わ
た
し
を
ひ
っ
ぱ
り
、
摑
む
の
で
す
。

あ
あ
、
も
う
恐
ろ
し
い
の
は
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
、

あ
の
部
屋
に
わ
た
し
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
、

わ
た
し
に
は
も
う
世
界
も
幸
せ
も
あ
り
ま
せ
ん
、
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も
は
や
嫁
ぐ
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
！
」

　
「
娘
よ
」

│
老
人
は
言
う

│

「
罰
の
な
い
罪
は
な
い
。

だ
が
良
心
の
咎
め
が
ま
こ
と
な
ら
、

主
な
る
神
は
科と
が
に
ん人
の
声
も
お
聞
き
入
れ
に
な
る
。

わ
し
に
は
御
裁
き
も
わ
か
っ
て
い
る
。

そ
な
た
に
嬉
し
い
こ
と
を
告
げ
よ
う

│

死
ん
で
一
年
に
な
る
夫
だ
が
、

今
日
に
も
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
が
わ
し
に
は
で
き
る
の
だ
」

　

│
「
何
で
す
っ
て
？　

一
体
ど
の
よ
う
に
？　

お
父
さ
ま
！

も
う
遅
す
ぎ
ま
す
、
あ
あ
、
遅
す
ぎ
ま
す
！

あ
の
人
殺
し
の
短
剣
が
、

わ
た
し
た
ち
の
間
を
永
遠
に
引
き
裂
き
ま
し
た
！

あ
あ
、
わ
た
し
は
罰
を
受
け
て
当
然
、

ど
ん
な
罰
も
耐
え
て
み
せ
ま
す
、

悪
夢
か
ら
自
由
に
さ
え
な
れ
る
な
ら
。

財
産
を
捨
て
、

修
道
院
に
も
行
き
ま
し
ょ
う
、

暗
い
森
の
中
へ
も
入
り
ま
し
ょ
う
。

い
い
え
、
生
き
返
ら
せ
ず
に
お
い
て
く
だ
さ
い
、
お
父
さ
ま
！

も
う
遅
す
ぎ
ま
す
、
あ
あ
、
遅
す
ぎ
ま
す
！

あ
の
人
殺
し
の
短
剣
が

わ
た
し
た
ち
の
間
を
永
遠
に
引
き
裂
き
ま
し
た
！
」

　

老
人
は
深
い
た
め
息
を
つ
き
、

目
を
涙
で
濡
ら
し
、

顔
を
帳と
ば
りに
隠
し
な
が
ら
、

わ
な
な
く
両
の
掌
を
握
り
合
わ
せ
た
。

│
「
祝
言
を
挙
げ
な
さ
い
、
間
に
合
う
う
ち
に
、

亡
霊
は
恐
れ
ず
と
も
よ
い
。

死
者
は
目
覚
め
ぬ
。

永
遠
の
扉
は
固
い
。

夫
は
帰
ら
ぬ
。

そ
な
た
自
ら
呼
ば
ぬ
限
り
は
」

　

│
「
あ
あ
、
兄
弟
た
ち
の
仲
を
ど
う
す
れ
ば
？

ど
ち
ら
が
勝
ち
、
ど
ち
ら
が
負
け
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」

│
「
一
番
良
い
道
は
、

す
べ
て
を
運
と
神
に
ま
か
せ
る
こ
と
。

兄
弟
た
ち
に
朝
露
踏
ま
せ
、

花
を
摘
み
に
行
か
せ
る
こ
と
じ
ゃ
。

各
々
に
花
を
摘
ま
せ

そ
な
た
の
た
め
に
花
冠
を
編
ま
せ
な
さ
い
。

そ
し
て
各
々
に
わ
が
物
と
わ
か
る
よ
う
、

目
印
を
つ
け
さ
せ
る
の
じ
ゃ
。

そ
し
て
教
会
に
行
か
せ
、

聖
な
る
祭
壇
に
供
え
さ
せ
な
さ
い
。

そ
な
た
が
先
に
手
に
取
っ
た
花
冠
、

そ
れ
を
編
ん
だ
者
が
夫
、
残
っ
た
者
が
間ま

ぶ夫
」
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助
言
に
喜
ぶ
奥
さ
ま
の
、

心
は
は
や
嫁
が
ん
ば
か
り
、

幽
霊
も
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。

如
何
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
決
し
て

夫
の
霊
は
呼
ぶ
ま
い
と
心
に
決
め
る
。

来
た
時
と
同
じ
よ
う
に
走
り
出
し
、

家
路
を
ま
っ
す
ぐ
ひ
た
走
る

誰
に
も
何
も
言
わ
ず
に
戻
ろ
う
と
。

原
を
抜
け
、
森
を
抜
け
、

走
る
う
ち
に
ふ
と
立
ち
止
ま
り
、

立
ち
止
ま
っ
て
、
考
え
る
、
耳
そ
ば
だ
て
る
。

誰
か
が
自
分
を
追
っ
て
い
る
よ
う
な
、

何
か
が
自
分
に
囁
く
よ
う
な
心
持
ち
、

あ
た
り
は
音
一
つ
な
い
真
っ
暗
闇
。

　

│
「
俺
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
の
夫
だ
！
」

　

立
ち
止
ま
っ
て
、
考
え
る
、
耳
そ
ば
だ
て
る
、

耳
そ
ば
だ
て
て
、
一
目
散
に
走
り
出
せ
ば
、

頭
の
毛
も
よ
だ
ち
、

う
し
ろ
を
振
り
向
く
も
恐
ろ
し
く
、

何
物
か
の
草
む
ら
を
飛
び
移
り
な
が
ら
呻
く
声
、

木こ
だ
ま魂
と
な
っ
て
繰
り
返
す
。

「
俺
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
の
夫
だ
！
」

　

し
か
し
日
曜
日
は
や
っ
て
く
る
、

婚
礼
の
時
が
や
っ
て
く
る
。

陽
が
昇
る
が
早
い
か
、

二
人
の
若
者
は
館
を
走
り
出
す
。

乙
女
の
群
れ
に
囲
ま
れ
て
、

婚
礼
へ
と
導
か
れ
る
奥
さ
ま
は
、

御
堂
の
中
、
一
歩
前
に
出
て
、

片
方
の
花
冠
を
手
に
と
り
、

ぐ
る
り
に
見
せ
て
回
る
。

「
百
合
の
花
の
こ
の
花
冠
、

い
っ
た
い
ど
な
た
の
、
ど
な
た
の
花
冠
？

ど
ち
ら
が
わ
た
し
の
夫
、
だ
れ
が
間
夫
？
」

　

走
り
出
た
の
は
年
上
の
方
、

喜
び
に
顔
か
が
や
か
せ
、

小
躍
り
し
て
手
を
打
ち
た
た
く
。

「
お
前
は
私
の
も
の
、
そ
れ
は
私
の
花
だ
！

百
合
の
花
の
冠
の
中
、

リ
ボ
ン
を
忍
ば
せ
巻
き
つ
け
た
、

そ
れ
が
目
印
、
私
の
リ
ボ
ン
だ
！

私
の
、
私
の
、
私
の
花
だ
！
」

　
「
嘘
だ
！
」

│
と
弟
は
叫
ぶ

│

「
教
会
を
出
て
み
れ
ば
皆
わ
か
る
、

私
が
そ
の
花
を
ど
こ
で
摘
ん
だ
か
、

そ
の
場
所
を
見
せ
て
や
ろ
う
。

林
の
中
の
小
さ
な
草
っ
原
の
、
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小
川
の
ほ
と
り
の
墓
で
摘
ん
だ
の
だ
。

墓
の
回
り
、
泉
の
回
り
を
歩
い
て
み
せ
よ
う
、

私
の
、
私
の
、
私
の
花
だ
！
」

　

猛
り
狂
っ
た
若
者
た
ち
は
争
い
合
い
、

一
人
が
言
え
ば
、
一
人
が
否
む
。

や
が
て
剣
が
鞘
か
ら
抜
か
れ
た
。

激
し
い
果
し
合
い
が
始
ま
っ
て
、

た
が
い
に
花
冠
を
奪
い
合
う
。

「
私
の
、
私
の
、
私
の
花
だ
！
」

　

と
そ
の
時
、
教
会
の
扉
が
音
を
立
て
、

一
陣
の
風
舞
っ
て
、
蠟
燭
が
消
え
た
。

入
っ
て
き
た
白
衣
の
人
の

見
覚
え
の
あ
る
歩
き
方
、
見
覚
え
あ
る
甲
冑
姿
。

そ
の
人
が
立
ち
止
ま
る
と
、
人
々
は
震
え
あ
が
っ
た
。

そ
の
人
は
立
ち
止
ま
り
、
は
す
か
い
に
見
や
り
な
が
ら
、

地
底
の
声
で
呼
ば
わ
っ
た
。

「
わ
が
花
冠
、
わ
が
妻
よ
！

そ
れ
は
わ
が
墓
の
上
で
摘
ん
だ
花
。

神
父
様
、
私
に
婚
姻
の
秘
蹟
を
。

悪
し
き
妻
、
あ
わ
れ
な
者
よ
！

俺
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
の
夫
だ
！

悪
し
き
兄
弟
た
ち
よ
、
わ
が
墓
か
ら

花
を
引
き
抜
い
た
、
あ
わ
れ
な
者
ど
も
よ
！

血
な
ま
ぐ
さ
い
諍
い
を
や
め
よ
。

私
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
た
ち
の
兄
だ
。

お
前
た
ち
は
私
の
も
の
、
そ
の
花
冠
も
わ
が
も
の
、

い
ざ
あ
の
世
へ
！
」

　

聖
堂
の
床
が
大
き
く
震
え
た
。

壁
の
中
か
ら
壁
が
飛
び
出
し
、

地
下
室
は
め
り
め
り
と
裂
け
、
地
が
沈
み
、

聖
堂
は
地
底
へ
沈
ん
で
ゆ
く
。

そ
の
上
を
大
地
が
覆
う
。

そ
し
て
百
合
の
花
が
伸
び
て
ゆ
く
。

旦
那
さ
ま
が
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に

大
き
く
伸
び
て
ゆ
く
。
41

　

こ
の
詩
で
用
い
ら
れ
て
い
る
民
間
伝
承
は
、
地
理
的
に
は
現
在
の
リ
ト

ア
ニ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
ま
た
が
る
広
い
地
方
に
見
ら
れ

た
が
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
聞
き
知
っ
て
い
た
も
の
は
恐
ら
く
ポ
ー
ラ

ン
ド
語
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
42
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
が
編
纂
し
た
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
間
バ
ラ
ー
ド
目
録
』
43
に
は
、

一
二
二
話
型
の
民
間
伝
承
バ
ラ
ー
ド
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
多
い

四
四
話
型
を
《
殺
人
》
が
占
め
、
そ
の
多
く
は
夫
婦
、
近
親
間
の
殺
人
と

そ
の
報
復
を
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
録
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

第
一
話
型
の
筋
は
以
下
の
通
り

│

「
奥
様
が
旦
那
様
を
殺
し
た
。
百
合
の
花
」

• 
妻
（
奥
様
）、夫
を
殺
し
て
庭
に
埋
め
、墓
の
上
に
ヘ
ン
ル
ー
ダ
（
百
合
、

薬
草
）
の
種
を
蒔
く
。
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• 

や
っ
て
来
た
騎
士
達
は
、
殺
さ
れ
た
旦
那
の
兄
弟
達
だ
と
、
下
女
（
娘
、

下
男
）
は
彼
等
の
立
派
な
身
な
り
で
判
る
。

• 
女
主
人
、
夫
は
戦
に
送
り
出
し
た
と
説
明
す
る
。

• 
兄
弟
達
、
血
の
痕
を
見
て
殺
人
が
あ
っ
た
と
察
す
る
、
或
は
女
主
人
自

ら
罪
を
認
め
る
。

• 

兄
弟
達
、
罪
人
だ
け
を
、
或
は
そ
の
子
供
ら
も
共
に
森
へ
連
れ
て
ゆ
き
、

殺
す
（
ベ
ル
ト
を
奪
う
、
溺
れ
さ
す
）、
或
は
地
獄
に
連
れ
去
り
、
女

は
そ
こ
で
罰
を
受
け
る
。

• 

女
主
人
、
金
の
ベ
ル
ト
を
失
く
し
た
り
、
迂
遠
な
道
を
教
え
た
り
、
金

銭
を
約
束
し
た
り
し
て
、
罰
を
先
延
ば
し
す
る
。

　

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
、
ボ
レ
ス
ワ
フ
二
世
勇
敢
王
（
在
位
一
〇
七
六
〜

七
九
）
の
名
と
そ
の
キ
エ
フ
遠
征
を
作
中
で
仄
め
か
し
、時
代
を
中
世
に
、

地
域
を
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
東
方
に
定
め
て
は
い
る
が
（
詩
中
の
教
会
堂

は
ロ
ー
マ
ン
カ
ソ
リ
ッ
ク
で
は
な
い
東
方
教
会
の
も
の
44
）、
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
ー
マ
で
歴
史
を
語
り
、
民
族
史
の
構
築
を
志
向

す
る
姿
勢
で
は
な
い
。《
奥
様
が
旦
那
様
を
殺
し
た
》
と
い
う
伝
承
が
た

し
か
に
中
世
に
ま
で
遡
り
得
る
こ
と
は
、
文
献
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
む

し
ろ
こ
こ
で
設
定
さ
れ
た
中
世
は
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
暗
さ
と
サ
ス
ペ
ン
ス

を
呼
び
出
す
た
め
の
も
の
と
し
か
思
え
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
見
て
も
、

ド
ゥ
ー
マ
か
ら
バ
ラ
ー
ド
へ
の
変
容
が
、
少
な
く
と
も
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
に
関
す
る
限
り
、
単
な
る
呼
称
の
変
化
で
は
な
く
て
、
い
た
っ
て
原
理

的
、
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

上
掲
の
バ
ラ
ー
ド
目
録
は
す
べ
て
の
話
型
を
一
一
の
上
位
分
類
に
分

け
て
い
て
、そ
れ
ら
に
は
《
殺
人
》
の
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（
各

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
首
位
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
話
型
の
テ
ク
ス
ト
の
み
訳
出
）。

（
二
）《
悲
劇
的
な
出
来
事
》
│
一
二
話
型

 

話
型
四
五
番
「
溺
れ
る
若
者
。
水
の
中
の
祝
言
」

娘
、三
つ
の
花
輪
を
水
に
流
す
。
殿
方
（
羽
飾
り
の
騎
士
達
、騎
兵
達
）、

こ
れ
を
見
て
、
娘
が
溺
れ
て
い
る
と
思
う
、
或
は
花
輪
を
釣
り
上
げ
よ

う
と
す
る
。
一
人
が
水
に
飛
び
込
み
、
溺
れ
る
。
馬
、
帰
宅
し
て
主
の

溺
死
を
知
ら
せ
る
。
溺
れ
る
若
者
、
溺
れ
る
こ
と
を
祝
言
に
擬
え
る
。

（
三
）《
若
者
の
死
》
│
六
話
型

 

話
型
五
六
番「
若
者
も
し
く
は
母
の
死
。
黒
馬
車
で
墓
参
り
を
す
る
娘
」

 

一許
嫁
（
妻
）、
手
紙
を
受
け
取
り
、
ヤ
シ
ョ
の
死
を
知
る
。
黒
い
馬
車

を
用
意
さ
せ
、
墓
地
へ
行
き
、
愛
す
る
人
の
体
を
掘
り
起
こ
す
。
祝
言

を
挙
げ
る
よ
う
に
と
男
に
訴
え
る
、
或
は
故
郷
の
村
の
墓
地
へ
体
を
運

ぶ
。
女
と
死
者
と
の
会
話
。

 

二娘
、
母
の
死
を
嘆
く
。
黒
い
馬
車
を
用
意
さ
せ
、
墓
地
へ
行
く
。
娘
と

死
者
の
会
話
。

（
四
）《
娘
の
死
》
│
八
話
型

 

話
型
六
二
番
「
愛
に
死
ん
だ
娘
」

恋
人
の
若
者
、
娘
を
置
い
て
旅
に
出
る
。
娘
、
恋
人
を
思
い
焦
が
れ
る
。

若
者
が
帰
る
と
、
別
の
娘
が
見
つ
か
る
わ
と
言
い
つ
つ
、
娘
は
死
ぬ
。

（
五
）《
恋
人
た
ち
の
死
》
│
一
一
話
型

 

話
型
七
二
番
「
二
人
な
が
ら
死
ん
だ
恋
人
達
」
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娘
が
死
ぬ
。
そ
の
墓
を
訪
れ
た
男
も
死
ぬ
。
男
は
娘
の
隣
に
葬
ら
れ
る
。

愛
に
よ
る
死
、
と
墓
碑
に
刻
ま
れ
る
。

（
六
）《
死
後
帰
還
す
る
、
愛
す
る
女
性
も
し
く
は
母
》
│
八
話
型

 
話
型
八
二
番
「
恋
人
の
死
後
の
帰
還
。
結
婚
の
障
害
」

娘
（
ル
ー
ジ
ャ
）、
黄
金
を
ち
り
ば
め
た
松
の
下
に
佇
む
。
母
の
反
対

で
結
婚
で
き
な
か
っ
た
相
手
の
男
を
思
い
焦
が
れ
る
。
恋
人
（
ヤ
シ
ェ

ン
コ
）、
娘
の
た
め
に
真
珠
を
探
し
て
遠
国
に
旅
す
る
。
若
者
、
帰
還

し
て
、
死
の
床
に
あ
る
娘
を
見
る
。
母
、
娘
の
手
に
柘
榴
石
の
腕
輪
を

巻
き
つ
け
る
。
若
者
、
真
珠
を
放
り
投
げ
、
娘
の
手
に
接
吻
す
る
。
悲

嘆
し
、
自
ら
の
死
を
予
告
す
る
。

（
七
）《
別
離
の
後
の
再
会
》
│
七
話
型

 

話
型
八
九
番
「
妻
の
婚
礼
に
帰
還
し
た
男
」

ヤ
シ
ョ
（pan D

ąbrow
a, D

ąbrow
ski, K

ołtoński, Syw
estynek

）、
恋

人
も
し
く
は
新
妻
を
母
に
託
し
て
、
戦
に
出
か
け
る
。
自
分
が
帰
る
ま

で
六
年
は
待
つ
よ
う
に
、
七
年
目
に
は
他
の
男
と
結
婚
し
て
も
よ
い
と

契
ら
せ
る
。
帰
還
し
て
母
に
聞
く
と
、
娘
は
王
室
付
喇
叭
手
（
ク
ラ
ク

フ
の
郡
司
、
郡
司M

iełżyński, B
ilinski, Litw

icki, D
ąbrow

ski
、
宮
廷

書
記
官
）
と
結
婚
す
る
と
こ
ろ
だ
と
言
う
。
男
、婚
礼
の
宴
席
に
現
れ
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
き
、
娘
が
自
分
だ
と
判
る
か
ど
う
か
試
す
。
女
、

そ
れ
が
恋
人
（
夫
）
で
あ
る
と
判
り
、「
四
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
飛
び
越

え
て
」
新
郎
に
対
し
て
立
ち
去
る
よ
う
、
別
の
女
を
探
す
よ
う
言
う
、

或
は
新
郎
の
許
に
残
る
。
婚
礼
の
宴
で
乱
闘
が
始
ま
る
。
棄
て
ら
れ
た

夫
、〔
結
納
の
〕
金
貨
を
返
す
よ
う
に
求
め
る
、
或
は
自
害
す
る
。

（
八
）《
様
々
な
冒
険
》
│
一
〇
話
型

 

話
型
九
七
番
「
盗
賊
の
許
か
ら
逃
れ
た
娘
」

盗
賊
が
娘
を
さ
ら
う
。
盗
賊
達
と
と
も
に
生
活
す
る
老
婆
、
娘
に
逃
げ

る
よ
う
唆
す
。
ほ
ぐ
す
と
道
を
教
え
る
糸
だ
と
言
っ
て
、
小
さ
な
糸
玉

を
渡
す
。
盗
賊
に
追
わ
れ
る
娘
、
一
人
の
車
引
き
に
会
う
。
結
婚
の
約

束
の
代
わ
り
に
、
車
引
き
が
娘
を
救
う
。

（
九
）《
空
想
的
な
話
》
│
七
話
型

 

話
型
一
〇
七
番
「
死
ん
だ
娘
、
恋
人
を
さ
ら
う
」

死
ん
だ
娘
、
真
夜
中
に
さ
迷
い
歩
き
、
若
者
に
出
会
う
。
若
者
、
娘
を

誘
惑
し
、
娘
の
恋
人
に
対
す
る
契
り
を
破
る
よ
う
そ
そ
の
か
す
。
娘
、

自
分
の
「
小
屋
」
に
男
を
案
内
す
る
が
、
そ
れ
は
墓
で
あ
る
と
判
り
、

自
分
は
男
の
か
つ
て
の
許
嫁
だ
と
告
げ
る
。
不
実
を
戒
め
る
歌
が
歌
わ

れ
る
。 

（
一
〇
）《
教
訓
的
な
話
》
│
四
話
型

 

話
型
一
一
三
番
「
子
殺
し
の
女
、
地
獄
に
さ
ら
わ
れ
る
」

薬
草
を
摘
む
（
牛
に
草
を
食
ま
せ
る
）
娘
、
或
は
教
会
で
ミ
サ
が
あ
る

間
家
に
残
っ
た
娘
の
と
こ
ろ
へ
、
馬
に
乗
っ
た
紳
士
（
若
者
、
騎
士
）

が
訪
れ
る
。
娘
、地
獄
へ
さ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、度
々
の
子
殺
し
、

或
は
幼
児
の
未
受
洗
、
あ
る
い
は
恋
人
に
「
花
輪
」
を
返
そ
う
と
す
る

娘
の
気
持
。
娘
、
地
獄
で
過
酷
な
罰
を
受
け
る
。
残
さ
れ
た
姉
妹
達
に

は
気
を
つ
け
さ
せ
る
よ
う
に
と
両
親
に
告
げ
る
。

（
一
一
）《
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
話
》
│
六
話
型

話
型
一
一
七
番
「
娘
を
誘
惑
す
る
悪
知
恵
。
ミ
コ
ワ
イ
殿
と
粉
挽
き
の
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娘
」

ミ
コ
ワ
イ
殿
、
粉
挽
き
を
館
に
呼
び
つ
け
、
ワ
イ
ン
を
振
舞
い
、
お
前

の
美
し
い
娘
を
よ
こ
せ
と
要
求
し
、
さ
も
な
い
と
殺
す
と
脅
す
。
粉
挽

き
拒
絶
し
、
娘
は
殺
す
と
予
告
す
る
。
殿
、
大
き
な
袋
に
入
り
込
み
、

水
車
小
屋
に
運
ば
れ
、
カ
ー
シ
ャ
の
寝
床
に
い
た
る
、
或
は
娘
を
誘
惑

す
る
ぞ
と
粉
挽
き
を
脅
す
。

　

ロ
マ
ン
主
義
詩
人
た
ち
が
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を

確
立
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
取
材
源
と
し
て
、
ま
た
モ
デ
ル
と
し
て
最
も
重

要
視
し
た
民
衆
バ
ラ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
主
題
、
モ
チ
ー
フ
を
見

て
も
、
騎
士
の
死
を
悼
ん
だ
挽
歌
と
い
う
よ
う
な
ド
ゥ
ー
マ
か
ら
ど
れ
ほ

ど
大
き
く
離
陸
し
た
か
が
わ
か
る
。
物
語
の
主
人
公
は
英
雄
や
将
軍
、
伝

説
中
の
女
王
な
ど
か
ら
、ヤ
シ
ョ
（
男
子
の
洗
礼
名Jan

の
愛
称
形
）
や
カ
ー

シ
ャ（
女
子
の
洗
礼
名K

atarzyna

の
愛
称
形
）と
い
っ
た「
名
も
な
い
」民
衆
、

多
く
は
農
民
に
変
わ
り
、
語
ら
れ
る
行
為
は
、
そ
の
多
く
が
仇
打
ち
な
ど

の
よ
う
に
は
正
当
化
で
き
ぬ
種
類
の
犯
罪
で
あ
り
、
あ
る
い
は
説
明
の
つ

か
な
い
不
条
理
事
で
あ
り
、（
超
）
自
然
力
や
妖
怪
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
現
象
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
無
論
の
こ
と
民
間
バ
ラ
ー
ド
に
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
民
族
や
国
家
に
ま
つ
わ
る
抽
象
的
な
モ
チ
ー
フ
も

意
味
を
も
た
な
い
。
戦
争
の
語
は
し
ば
し
ば
現
れ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
人
が
そ
こ
へ
去
っ
て
帰
ら
ぬ
者
と
な
る
場
所
、
人
が
「
消
え
て
ゆ
く
」

背
景
・
遠
景
と
し
て
の
戦
（
場
）
で
あ
り
、
絶
え
ず
ど
こ
か
で
起
こ
っ
て

い
る
、
誰
と
誰
の
戦
い
と
も
知
れ
ぬ
「
名
も
な
い
」
戦
争
で
し
か
な
か
っ

た
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
「
百
合
の
花
」
で
は
、
話
題
と
な
っ
て
い
る

の
が
領
主
階
級
の
奥
様
、
旦
那
様
で
あ
っ
て
も
、
話
題
と
し
て
い
る
主
体

は
農
民
あ
る
い
は
農
奴
で
あ
り
、
そ
の
語
り
口
に
は
、
物
語
を
享
受
す
る

人
々
の
冷
や
か
で
残
忍
な
好
奇
心
あ
る
い
は
願
望
が
浸
透
し
て
い
る
。

　

ド
ゥ
ー
マ
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
バ
ラ
ー
ド
に
引
き
継
が
れ
た
最
大
の
共

通
点
は
人
の
《
死
》
と
い
う
中
心
的
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
が
、
上
掲
の
一
覧

で
も
見
た
よ
う
に
、
民
間
伝
承
の
バ
ラ
ー
ド
は
残
酷
な
簡
潔
さ
、
即
物
性

を
も
っ
て
死
を
語
る
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
は
、
そ
う
し
た

民
間
バ
ラ
ー
ド
の
特
質
を
保
ち
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
馥
郁
と
し
た
香
気
を

加
え
た
文
学
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊

　
「
馥
郁
と
し
た
香
気
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
使
え
る
た
め
に
は
、た
っ

た
一
篇
で
は
な
く
、
せ
め
て
数
篇
の
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
を

日
本
語
で
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
で
そ
れ
は

で
き
な
い
。

　

シ
ョ
パ
ン
に
話
を
戻
せ
ば
、
曲
に
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
題
を
つ
け
た
こ
と

に
つ
い
て
、
彼
自
身
は
何
も
言
葉
を
残
し
て
い
な
い
。
一
八
三
六
年
九
月

一
二
日
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
シ
ュ
ー
マ
ン
を
訪
れ
た
際
、
シ
ョ
パ
ン
は
部
分

的
に
で
き
て
い
た
か
も
し
く
は
草
稿
段
階
に
あ
っ
た
《
バ
ラ
ー
ド
・
ヘ
長

調
》（
い
わ
ゆ
る
「
二
番
」）
を
弾
い
て
聞
か
せ
、
シ
ュ
ー
マ
ン
に
献
呈
し

て
い
る
が
、
こ
の
日
の
こ
と
を
日
記
に
記
録
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、

シ
ョ
パ
ン
が
「
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
人
が
語
る
の
を
好
ま
な
い
」
45
と

書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
六
月
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
出
版
さ
れ
て
い

た
《
バ
ラ
ー
ド
・
ト
短
調
・
作
品
二
三
》
も
知
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
の
時
点
で
は
、
そ
れ
ら
の
バ
ラ
ー
ド
が
何
ら
か
の
文
学
的
テ
ク
ス
ト

と
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。
一
三
日
、

一
四
日
あ
た
り
に
知
人
に
宛
て
た
手
紙
類
で
も
、
シ
ョ
パ
ン
の
訪
問
や
演
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奏
に
つ
い
て
讃
辞
を
連
ね
な
が
ら
、バ
ラ
ー
ド
の
「
典
拠
」
や
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
は
い
な
い
。

　

シ
ョ
パ
ン
は
「
バ
ラ
ー
ド
は
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
幾
つ
か
の
詩
に
刺

激
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
言
っ
た
」46
と
シ
ュ
ー
マ
ン
が『
音
楽
新
報
』で「
証

言
」
し
た
の
は
、
シ
ョ
パ
ン
と
会
っ
て
か
ら
五
年
も
た
っ
た
一
八
四
一
年

の
こ
と
で
あ
る
47
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
詩
と
シ
ョ
パ
ン
の
バ
ラ
ー
ド

を
結
び
つ
け
る
、
世
に
唯
一
の
こ
の
証
言
が
、
後
の
回
想
に
し
か
現
れ
な

い
の
は
妙
だ
と
指
摘
し
た
キ
ー
フ
ァ
ー
は
、「
こ
れ
ら
の
バ
ラ
ー
ド
が
最

上
の
詩
に
よ
っ
て
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
観
察
ほ
ど
輝
か
し
い

こ
と
は
な
い
。
結
局
こ
れ
が
、〔
シ
ョ
パ
ン
の
バ
ラ
ー
ド
と
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
バ
ラ
ー
ド
を
結
び
つ
け
る
〕
臆
説
の
打
ち
上
げ
花
火
を
支
え
る
細
々
と

し
た
足
場
な
の
で
あ
る
！　

当
時
は
ま
だ
一
曲
半
の
バ
ラ
ー
ド
し
か
完

成
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
返
せ
ば
、
そ
の
信
憑
性
は
い
よ
い
よ
曖

昧
模
糊
と
す
る
」
48
と
皮
肉
っ
て
い
る
が
、
私
も
ま
た
そ
う
思
う
。

　

シ
ュ
ー
マ
ン
の
説
が
世
に
広
ま
る
の
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
評
論
集

『
音
楽
と
音
楽
家
』
に
収
め
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
一
八
五
四
年
以
降
だ
ろ

う
と
想
像
す
る
が
、
以
後
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ

の
ど
の
詩
が
シ
ョ
パ
ン
の
ど
の
バ
ラ
ー
ド
の
台
本
あ
る
い
は
発
想
源
と

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
り
、
夥
し
い
数
の
仮
説
が
演
奏
家
や

音
楽
学
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
中
で
も
有
名
な
の
は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
コ
ル
ト
ー
が
一
九
二
九
年
に
出
版
し
た
楽
譜
『
練
習
用

シ
ョ
パ
ン
作
品
集
・
バ
ラ
ー
ド
篇
』
で
次
の
よ
う
に
「
指
定
」
し
た
典
拠

で
、
こ
の
譜
の
邦
訳
版
が
販
売
さ
れ
て
い
る
日
本
で
も

│
そ
も
そ
も
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
テ
ク
ス
ト
の
原
文
か
ら
の
日
本
語
訳
が
な
い
だ
け

に

│
ピ
ア
ノ
を
弾
く
人
々
の
間
で
は
膾
炙
し
て
い
る
。

バ
ラ
ー
ド
一
番

│
長
篇
詩
「K

onrad W
allenrod

コ
ン
ラ
ッ
ト
・
ヴ
ァ

レ
ン
ロ
ッ
ト
」
の
第
四
部
「U

czta

宴
」
最
終
部
に
含
ま
れ
る
「Ballada. 

Alpuhara

バ
ラ
ー
ド

│
ア
ル
プ
ハ
ラ
」

バ
ラ
ー
ド
二
番

│
「Św

iteź. Ballada

シ
フ
ィ
テ
シ

│
バ
ラ
ー
ド
」

バ
ラ
ー
ド
三
番

│
「Św

itezianka. Ballada

シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ

│

バ
ラ
ー
ド
」 

バ
ラ
ー
ド
四
番

│
「Trzech Budrysów. Ballada litew

ska

三
人
の
ブ

ド
リ
ス

│
リ
ト
ア
ニ
ア
の
バ
ラ
ー
ド
」

　

た
と
え
ば
コ
ル
ト
ー
は
、
三
番
の
バ
ラ
ー
ド
に
つ
い
て
「
こ
の
バ
ラ
ー

ド
は
〝
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
〞
と
題
さ
れ
た
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
伝
説
を
描

い
て
い
る
〔illustre

〕
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
」
49
と
し
て
い
る
が
、「
知

ら
れ
て
い
る
」
な
ど
と
書
か
れ
れ
ば
、そ
う
か
と
思
う
の
が
当
然
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
シ
ュ
ー
マ
ン
の
報
告
も
楽
譜
の
序
文
冒
頭
で
引
き
合
い
に
出

さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
と
も
か
く
シ
ョ
パ
ン
の
特
定
の
バ
ラ
ー
ド
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
特
定
の
詩
、
そ
れ
も
バ
ラ
ー
ド
に
対
応
す
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
の

で
あ
る
。
最
初
の
《
バ
ラ
ー
ド
・
ト
短
調
》
が
作
曲
さ
れ
た
の
は
、
ジ
ム
・

サ
ム
ソ
ン
に
従
え
ば
、
一
八
三
四
〜
五
年
だ
が
50
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
バ

ラ
ー
ド
と
い
う
言
葉
が
恐
ら
く
初
め
て
印
刷
さ
れ
た
一
八
一
六
年
か
ら

そ
れ
ま
で
の
二
〇
年
間
に
は
、
数
多
く
の
バ
ラ
ー
ド
が
書
か
れ
、
流
布
し

て
い
た
。
第
二
次
大
戦
ま
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
主
だ
っ
た
バ
ラ
ー
ド
を
集

め
た
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
バ
ラ
ー
ド
集
』
51
か
ら
拾
っ
た
だ
け
で
も
二
〇
篇

以
上
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
バ
ラ
ー
ド
の
他
に
多
数
の
翻
訳
バ

ラ
ー
ド
が
あ
り
、
シ
ョ
パ
ン
が
読
も
う
と
思
え
ば
原
文
で
フ
ラ
ン
ス
語
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の バ ラ ー ド も 読 め た だ ろ う 。 つ ま り 《 バ ラ ー ド ・ ト 短 調 ・ 作品 二 三 》

を 書 く ま で に 彼 が 接 し 得 た 可 能 性 の あ る バ ラ ー ド 文 学

は 、 印 刷 発 表 さ れ た も の も 手 稿 の ま ま の も の も 含 め て 相 当 な数 に の ぼ る の で あ る 。 題 名 に は 明 示 さ れ て い な く て も 、 バ ラ ード と 分 類 さ れ る 作 品 も い た っ て 多 い 。 選 択 肢 が そ れ だ け 多 い 中で 、 シ ョ パ ン の バ ラ ー ド は な ぜ

─
シ ュ ー マ ン の 報 告 も 含 め て

─
ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の バ ラ ー ド と 結 び つ け ら れ ね ば な ら な

か っ た の か 。 ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ 以 上 に 親 し く し て い た 、 そ し てポ ー ラ ン ド 語 初 の バ ラ ー ド を ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ と 同 時 に 、 競 うよ う に 書 き 、 発 表 し た ザ レ ス キ や ヴ ィ ト フ ィ ツ キ や そ の 作 品 と結 び つ け ら れ な い の は な ぜ な の か 。　
先 に も 引 い た ス モ レ ン ス カ ＝ ジ ェ リ ン ス カ の 青 少 年 向 け

シ ョ パ ン 伝 に は 、 ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ に 関 し て 以 下 の よ う な 表 現が 並 ぶ

─
（ 一 ） 同 じ 〔 一 八 二 七 〕 年 彼 は 、 ヴ ィ リ ニ ュ ス ［ リ ト ア ニ ア の

首 都 ］ で 出 版 さ れ た ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の 詩 集 を ワ ル シ ャ ワ の 本屋 で 買 い 求 め 、 た ち ま ち そ の 熱 烈 な フ ァ ン に な る が 、 こ の 詩

00000000000

0

0

00

集 は 、 そ の 後 も 長 年 に わ た っ て 彼 に と っ て の ロ マ ン 主 義 精 神0

0

0

00000000000000000000000

の シ ン ボ ル で あ り つ づ け る000000000000

（ 伝 統 的 、 古 典 的 な 詩 の 趣 味 を 持

つ 者 に と っ て は か な り ス キ ャ ン ダ ラ ス な も の だ っ た ）  。

5 2〔 傍

点 に よ る 強 調 は 関 口 。 以 下 同 様 〕

（ 二 ） ヤ ン が 脚 に 患 い を 得 た ま ま ワ ル シ ャ ワ を 離 れ 、 故 郷 ソ コ

ウ ォ ー ヴ ォ に 帰 っ て か ら と い う も の 、 フ リ デ リ ッ ク は 、 身 辺上 の 出 来 事 を 大 小 も ら さ ず 報 告 し て 自 分 の 気 持 ち を 吐 露 し 、

自 分 が 書 い た マ ズ ル カ や 、  気 に 入 っ た ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の 詩

00000000000000

や 、

ワ ル シ ャ ワ で 上 演 さ れ た オ ペ ラ の ア リ ア を 送 っ た り し な がら 、 矢 の よ う に 手 紙 を 書 き 送 っ た 。

5 3

（ 三 ） シ ョ パ ン は 早 く 少 年 時 代 か ら ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ に 心 酔 し て

00000000000000000000

い た00

。  〔 略 〕 ま た ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の バ ラ ー ド に 対 す る シ ョ パ

0000000000000000000

ン の 若 い 頃 の 傾 倒00000000

は 、 彼 の 成 熟 期 に ピ ア ノ の た め の 《 バ ラ ー

ド 》 と な っ て 結 実 す る 。

5 4

（ 四 ） ピ ア ノ 音 楽 に バ ラ ー ド の ス タ イ ル や 形 式 を 使 う と い う 発

想 が シ ョ パ ン に 生 ま れ た の は

─
彼 自 身 が 一 八 三 六 年 ラ イ プ

ツ ィ ヒ で シ ュ ー マ ン に 語 っ た と こ ろ に よ れ ば

─
や は り 、 少

0

年 時 代 か ら 傾 倒 し て い た00000000000

ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の バ ラ ー ド が き っ か

け だ っ た 。

5 5

（ 五 ） 一 八 三 二 年 パ リ で 、 シ ョ パ ン は 初 め て こ の 一 二 歳 年 上 の

詩 人 に 会 っ た 。 そ れ 以 後 、 こ の 二 人 の 偉 大 な ロ マ ン 主 義 芸 術家 は

─
ポ ー ラ ン ド 亡 命 者 社 会 の ス タ ー 的 な 存 在 で も あ り

─
「 ポ ー ラ ン ド 倶 楽 部 」 や ア ダ ム ・ チ ャ ル ト リ ス キ 公 の 家

で の 集 ま り や 、 あ る い は あ ち こ ち の サ ロ ン の 夕 べ で 、 何 度 も顔 を 合 わ せ る こ と と な っ た 。 必 ず し も す べ て に お い て 意 見 が一 致 す る と い う こ と は な か っ た に せ よ 、 二 人 は 互 い に 好 意 と尊 敬 を 寄 せ 合 っ た 。 シ ョ パ ン の ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の 文 学 に 対 す

000000000000000000

る 傾 倒000

は 変 わ ら ず 、 ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ は シ ョ パ ン の 音 楽 の ロ マ

ン 主 義 的 な 深 み に つ い て 賛 辞 を 惜 し ま な か っ た 。

5 6
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傍
点 を 施 し た 表 現 に は 、 い ず れ も 根 拠 が な い 。

（ 一 ）

の 詩 集

に つ い て 、 ど う や ら ス モ レ ン ス カ ＝ ジ ェ リ ン ス カ は 一 八 二 二 年刊 の 第 一 詩 集 で あ る と 思 っ て い る よ う だ が 、 最 新 の シ ョ パ ン 書簡 集 の 編 者 ヘ ル マ ン ら は 、 恐 ら く 前 年 一 二 月 初 め に モ ス ク ワ で刊 行 さ れ た 『 ソ ネ ッ ト

（ 集 ）

』 だ ろ う と 推 測 し て い る 。 ど ち ら

に し て も 、 ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の 作 品 入 手 に つ い て の 情 報 の 出 所は 、 一 八 二 七 年 一 月 八 日 付 け の ヤ ン ・ ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツ キ 宛 て書 簡 で 「 ミ チ

〔 マ マ 〕

キ ェ ー ヴ ィ チ や 例 の 切 符 購 入 の た め の 骨

折 り 、  重 労 働 に 対 す る 、  我 輩 の 額 の 血 の 汗 に 対 す る 、  そ れ が

〔 君

の 〕

謝 意 か い ？ 」

5 7と 書 い て い る 一 箇 所 だ け だ が 、 ミ ツ キ ェ ー

ヴ ィ チ の 何 ら か の 本 を 苦 労 し て 入 手 し て ヤ ン に 送 っ た と し ても 、 そ れ は シ ョ パ ン 自 身 が ま ず よ い と 思 い 、 推 薦 す る つ も り でそ う し た の か 、 そ れ と も ソ コ ウ ォ ー ヴ ォ と い う 田 舎 に 住 む ヤ ンか ら の 注 文 が 先 に あ っ て 、 そ れ に 応 じ て の 行 動 だ っ た の か は わか ら な い こ と な の で あ る 。　
ス モ レ ン ス カ ＝ ジ ェ リ ン ス カ の

（ 二 ）

の 表 現 も 、

（ 一 ）

と 同

じ 手 紙 を 根 拠 に し て い る だ け で 、 そ れ 以 外 に ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツキ に ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の 詩 を 送 っ た 形 跡 は な い 。 従 っ て こ の 評伝 作 者 は 、

（ 一 ）

の 場 合 に 利 用 さ れ た 書 簡 中 の わ ず か 一 回 の 言

及 を 利 用 し て 、 そ の 上 シ ョ パ ン の 「 気 に 入 っ た ミ ツ キ ェ ー ヴ ィチ の 詩 」 と い う 根 拠 の な い 言 い 回 し を 繰 り 返 す こ と で 、 読 者 に対 し て 、 い わ ば 修 辞 的 、 心 理 的 「 既 成 事 実 」 を 積 み 上 げ た の であ る 。

（ 三 ）

の  「 心 酔 し て い た 」  、

（ 三 ）  （ 四 ）  （ 五 ）

の  「 傾 倒 」  と い っ

た 表 現 も 、 反 復 し て 使 用 さ れ る こ と で 、 伝 記 作 者 の 願 望 を あ たか も 史 的 事 実 で あ る か の よ う に 提 示 す る 極 め て 有 効 な 修 辞 とな っ て い る 。

　
シ ョ パ ン が ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の バ ラ ー ド を 知 っ て い た 可 能

性 を 示 す 最 初 の 文 献 は 、 一 八 二 七 年 三 月 一 四 日 付 け

（ 事 実 は

一 二 日 ）

の や は り ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツ キ 宛 て 書 簡 で あ る 。 そ の 中

で 、 シ ョ パ ン 家 の 料 理 人 だ っ た 女 性 が 、 か つ て シ ョ パ ン 家 に寄 宿 し て い た ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツ キ が い か に 素 敵 な お 坊 ち ゃ まだ っ た こ と か と 回 想 し て い る 言 葉 の 引 用 が あ る

─

　
も し 死 ん だ の な ら 、 そ う 報 告 し て く れ た ま え 。 賄 方 の お ば さ

ん に 教 え て や る か ら 。 と い う の も 彼 女 、 君 の 病 気 の こ と を 聞き 知 っ て か ら と い う も の 、 四 六 時 中 お 祈 り を 唱 え て い る の だ 。─
キ ュ ー ピ ッ ド の 矢 の 威 力 は 大 し た も の だ 。 わ が ユ ゼ フ ォ ー

ヴ ァ 〔 女 性 の 呼 び 名 〕  、 か な り の お ば さ ん だ が 、 君 が ワ ル シ ャワ に い た 間 、  す っ か り 君 に 参 っ た と 見 え て 、  （ 君 が 死 ん だ と 知 って か ら ） 長 い 間 、 毎 回 毎 回 こ ん な 風 に 言 っ て い た

─
「 何 と い

う お 坊 ち ゃ ま で し た こ と ！

　
こ こ に お 出 入 り す る ど ん な お 坊

ち ゃ ま 方 よ り ハ ン サ ム で 、 ヴ ォ イ チ ェ ホ フ ス キ 様 も あ れ ほ ど ハン サ ム で ね え し 、 イ ェ ン ジ ェ イ ェ ー ヴ ィ チ 様 も 駄 目 、 ど な た もか な い ま せ ん て 。

─
ま あ 本 当 に ね え 。 一 度 な ん か 、 煮 た キ ャ

ベ ツ を ご 冗 談 で 鍋 ご と 平 ら げ て し ま わ れ ま し た な 」  … … 。  ハ 、  ハ 、ハ 、 ハ ！

　
高 名 な る 「 挽 歌 」 か ！

　
ミ チ 〔 マ マ 〕 キ ェ ー ヴ ィ チ

が い な い の が 残 念 。 い れ ば バ ラ ー ド 「 料 理 女 」 で も 書 い て く れそ う だ 。

5 8

　
先 に 触 れ た 一 月 八 日 の 手 紙 か ら 二 ヶ 月 後 の 手 紙 を 、 シ ョ パ ン

は の っ け か ら 「 生 き て い る ？

─
そ れ と も 死 ん だ の か い ？

─

も う 三 ヶ 月 以 上 た っ た 。 こ の 間 、 君 が 僕 に 一 言 も 書 い て 寄 越 さ
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な
い
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
慶
賀
の
至
り
だ
」
59
と
痛
烈
に
始
め
て
い

る
。
ヤ
ン
は
病
に
苦
し
ん
で
い
て
、
翌
二
八
年
三
月
に
現
実
に
早
世
す

る
の
だ
が
、
現
存
す
る
ビ
ャ
ウ
ォ
ブ
ウ
ォ
ツ
キ
宛
て
の
最
後
の
書
簡
二
通

に
共
通
し
て
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
名
が
見
え
る
の
は
、
む
し
ろ
藝
術
青

年
だ
っ
た
ヤ
ン
・
ビ
ャ
ウ
ォ
ブ
ウ
ォ
ツ
キ
こ
そ
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に

「
傾
倒
」、「
心
酔
し
て
い
た
」
こ
と
を
シ
ョ
パ
ン
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で

は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
時
代
の
青
年
知
識
人
と
し
て
御
多
分
に
洩
れ
ず
、

ヤ
ン
が
こ
の
詩
人
を
崇
拝
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
シ
ョ
パ
ン
は

│
自
身

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

│
病
床
に
あ
る
高
校

以
来
の
親
友
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
、
出
版
後
す
ぐ
に
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
自
身
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
送
ら
せ
た
五
百
部
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
（
集
）』
が

到
着
し
た
ば
か
り
の
時
点
で
、
購
入
に
奔
走
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
か
り
に
も
シ
ョ
パ
ン
自
身
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に
傾
倒
、
心
酔

し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
示
す
直
接
の
言
辞
が
あ
っ
て
も
い
い
は

ず
だ
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
。
ま
た
右
の
文
中
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
直
前
に
見
え
る
語
「
挽
歌
〔Treny

〕」
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
以

前
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
最
大
の
詩
人
と
し
て
学
校
生
徒
が
教
わ
る
、
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
詩
人
ヤ
ン
・
コ
ハ
ノ
フ
ス
キ
が
娘
の
死
を
悼
ん
で
書
い
た
有

名
な
作
品
の
題
の
引
用
で
、
い
か
に
も
シ
ョ
パ
ン
が
学
校
の
文
学
史
の
授

業
で
仕
入
れ
た
知
識
を
並
べ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
感
じ
も
す
る
。
た
だ

し
、
ヤ
ン
様
の
死
を
使
用
人
の
ユ
ゼ
フ
ォ
ー
ヴ
ァ
が
嘆
く
と
い
う
構
図

や
、「C

yganka

ジ
プ
シ
ー
女
」（
ザ
ン
）
や
「Św

iterzanka

シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ

ン
カ
」（
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
）
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
の
題
名
「K

ucharka

料
理
女
」
を
考
え
る
と
、
二
〇
年
代
以
降
流
行
し
て
い
る
バ
ラ
ー
ド
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
、
ま
た
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
バ
ラ
ー
ド
の
名
手
で
あ

る
こ
と
を

│
無
論
そ
れ
が
知
識
層
の
常
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
が

│
シ
ョ
パ
ン
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
と
だ
け
は

言
え
る
。

　

シ
ョ
パ
ン
自
身
の
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に
関
す
る
言
及
は
き
わ
め
て

乏
し
い
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
一
世
紀
半
、
二
人
を
結
び
つ
け
る
努
力

が
営
々
と
な
さ
れ
て
き
た
か
と
言
え
ば
、
最
大
の
理
由
は
、
両
者
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
民
族
的
「
英
雄
」
で
あ
り
、
民
族
を
代
表
す
る

偉
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
。
二
人
は
一
八
三
二
年
に
パ

リ
で
知
り
合
っ
た
の
だ
が
、
ヨ
ラ
ン
タ
・
ペ
ン
カ
チ
ュ
は
、
パ
リ
で
の
亡

命
時
代
に
お
け
る
両
者
の
関
係
の
神
話
化
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る

│　

ま
た
こ
の
時
期
〔
一
八
三
五
〜
四
〇
年
代
〕
は
、シ
ョ
パ
ン
が
特
に
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
亡
命
者
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
で
活
発
に
活
動
し
、
毎
日
の
よ
う
に

ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ
、
ユ

ゼ
フ
・
ボ
フ
ダ
ン
・
ザ
レ
ス
キ
、
ユ
リ
ア
ン
・
ウ
ル
ス
ィ
ン
・
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
ら
と
会
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
般
化
は
、
こ
う

し
た
人
物
た
ち
と
彼
の
関
係
が
必
ず
し
も
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
あ
っ
さ
り
と
排
除
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な

く
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
・
事
実
的
裏
付
け
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
60

　

そ
し
て
四
〇
年
代
に
入
れ
ば
「
メ
ス
ィ
ヤ
ニ
ズ
ム
思
想
に
お
い
て
フ

ラ
ン
ス
の
合
理
主
義
と
社
会
組
織
に
代
わ
っ
て
取
る
べ
き
道
と
し
て
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
を
賞
揚
し
」「
パ
リ
を
拒
否
し
た
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
」
と
、

パ
リ
や
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
世
界
を
肯
定
し
、「
フ
ラ
ン
ス
の
文
物
を
遠

ざ
け
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
経
験
に
対
置
す
る
よ
り

は
、
む
し
ろ
両
者
の
融
合
を
は
か
っ
た
」
シ
ョ
パ
ン
の
生
き
方
の
相
違
は
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ま
す
ま
す
際
立
っ
た
と
ペ
ン
カ
チ
ュ
は
見
て
い
る
。
61

　

同
じ
論
文
で
ペ
ン
カ
チ
ュ
は
、「《
民
族
》
の
作
曲
家
と
し
て
私
物
化
さ

れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
が
生
ん
だ
ポ
ー
ラ
ン
ド
《
民
族
の
魂
》
を
体
現
す

る
、
民
族
の
財
産
と
な
っ
た
」
過
程
を
丹
念
に
検
証
し
、
こ
う
書
い
て
い

る

│　

結
果
と
し
て
、
シ
ョ
パ
ン
の
像
は
、
本
格
的
な
伝
記
（
一
九
世
紀
に
は

そ
も
そ
も
そ
う
し
た
著
作
の
数
自
体
が
寥
々
た
る
も
の
だ
っ
た
）
の
影
響

を
受
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
シ
ョ
パ
ン
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
「
民
族
精
神
」
の

精
髄
と
い
か
に
有
機
的
に
関
係
し
て
い
る
か
、
同
時
代
の
他
の
傑
出
し
た

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
藝
術
家
た
ち
と
シ
ョ
パ
ン
と
が
い
か
に
精
神
的
に
近
し
い

関
係
に
あ
る
か
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
エ
ッ
セ
イ
や
評
論
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
62

　

ペ
ン
カ
チ
ュ
に
よ
っ
て
「
シ
ョ
パ
ン
の
民
族
主
義
的
私
物
化
と
い
う
路

線
を
最
初
に
敷
い
た
」
と
名
指
さ
れ
た
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
文
学
者

ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
タ
ル
ノ
フ
ス
キ
が
一
八
七
一
年
に
発
表
し
た
文
章
だ

が
、
そ
こ
に
は
こ
ん
な
く
だ
り
が
あ
る

│

　

事
実
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
詩
の
特
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
独
創
的
で
、
物
悲
し
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が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
概
念
を
外
国
人
に
伝
え
得
る
の
は

シ
ョ
パ
ン
を
措
い
て
他
に
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
音
楽
は
、
同
じ
イ

0
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、
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
音
楽
は
、
い
わ
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
詩
を
補
い
、
翻
訳
す
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る0

も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
63

　

国
難
の
さ
な
か
に
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
よ
っ
て
、
す
で
に
生
前
か

ら
ほ
と
ん
ど
救
国
の
英
雄
、
預
言
者
扱
い
さ
れ
て
い
た
詩
人
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
と
、
欧
州
の
音
楽
界
に
名
を
知
ら
れ
た
シ
ョ
パ
ン
と
が
力
を
合
わ

せ
て
何
か
を
為
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
望
ま
し
い
こ
と
も
な
い
美
談

で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
夢
を
見
る
こ
と
も
、
二
人
の
天
才
が
御
国
の
た
め

に
き
っ
と
仲
良
く
創
作
活
動
を
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
こ
む
こ
と
も
人

情
に
違
い
な
い
。
一
八
四
二
年
一
〇
月
一
六
日
付
け
の
姉
ル
ド
ヴ
ィ
カ
が

弟
フ
レ
デ
リ
ク
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
に
は
そ
う
し
た
人
情
が
よ
く
表

わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ル
ド
ヴ
ィ
カ
は
、
三
ヶ
月
ほ
ど
ポ
ー
ラ
ン
ド

各
地
を
回
り
、
旧
知
の
間
柄
も
新
た
に
知
り
合
っ
た
人
間
も
含
め
て
、
大

勢
の
人
々
に
会
っ
て
き
た
報
告
を
事
細
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
書

い
た

│
　

色
々
な
人
達
が
、
あ
な
た
は
結
婚
し
な
い
の
か
と
尋
ね
る
し
、
ま
た
他

の
人
は
他
の
人
で
、
き
っ
と
あ
な
た
と
ア
ダ
ム
が
一
緒
に
、
何
か
大
き
な

も
の
を
書
い
て
い
る
に
違
い
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
64

　

ア
ダ
ム
は
も
ち
ろ
ん
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
も

二
人
の
優
秀
な
人
間
を
大
都
会
に
送
り
出
し
た
在
所
の
人
間
た
ち
が
彼

ら
に
託
し
そ
う
な
期
待
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
才
シ
ョ
パ
ン
が
自
作
に

バ
ラ
ー
ド
と
い
う
題
を
付
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
釣
り
合
う
詩
は
、

天
才
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
を
措
い
て
他
に
な
い
と
人
々
が

思
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
自
然
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
他
の
詩
人

の
詩
で
は
格
が
違
い
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
シ
ョ
パ
ン
と

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
希
望
的
憶
測
を
抱
き
、
彼
ら
に
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つ
い
て
評
伝
を
書
く
者
が
そ
の
希
望
を
あ
た
か
も
史
実
の
よ
う
に
書
く

う
ち
に
、
時
代
と
と
も
に
神
話
は
固
め
ら
れ
、
肥
大
化
し
て
い
っ
た
。
そ

れ
で
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
な
い
評
者
や
演
奏
家
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と

言
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
と
い
う
壁
も
あ
り
、
三
国
分
割
と
い
う
特
殊
な

事
態
も
あ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
を
あ
る
程
度
以
上
批
判

的
に
は
読
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
。
加
え
て
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
以
外
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
は
、
た
と
え
ば
ザ
レ
ス
キ
や
ヴ
ィ

ト
フ
ィ
ツ
キ
な
ど
、
二
流
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
た
詩
人
の
作
品
は
翻
訳

が
な
い
た
め
に
、
読
む
こ
と
も
論
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド

語
圏
の
外
で
は
、
バ
ラ
ー
ド
は
お
ろ
か
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
そ
の
も
の

が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
専
売
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
が

シ
ョ
パ
ン
と
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
を
結
び
つ
け
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ

と
だ
ろ
う
。

＊

　

シ
ョ
パ
ン
が
自
作
の
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
四
回
、

二
〜
三
年
お
き
に
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
題
を
自
ら
冠
し
て
出
版
し
た
と

い
う
事
実
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
曲
が
一
つ
の
特
定
の

文
学
バ
ラ
ー
ド
に
着
想
を
得
た
と
か
、
ま
し
て
や
コ
ル
ト
ー
が
言
う
よ
う

に
「
描
い
て
い
る
」
と
判
断
す
べ
き
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
万
が
一
に

も
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
、
夥
し
い
数
の
バ
ラ
ー
ド
が
流
通
し
て
い
た
時

代
で
あ
る
。
そ
れ
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
断
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
シ
ョ
パ
ン
は
例
に
よ
っ
て

驚
く
ほ
ど
固
い
沈
黙
を
守
っ
た
（
き
っ
と
人
か
ら
た
び
た
び
バ
ラ
ー
ド
に
つ

い
て
尋
ね
ら
れ
た
に
違
い
な
い
が
）。
沈
黙
を
通
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ

く
ま
で
言
葉
を
排
除
し
て
の
、
音
に
よ
る
バ
ラ
ー
ド
を
志
し
た
と
解
す
べ

き
だ
ろ
う
。
一
方
で
一
八
二
〇
年
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
空
間
で
は
、
バ

ラ
ー
ド
と
い
う
、
い
わ
ば
ハ
イ
カ
ラ
な
言
葉
が
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
は

想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
革
新
性
、
前
衛
性
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
事
実

が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
。

　

英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
文
学
に
比
べ
て
は
る
か
に
後
で
、
半
世
紀
以
上
も

遅
れ
て
、
輸
入
品
の
新
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
登
場
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ

ラ
ー
ド
は
、
そ
の
名
称
自
体
が
革
命
的
だ
っ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
に
よ
る
古

典
主
義
の
批
判
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
有
産
（
支
配
）
階
級
の
文
学
に

無
産
（
被
抑
圧
）
階
級
の
世
界
観
や
言
語
を
持
ち
込
み
、
視
点
や
語
る
主

体
を
逆
立
さ
せ
る
「
運
動
」
と
し
て
、
文
字
通
り
革
命
的
だ
っ
た
。
ズ
ゴ

ジ
ェ
ル
ス
キ
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
に
つ

い
て
「〔
古
典
主
義
と
の
〕
こ
う
し
た
対
比
に
お
い
て
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
バ
ラ
ー
ド
の
新
鮮
さ
、《
民
衆
性
》
は

│
今
日
の
我
々
の
眼
に
は

も
う
あ
ま
り
判
然
と
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が

│
あ
か
ら

さ
ま
に
示
威
的
な
も
の
と
映
っ
た
に
違
い
な
か
っ
た
」
65
と
言
っ
て
い
る

の
は
的
確
な
指
摘
で
、
一
九
世
紀
に
至
っ
て
も
な
お
、
農
民
と
士
族
階
級

（
シ
ュ
ラ
フ
タ
）
と
の
文
化
的
な
断
絶
が
極
め
て
深
か
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド

で
、
一
八
二
〇
年
代
の
バ
ラ
ー
ド
が
、
そ
し
て
こ
の
呼
称
が
有
し
て
い
た

危
険
な
香
り
や
前
衛
の
象
徴
と
し
て
持
っ
て
い
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
想
像

す
る
こ
と
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
は
困
難
で
、
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
を
日

本
語
で
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
日
本
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
そ
れ
は
不

可
能
な
こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
バ
ラ
ー
ド
の
年
」
に
一
二
歳
だ
っ
た
フ
リ
デ
リ
ク
・

シ
ョ
パ
ン
が
、
そ
の
思
春
期
、
青
年
期
を
通
じ
て
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
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耳
に
し
、
目
に
し
た
は
ず
の
「
バ
ラ
ー
ド
」
の
語
や
バ
ラ
ー
ド
論
議
に

は
、
そ
う
し
た
特
別
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
意
味
合
い
が
あ
っ
た
（
一
八
二
〇

年
代
を
通
じ
て
、
シ
ョ
パ
ン
の
周
辺
で
侃
々
諤
々
戦
わ
さ
れ
続
け
た
、
有
名
な

ロ
マ
ン
派
対
古
典
派
論
争
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
「
バ

ラ
ー
ド
」
の
語
の
響
き
に
大
き
く
影
響
し
た
は
ず
で
あ
る
）。
バ
ラ
ー
ド
マ
ニ

ア
〔balladom

ania

〕
と
い
う
よ
う
な
単
語
ま
で
、
こ
の
時
代
に
は
登
場
し

た
の
だ
っ
た
。
あ
る
種
の
自
作
の
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
を
シ
ョ
パ
ン
が
バ
ラ
ー

ド
と
名
づ
け
た
行
為
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
事
実
を
知

る
こ
と
か
ら
、
ま
た
シ
ョ
パ
ン
が
接
し
得
た
文
学
バ
ラ
ー
ド
の
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
を
す
べ
て
見
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
が
欧
州
共
通
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の

最
大
公
約
数
的
な
文
学
「
バ
ラ
ー
ド
」
概
念
を
借
用
し
た
の
だ
と
い
う
仮

説
も
あ
り
得
て
、
そ
れ
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
ず
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
語
の
「
バ
ラ
ー
ド
」
に
特
有
だ
っ
た
、
濃
密
な
負
荷
の
問
題
を
無

視
し
て
は
話
が
始
ま
ら
な
い
。

　

青
柳
い
づ
み
こ
が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
「
詩
こ
そ
が
最
高
の
藝
術

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
音
楽
は
よ
り
低
い
ラ
ン
ク
に
甘
ん
じ
て
い
た
」
66

ロ
マ
ン
主
義
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
言
葉
の
な
い
表
現
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

に
お
い
て
は
ロ
マ
ン
主
義
の
錦
旗
だ
っ
た
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
名
称
を

│
こ
の
言
葉
に
ま
つ
わ
る
膨
大
か
つ
原
理
的
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

充
分
承
知
し
た
う
え
で

│
与
え
た
シ
ョ
パ
ン
の
試
み
は
、
少
な
く
と
も

大
胆
な
実
験
と
呼
ん
で
い
い
。
冒
険
、
あ
る
い
は
挑
戦
と
さ
え
呼
べ
る
可

能
性
も
な
い
で
は
な
い
。
文
学
に
お
も
ね
っ
て
バ
ラ
ー
ド
と
称
し
た
と
い

う
よ
り
は
、
文
学
に
反
抗
し
て
そ
う
し
た
の
だ
と
、
シ
ョ
パ
ン
の
文
章
だ

け
を
頼
り
に
私
は
考
え
る
。

　

自
分
は
オ
ペ
ラ
も
歌
曲
も
書
か
な
い
が
、
バ
ラ
ー
ド
を
書
く
。
し
か
し

音
だ
け
で
、
一
個
の
独
立
し
た
バ
ラ
ー
ド
を
書
き
た
い
、
書
け
る
の
だ
と

シ
ョ
パ
ン
が
考
え
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
題
の
持
つ
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は

別
に
、「
バ
ラ
ー
ド
的
構
造
」
の
存
否
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
そ
れ

を
調
べ
、
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
も
あ
り
、
意
味
も
あ
る
と
思
う
が
、
学

際
的
な
共
同
研
究
の
チ
ー
ム
で
も
組
ま
な
け
れ
ば
難
し
い
だ
ろ
う
。

（
文
中
の
〔　

〕
は
、
筆
者
に
よ
る
注
釈
、
補
足
）
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1.　
は
じ
め
に

　

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
と
な
ら
ぶ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
二

大
叙
事
詩
の
一
つ
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
湾
を
越
え

て
広
が
り
、
種
々
の
言
語
の
テ
キ
ス
ト
や
様
々
な
芸
能
に
よ
っ
て
語
り
伝

え
ら
れ
て
き
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
九
世
紀
に
現
地
語
に
翻
訳

さ
れ
、
現
在
で
は
、
上
座
仏
教
社
会
の
タ
イ
の
ラ
ー
マ
キ
エ
ン
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
リ
ア
ム
ケ
ー
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
の
ジ
ャ
ワ
の
舞
踊
劇
ワ
ヤ
ン
・

オ
ラ
ン
や
ス
ン
ド
ラ
タ
リ
、
影
絵
芝
居
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

社
会
の
バ
リ
の
芸
能
ケ
チ
ャ
の
よ
う
に
、
地
域
内
の
宗
教
分
布
を
超
え
て

伝
承
さ
れ
て
い
る
（
金
子
・
鈴
木
・
坂
田 1998

）。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
も
の
ご
と
を
成
り
立
た
せ
る
要
因
と
し
て
形
相

（
も
の
ご
と
の
有
り
様
）
と
質
料
（
も
の
ご
と
の
素
材
）
を
区
別
し
た
。
文
化

も
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
も
ま
た
、
イ

ン
ド
を
発
祥
の
地
と
す
る
物
語
（
形
相
）
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地

域
の
文
学
や
芸
能
（
質
料
）
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、具
体
的
な
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
の
作
品
と
し
て
実
体
化
し
、
今
に
い
た
る
ま
で
生
き
た
文
化
と

し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
形
相
の
な
い
質
料
は
実
体
と
な
り

え
な
い
が
、
し
か
し
、
質
料
が
な
け
れ
ば
形
相
は
実
体
と
な
り
え
な
い
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
形
相
と
質
料
の
相
互
作

用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
質
料
が
異
な
れ
ば
実
体
の
あ
り
方
は
自

ず
と
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
二
〇
〇
六
年
公
開
の
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
監
督
の

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
映
画
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』（O

pera Jaw
a

）
は
、ラ
ー
マ
ー

ヤ
ナ
の
物
語
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
方
文
化
で
あ
る
ジ
ャ
ワ
文
化
の
芸

能
と
、
映
画
と
い
う
現
代
技
術
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
実

体
化
し
た
も
の
で
あ
る
（G

arin N
ugroho 2006

）。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
文

法
に
し
た
が
え
ば
、「
ジ
ャ
ワ
の
オ
ペ
ラ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ジ
ャ

ワ
は
、
地
理
上
の
ジ
ャ
ワ
島
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ワ
島
の
中
部
か
ら
東
部
に

か
け
て
主
に
住
む
ジ
ャ
ワ
人
の
社
会
と
そ
の
文
化
を
指
し
て
い
る
。
人
口

の
四
割
を
し
め
る
ジ
ャ
ワ
人
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
大
の
民
族
集
団
で
あ

り
、
独
自
の
言
語
と
文
化
を
も
ち
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
、
経
済
、
文

化
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
で

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
公
用
語
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
は
な
く
ジ
ャ

ワ
語
が
主
に
使
わ
れ
、
百
二
十
分
近
い
作
品
の
ほ
と
ん
ど
全
編
に
わ
た
っ

て
ジ
ャ
ワ
の
音
楽
の
演
奏
と
歌
と
舞
踊
に
よ
っ
て
物
語
が
進
行
す
る
。

　

ジ
ャ
ワ
に
は
宮
廷
と
民
間
の
双
方
に
豊
か
な
芸
能
の
伝
統
が
あ
り
、
宮

廷
舞
踊
、
ワ
ヤ
ン
・
オ
ラ
ン
、
ラ
ン
ゲ
ン
・
ド
リ
ヤ
、
ス
ン
ド
ラ
タ
リ
、

ク
ト
プ
ラ
と
い
っ
た
、
音
楽
、
歌
、
舞
踊
が
統
合
さ
れ
た
舞
台
芸
術
が
存

映
画
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
に
見
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
変
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
山　

亨
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在
し
て
い
る
。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
で
は
、
宮
廷
舞
踊
や
ワ
ヤ
ン
・
オ

ラ
ン
（
舞
踊
劇
）
に
加
え
て
、ト
ゥ
ン
バ
ン
と
呼
ば
れ
る
旋
律
を
と
も
な
っ

た
詩
の
謡
い
、
庶
民
の
舞
踊
や
遊
び
歌
、
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
（
人
形
影
絵
芝

居
）
を
も
取
り
込
み
、
さ
な
が
ら
ジ
ャ
ワ
芸
能
の
展
覧
会
の
観
が
あ
る
。

一
方
、
美
術
部
門
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
現
代
美
術
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

た
ち
を
起
用
し
て
、
前
衛
的
な
造
型
と
色
彩
を
施
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
に
よ
る

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
を
用
い
て
お
り
、
現
実
の
映
像
と
心
象
の

映
像
が
交
錯
す
る
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
セ
ッ
ト
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
音
楽
的
要
素
に
、
舞
踊
、
演
技
、
衣
装
、
オ
ブ
ジ
ェ
、
舞
台

セ
ッ
ト
、
照
明
な
ど
の
視
覚
的
要
素
を
と
も
な
っ
た
総
合
的
な
芸
術
作
品

と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
作
品
に
オ
ペ
ラ
と
い
う
タ
イ
ト

ル
が
付
け
ら
れ
た
由
来
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
ジ
ャ
ワ
の
オ
ペ
ラ
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を

と
る
映
画
作
品
に
お
い
て
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
が
い
か
な
る
物
語
的
変
容
を

遂
げ
て
い
る
の
か
、
と
り
わ
け
女
性
の
主
人
公
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い

る
点
に
着
目
し
て
読
み
解
く
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が
生
み
出
さ

れ
た
こ
と
が
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
の
文
脈
で
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
つ
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

2.　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
に
お
け
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
物
語
は
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

両
者
の
関
係
は
、
映
画
と
そ
の
原
作
の
関
係
と
い
う
以
上
に
複
雑
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
に
お
け
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の

あ
り
方
が
三
重
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
一
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
自
体
で
あ
る
。

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
は
無
数
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
そ
の
な
か
で
標

準
的
な
古
典
的
テ
キ
ス
ト
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
が
、
詩
人
ヴ
ァ
ー
ル

ミ
ー
キ
の
作
と
さ
れ
る
七
編
か
ら
な
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ラ
ー
マ
ー

ヤ
ナ
で
あ
る
。
前
二
世
紀
頃
に
原
型
が
成
立
し
、
後
二
世
紀
頃
に
現
在
の

形
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
イ
ン
ド
文
化
の
伝

来
に
と
も
な
い
、
ジ
ャ
ワ
に
は
九
世
紀
に
古
典
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
近
い
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
が
も
た
ら
さ
れ
、
古
ジ
ャ
ワ
語
に
翻
訳
さ
れ

た
。
同
時
代
の
プ
ラ
ン
バ
ナ
ン
寺
院
の
壁
面
に
も
古
典
的
な
ラ
ー
マ
ー
ヤ

ナ
の
物
語
が
浮
き
彫
り
で
描
か
れ
て
お
り
、
物
語
が
ジ
ャ
ワ
社
会
に
受
容

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

十
六
世
紀
以
降
、
ジ
ャ
ワ
社
会
は
イ
ス
ラ
ー
ム
化
す
る
が
、
ラ
ー
マ
ー

ヤ
ナ
を
初
め
と
す
る
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
文
化
は
ジ
ャ
ワ
の
伝
統
文
化

と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
近
世
ジ
ャ
ワ
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
、
骨
組
み
と
な

る
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
は
古
典
的
な
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
と
変
わ
ら
な
い
が
、
登

場
人
物
の
読
み
方
が
ジ
ャ
ワ
風
に
な
り
、
登
場
人
物
の
間
の
関
係
に
大
き

な
変
化
が
生
じ
て
い
る
（
青
山 1998

、 

松
本 1993

）。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』

が
基
に
し
て
い
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に

由
来
す
る
伝
統
で
は
あ
る
が
、
け
っ
し
て
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ワ
人
に
よ
っ
て
咀
嚼
さ
れ
、
読
み
替
え
ら
れ
、
共

有
さ
れ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
由
来
す
る
伝
統
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

古
典
的
な
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
粗
筋
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
に
都
を
お
く
コ
ー
サ
ラ
国
の
王
子
ラ
ー
マ
（
ジ
ャ
ワ

語
で
は
ロ
モ
）
は
、
婿
選
び
の
競
技
で
優
勝
し
、
王
女
シ
ー
タ
ー
（
シ
ン

ト
）
と
結
婚
す
る
（
以
上
、
第
一
編
）。
ラ
ー
マ
は
父
王
か
ら
王
位
を
譲
ら
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れ
る
が
、
あ
る
事
情
か
ら
十
四
年
間
森
に
隠
棲
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
。
ラ
ー
マ
は
、
妃
シ
ー
タ
ー
と
弟
ラ
ク
シ
ュ
マ
ナ
（
ル
ス
モ
ノ
）
に

伴
わ
れ
て
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
の
都
を
出
立
し
、
森
の
中
の
庵
で
暮
ら
す

（
第
二
編
）。
ラ
ン
カ
ー
島
を
本
拠
と
す
る
羅
刹
（
悪
鬼
）
の
王
ラ
ー
ヴ
ァ

ナ
（
ラ
ウ
ォ
ノ
）
は
シ
ー
タ
ー
に
懸
想
し
、
金
色
の
小
鹿
を
使
っ
て
ラ
ー

マ
と
ラ
ク
シ
ュ
マ
ナ
を
森
の
奥
に
誘
い
こ
ん
だ
す
き
に
シ
ー
タ
ー
を
ラ

ン
カ
ー
島
に
拉
致
す
る
。
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
は
シ
ー
タ
ー
の
心
を
掴
も
う
と

手
管
を
弄
す
る
が
シ
ー
タ
ー
の
ラ
ー
マ
へ
の
貞
節
は
く
ず
れ
な
い
（
第
三

編
）。
失
踪
し
た
シ
ー
タ
ー
を
探
す
ラ
ー
マ
た
ち
は
、
猿
の
王
ス
グ
リ
ー

ヴ
ァ
（
ス
グ
リ
ウ
ォ
）
を
窮
地
か
ら
救
っ
た
こ
と
か
ら
、
猿
た
ち
の
協
力

を
得
る
。
ス
グ
リ
ー
ヴ
ァ
の
家
来
の
白
猿
ハ
ヌ
マ
ー
ン
（
ア
ヌ
マ
ン
）
は

ラ
ン
カ
ー
島
に
シ
ー
タ
ー
が
誘
拐
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
る
（
第

四
編
）。
ハ
ヌ
マ
ー
ン
は
海
を
飛
び
越
え
て
ラ
ン
カ
ー
島
へ
渡
り
，
シ
ー

タ
ー
と
接
触
し
，
ラ
ー
マ
の
救
出
が
近
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
ハ
ヌ
マ
ー

ン
は
羅
刹
た
ち
に
捕
ま
る
が
，
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
宮
廷
を
炎
上
さ
せ
て
ラ
ー

マ
の
も
と
に
帰
還
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
（
第
五
編
）。
ラ
ー
マ
た
ち
は

猿
た
ち
の
協
力
を
得
て
海
に
橋
を
架
け
て
ラ
ン
カ
ー
島
に
攻
め
込
む
。
激

し
い
戦
い
の
末
、
ラ
ー
マ
は
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
を
倒
し
、
シ
ー
タ
ー
を
救
出
す

る
。
幽
閉
中
の
貞
操
を
ラ
ー
マ
に
疑
わ
れ
た
シ
ー
タ
ー
は
火
の
中
に
身
を

投
じ
る
が
、
火
神
が
現
れ
て
シ
ー
タ
ー
の
潔
白
を
証
明
す
る
。
ラ
ー
マ
は

ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
へ
凱
旋
し
、
王
位
に
つ
く
（
第
六
編
）。
や
が
て
国
民

の
間
に
シ
ー
タ
ー
の
貞
操
を
疑
う
声
が
生
じ
、
ラ
ー
マ
は
シ
ー
タ
ー
を
森

に
追
放
す
る
。
シ
ー
タ
ー
は
ヴ
ァ
ー
ル
ミ
ー
キ
仙
の
庵
に
滞
在
し
、
双
子

の
男
子
を
産
む
。
ヴ
ァ
ー
ル
ミ
ー
キ
仙
は
子
ど
も
た
ち
に
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ

ナ
』
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
。
成
長
し
た
二
人
の
朗
詠
を
聞
い
た
ラ
ー
マ
は

二
人
を
自
分
の
息
子
と
認
知
す
る
。
し
か
し
、
シ
ー
タ
ー
は
大
地
の
女
神

を
呼
び
出
し
、
女
神
に
抱
か
れ
て
地
下
界
に
姿
を
消
す
。
ラ
ー
マ
は
王
位

を
息
子
た
ち
に
譲
り
、天
界
に
昇
っ
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
に
戻
る
（
第
七
編
）。

　

古
典
的
な
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
の
な
か
で
、
ラ
ー
マ
を
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

神
の
転
生
と
す
る
設
定
や
、
シ
ー
タ
ー
の
追
放
を
描
く
第
七
編
は
、
後
代

の
付
加
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
た
近
世
ジ
ャ
ワ
の
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
で
は
、
ラ
ー
マ
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
転
生
で
あ
る
と
い
う
設
定

は
物
語
の
背
景
に
後
退
し
、
登
場
人
物
の
関
係
が
複
雑
に
な
る
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
の
骨
格
は
、ラ
ー

マ
と
シ
ー
タ
ー
の
結
婚
、
ラ
ー
マ
と
シ
ー
タ
ー
の
森
へ
の
隠
棲
、
ラ
ー

ヴ
ァ
ナ
に
よ
る
シ
ー
タ
ー
の
誘
拐
、
ラ
ー
マ
と
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
と
の
戦
い
、

ラ
ー
マ
へ
の
貞
節
を
明
か
す
た
め
の
シ
ー
タ
ー
の
焼
身
、
と
い
う
比
較
的

単
純
な
物
語
で
あ
り
、
紋
切
り
型
に
ま
と
め
れ
ば
、
美
女
シ
ー
タ
ー
を
め

ぐ
る
美
丈
夫
ラ
ー
マ
と
羅
刹
王
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
と
の
三
角
関
係
で
あ
る
。
こ

の
点
で
は
古
典
的
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
と
近
世
ジ
ャ
ワ
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
と

の
間
に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　

第
二
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
主
要
登
場
人
物

た
ち
の
過
去
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
同
じ
ジ
ャ
ワ
舞
踊
団
の
仲
間

の
踊
り
手
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ロ
モ
、
シ
ン
ト
、
ラ
ウ
ォ
ノ
、
ア
ヌ
マ
ン

の
役
を
演
じ
た
経
歴
を
も
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
過
去
は
、
作
品
中
の
写
真

や
会
話
を
通
じ
て
間
接
的
に
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
た
ち

の
行
動
が
そ
の
過
去
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
ら
が

演
じ
た
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ワ
の
伝
統
文

化
と
な
っ
た
近
世
ジ
ャ
ワ
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
観
客
も
同
じ
伝
統
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
第
三
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
、
す
な
わ
ち
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ

ワ
』の
現
在
の
物
語
の
理
解
の
仕
方
に
直
結
し
て
い
る
。
冒
頭
の
字
幕
で
、
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こ
の
映
画
が
、
ジ
ャ
ワ
舞
踊
や
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
で
演
じ
ら
れ
る
「
シ
ン
ト

の
誘
拐
」
の
一
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
シ
ン
ト
の
愛
を
め
ぐ
る
ロ
モ
と

ラ
ウ
ォ
ノ
の
争
い
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
観
客
は
第
一
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
映

画
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、『
オ
ペ
ラ
・

ジ
ャ
ワ
』
は
け
っ
し
て
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
を
そ
の
ま
ま
現
代
の
舞
台
に
置
き

換
え
た
も
の
で
は
な
く
、
予
想
さ
れ
る
物
語
の
展
開
と
実
際
の
展
開
の
間

に
生
じ
る
一
致
と
不
一
致
が
サ
ス
ペ
ン
ス
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
中

の
主
要
な
登
場
人
物
た
ち
は
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
を
演
じ
た
経
歴
が
あ
る

た
め
、
事
態
の
展
開
が
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
展
開
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
意
識
す
る
立
場
に
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
ガ
リ

ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
も
、
ス
テ
ィ
ヨ
、
シ
テ
ィ
、
ル
デ
ィ
ロ
が
そ
れ
ぞ
れ
ラ
ー

マ
、
シ
ー
タ
ー
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
、
と
述
べ
て

い
る
（R

edw
ood 2007

）。
シ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
ス
テ
ィ
ヨ
と
ル
デ
ィ
ロ
の
対

立
と
最
終
的
な
対
決
と
い
う
事
態
の
展
開
は
、
不
測
の
要
素
を
含
み
な
が

ら
も
、
避
け
が
た
い
運
命
と
い
う
悲
劇
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
第
二
の

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
物
語
の
舞
踊
的
な
演
出
と

叙
事
詩
的
な
展
開
が
観
客
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
ジ
ャ
ワ
を
舞
台
に
し
て
登
場
人
物
た

ち
が
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
の
筋
を
た
ど
る
よ
う
に
舞
踊
的
に
振
る
舞

う
と
い
う
物
語
の
展
開
は
、
仮
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ス
タ
イ
ル
で
描
い
た
な

ら
ば
、
荒
唐
無
稽
の
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
登
場
人
物
自

身
が
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
舞
踊
家
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
、「
自
然
」

に
み
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
効
果
的
に
使

わ
れ
て
い
る
の
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
終
幕
で
シ
テ
ィ
が
シ
ー
タ
ー
の

舞
台
衣
装
を
つ
け
て
家
を
出
る
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
重
の
レ
ベ
ル
で
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
が
交
錯
し
て

い
る
こ
と
が
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
理
解

し
て
初
め
て
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
シ
ー
タ
ー
と
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の

シ
テ
ィ
と
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

3.　
作
品
の
成
り
立
ち

　

監
督
の
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
（G

arin N
ugroho

）
は
一
九
六
一
年
に
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
島
中
部
の
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
生
ま
れ
た
。
出

版
業
を
営
ん
で
い
た
父
親
は
ジ
ャ
ワ
文
化
に
造
詣
の
深
い
文
筆
家
で
も

あ
り
、
家
の
中
が
ジ
ャ
ワ
舞
踊
の
稽
古
場
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う
。
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
自
身
は
、
作
家
の
父
や
画
家
の
兄
か
ら
批
判
さ

れ
る
の
が
い
や
で
、
二
人
と
は
違
う
映
画
監
督
の
道
を
選
ん
だ
と
語
っ
て

い
る
が
、
幼
い
頃
か
ら
伝
統
的
な
ジ
ャ
ワ
文
化
と
芸
術
活
動
に
親
し
む
環

境
に
育
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（R

edw
ood 2007

）。
一
九
九
〇
年
代
以

降
に
映
画
監
督
と
し
て
活
躍
し
始
め
、
現
在
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
代
表

す
る
映
画
監
督
の
一
人
で
あ
る
。
毎
回
ち
が
っ
た
作
風
の
作
品
に
取
り
組

む
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
代
表
作
と
し
て
は
、
最
初
の
長
編
作
品
で
、

斬
新
な
演
出
で
注
目
さ
れ
た
九
一
年
の
『
一
切
れ
の
パ
ン
の
愛
』（C

inta 
dalam

 sepotong roti

）
に
続
い
て
、
九
三
年
の
『
天
使
へ
の
手
紙
』（Surat 

untuk bidadari

）、
九
八
年
の
『
枕
の
上
の
葉
』（D

aun di atas bantal)

、『
オ

ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
あ
と
に
制
作
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年
の
『
木
の
下
で
』
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（D
ibaw

ah pohon

）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
ス
ト
リ
ー
ト
・

チ
ル
ド
レ
ン
の
日
常
を
描
い
た
『
枕
の
上
の
葉
』
は
、
九
八
年
の
東
京
国

際
映
画
祭
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
国
際
映
画
祭
で
受
賞
し
、
さ
ら
に
カ
ン
ヌ
国

際
映
画
祭
「
あ
る
視
点
部
門
」
正
式
出
品
作
品
に
選
ば
れ
る
な
ど
、
世
界

的
な
反
響
が
あ
っ
た
。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』（O

pera Jaw
a

）
は
、
二
〇
〇
六
年
の
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
生
誕
二
五
〇
周
年
を
記
念
し
た
総
合
的
な
芸
術
祭
で
あ
る

ニ
ュ
ー
・
ク
ラ
ウ
ン
ド
・
ホ
ー
プ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
開
催
に
あ
た
っ

て
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
ア
メ
リ
カ
人
演
出
家
ピ
ー
タ
ー
・
セ
ラ
ー
ズ（Peter 

Sellars

）
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
映
画
作
品
の
一
つ
で
、
同
芸
術
祭
の
期
間

中
、
十
一
月
十
七
日
に
上
演
さ
れ
た
。
初
公
開
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ョ

グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
八
月
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
好
評
を
得
た
（K

om
pas 

C
yberm

edia 2006

）。
商
業
的
成
功
を
お
さ
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
内

外
の
映
画
祭
で
評
価
を
得
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
国
際
映

画
祭
で
特
別
賞
、
二
〇
〇
七
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
際
映
画
祭
で
最
優

秀
映
画
賞
、
香
港
の
ア
ジ
ア
映
画
祭
で
最
優
秀
作
曲
賞
（
ラ
ハ
ユ
・
ス
パ

ン
ガ
に
対
し
て
）、
二
〇
〇
八
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
国
際
独
立
映
画
祭
で
主

演
女
優
賞
（
ア
ル
テ
ィ
カ
・
サ
リ
・
デ
ウ
ィ
に
対
し
て
）
を
受
賞
し
た
。
日

本
で
は
二
〇
〇
六
年
十
一
月
に
第
七
回
東
京
フ
ィ
ル
メ
ッ
ク
ス
で
初
め

て
上
演
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
商
業
映
画
館
で
は
公
開
さ
れ
て

い
な
い
1
。

　

ジ
ャ
ワ
文
化
と
芸
術
の
両
方
に
通
じ
る
監
督
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
く
、

音
楽
は
、
現
代
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
の
第
一
人
者
ラ
ハ
ユ
・
ス
パ
ン
ガ
（R

ahayu 
Supangga

）
が
担
当
し
て
、
伝
統
的
な
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
の
み
な
ら
ず
、
伝

統
を
基
礎
に
し
た
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
楽
曲
を
提
供
し
て
い
る
し
、
美

術
に
は
、
ア
グ
ス
・
ス
ワ
ゲ
（A

gus Suw
age

）、
ニ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
・
ア
デ
ィ

プ
ル
ノ
モ
（N
indityo A

dipurnom
o

）、Ｓ
・
テ
デ
ィ
・
Ｄ
（S. Teddy D

.

）、テ
ィ

タ
ル
ビ
（Titarubi

）、
ヘ
ン
ド
ロ
・
ス
セ
ノ
（H

endro Suseno

）、
ス
ナ
ル

ヨ
（Sunaryo

）、
エ
ン
タ
ン
・
ウ
ィ
ハ
ル
ソ
（Entang W

iharso

）
な
ど
の

国
際
的
に
活
躍
す
る
現
代
美
術
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
を
起
用
し
て
お

り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
芸
術
界
の
最
高
の
才
能
を
集
め
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
2
。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
に
はRequiem

 from
 Java

と
い
う
英
語
の
副
題

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
ピ
ー
タ
ー
・
セ
ラ
ー

ズ
が
映
画
を
依
嘱
す
る
に
際
し
て
提
示
し
た
テ
ー
マ
が
「
レ
ク
イ
エ
ム
」

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
は
、た
だ
ち
に
、

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
シ
ー
タ
ー
の
誘
拐
を
テ
ー
マ
に
基
づ
い
た
ジ
ャ
ワ
風

の
オ
ペ
ラ
形
式
の
映
画
を
構
想
し
た
と
い
う
。
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
を
選
ん
だ

の
は
、比
較
的
単
純
な
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
り
3
、ジ
ャ
ワ
人
な
ら
誰
で
も
知
っ

て
い
る
物
語
な
の
で
、
こ
の
物
語
に
基
づ
い
て
、
多
様
な
新
し
い
解
釈
が

可
能
な
作
品
が
作
れ
る
と
判
断
し
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
（Triyanto 

Triw
ikrom

o 2005a

）。
ち
な
み
に
、
本
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は
、
も
と
も
と

Requiem
 from

 Java: Sinta O
bong

（
ジ
ャ
ワ
か
ら
の
レ
ク
イ
エ
ム
：
シ
ン

ト
焼
身
）
で
あ
っ
た
が
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
の
初
公
開
に
先
立
っ
て

O
pera Jaw

a

に
決
ま
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

　

ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
は
、
映
画
の
製
作
に
あ
た
っ
て
は
、
ジ
ャ
ワ
に
限

定
さ
れ
て
な
い
多
民
族
的
な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
表
象
す
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（R

edw
ood 2007

）。
こ
の
こ
と
は
、
ス
タ
ッ
フ

の
選
択
に
も
現
れ
て
い
る
が
、
よ
り
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
の
は
、
配

役
で
あ
る
。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
は
、
登
場
人
物
の
舞
踊
に
よ
っ
て
物
語
を
展
開

し
て
い
く
た
め
、
主
要
な
登
場
人
物
の
演
じ
手
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
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の
代
表
的
な
舞
踊
家
を
起
用
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
唯
一
の
例
外
と
な

る
の
が
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
シ
ー
タ
ー
に
相
当
す
る
シ
テ
ィ
（Siti

）
を

演
じ
る
ア
ル
テ
ィ
カ
・
サ
リ
・
デ
ウ
ィ
（A

rtika Sari D
evi

）
で
あ
る
。
彼

女
は
、
バ
ン
カ
・
ブ
リ
ト
ゥ
ン
諸
島
州
の
パ
ン
カ
ル
・
ピ
ナ
ン
出
身
で
、

二
〇
〇
四
年
に
ミ
ス
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
選
ば
れ
、 

翌
年
に
は
ミ
ス
・
ユ

ニ
バ
ー
ス
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
代
表
と
な
っ
て
お
り
、
初
め
て
の
映
画
出
演

と
な
っ
た
本
作
品
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
気
品
と
優
雅
さ
を
見

せ
て
い
る
。

　

一
方
、
ラ
ー
マ
に
相
当
す
る
、
シ
テ
ィ
の
夫
で
陶
芸
家
の
ス
テ
ィ
ヨ

（Setyo

）
の
役
を
演
じ
る
の
は
、
ジ
ャ
ワ
出
身
の
舞
踊
家
、
振
付
家
で
あ

る
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
・
ミ
ロ
ト
（M

artinus M
iroto

）
で
あ
る
。
ミ
ロ
ト
は
ジ
ャ

ワ
宮
廷
舞
踊
を
基
礎
に
し
た
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ダ
ン
ス
の
踊
り
手
で

あ
る
。
手
に
か
ざ
し
た
仮
面
を
相
手
に
一
人
で
踊
る
ス
タ
イ
ル
で
知
ら
れ

て
お
り
、
本
作
で
も
仮
面
を
相
手
に
、
シ
テ
ィ
の
喪
失
を
怖
れ
る
内
面
を

吐
露
し
た
舞
踊
を
見
せ
て
い
る
。
他
方
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
に
相
当
す
る
、
肉

屋
の
ル
デ
ィ
ロ
（Ludiro

）
の
役
を
演
じ
る
の
は
、
ジ
ャ
ワ
出
身
の
舞
踊

家
エ
コ
・
ス
プ
リ
ヤ
ン
ト
（Eko Supriyanto

）
で
あ
る
。
小
柄
な
が
ら
、

作
品
の
中
で
は
、
と
き
に
コ
ミ
カ
ル
な
、
と
き
に
威
圧
的
な
仕
草
を
圧
倒

的
な
身
体
表
現
で
演
じ
、
忘
れ
が
た
い
印
象
を
与
え
る
。

　

以
上
が
、
中
心
的
な
役
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
見
落
と
す
こ
と
が

で
き
な
い
役
が
四
つ
あ
る
。
ま
ず
、
ル
デ
ィ
ロ
の
母
で
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ

の
母
と
同
名
の
ス
ケ
シ
（Sukesi

）
の
役
を
演
じ
る
、
ジ
ャ
ワ
宮
廷
舞
踊

で
高
名
な
ベ
テ
ラ
ン
の
踊
り
手
ル
ト
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
（R

etno M
aruti

）
で

あ
る
4
。
典
型
的
な
ジ
ャ
ワ
の
上
流
の
婦
人
の
立
ち
振
る
舞
い
を
見
せ
て

い
る
。

　

次
に
、
作
品
の
中
で
は
ス
テ
ィ
ヨ
の
仕
事
を
手
伝
う
役
と
な
る
ス
ラ

（Sura

）
で
あ
る
。
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
は
ラ
ク
シ
ュ
マ
ナ
が
兄
ラ
ー
マ
の
補

佐
と
し
て
活
躍
す
る
が
、
ラ
ク
シ
ュ
マ
ナ
に
対
応
し
て
ス
テ
ィ
ヨ
か
ら
不

在
中
の
家
の
安
全
を
託
さ
れ
る
の
が
ス
ラ
で
あ
る
。
こ
の
役
は
、
役
と
同

名
の
バ
リ
出
身
の
創
作
舞
踊
家
イ
・
ニ
ョ
マ
ン
・
ス
ラ
（I N

yom
an Sura

）

が
演
じ
て
い
る
。
バ
リ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
多
数
派
で
あ
る
ジ
ャ
ワ

と
は
異
な
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
多
数
派
を
占
め
る
社
会
で
あ
る
。
物

語
の
中
で
、
ス
ラ
は
バ
リ
人
の
衣
装
を
つ
け
、
バ
リ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な

儀
礼
を
お
こ
な
い
、
バ
リ
風
の
舞
踊
を
披
露
す
る
。

　

三
人
目
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
忠
実
な
部
下
で
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
は
ラ
ー

マ
を
助
け
る
白
猿
ハ
ヌ
マ
ー
ン
に
相
当
す
る
役
と
な
る
ア
ノ
ム
（A

nom

）

で
あ
る
。
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
中
で
ハ
ヌ
マ
ー
ン
は
ラ
ン
カ
ー
島
に
幽
閉
さ

れ
た
シ
ー
タ
ー
の
安
否
を
探
り
に
行
っ
た
り
、
猿
の
軍
団
を
率
い
て
ラ
ン

カ
ー
島
に
進
軍
す
る
が
、
本
作
の
中
で
も
、
ス
テ
ィ
ヨ
に
頼
ま
れ
て
シ

テ
ィ
を
探
し
に
行
っ
た
り
、
ル
デ
ィ
ロ
に
対
し
て
民
衆
を
扇
動
す
る
場
面

が
あ
る
。
役
を
演
じ
る
ジ
ェ
コ
・
シ
オ
ン
ポ
（Jecko Siom

po

）
は
パ
プ
ア

出
身
の
現
代
舞
踊
家
で
、
パ
プ
ア
の
伝
統
舞
踊
と
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
を
融
合

さ
せ
た
ス
タ
イ
ル
を
特
徴
と
し
、
作
品
の
中
で
は
ハ
ヌ
マ
ー
ン
を
彷
彿
さ

せ
る
仕
草
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
あ
る
と
き
に
は
物
語
の
語
り
手
と
な
り
、
あ
る
と
き
に
は
ル

デ
ィ
ロ
に
成
り
代
わ
っ
て
彼
の
心
情
を
語
る
歌
い
手
と
な
る
の
が
、
ス
ラ

ム
ッ
ト
・
グ
ン
ド
ノ
（Slam

et G
undono

）
で
あ
る
5
。
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
の

ダ
ラ
ン
（
人
形
遣
い
）
と
し
て
有
名
な
人
物
で
あ
る
が
、
本
作
で
は
、
巨

体
を
ふ
る
わ
せ
な
が
ら
の
ウ
ク
レ
レ
の
弾
き
語
り
で
、
コ
ミ
カ
ル
で
ペ
ー

ソ
ス
の
あ
る
歌
を
聴
か
せ
る
。
中
ジ
ャ
ワ
州
の
北
海
岸
の
ト
ゥ
ガ
ル
の
出

身
で
あ
る
た
め
、
ト
ゥ
ガ
ル
方
言
の
ジ
ャ
ワ
語
で
歌
っ
て
い
る
。

　

ジ
ャ
ワ
語
と
ジ
ャ
ワ
文
化
を
主
体
と
し
た
作
品
の
中
に
、
あ
え
て
ス
ラ
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や
ジ
ェ
コ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ワ
人
以
外
の
舞
踊
家
を
起
用
し
た
り
、
ス
ラ

ム
ッ
ト
・
グ
ン
ド
ノ
の
よ
う
に
標
準
ジ
ャ
ワ
語
で
は
な
い
ジ
ャ
ワ
語
の
話

者
を
語
り
手
と
し
て
選
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
の
戦

略
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
毎
回
違
っ
た
作
風
の
作
品
を
作
る

理
由
を
尋
ね
ら
れ
て
、
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
は
、「
四
百
の
民
族
と
五
百

の
言
語
が
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
の
現
実
を
反
映
し
て
、「
多
文
化
的
な

視
点
」（m

ulticultural perspective

）
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
関
心
が
あ
る

と
発
言
し
て
い
る
（R

edw
ood 2007

）。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
は
、
国
民

国
家
の
公
用
語
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
は
な
く
、
地
方
の
言
語
で
あ

る
ジ
ャ
ワ
語
を
使
う
こ
と
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
よ
る
文
化
表
象
が
多

民
族
国
家
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
民
文
化
と
し
て
文
化
的
代
表
と
な
る
こ

と
の
自
明
性
を
揺
る
が
せ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
諸

民
族
の
な
か
で
も
多
数
派
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
民
族
中
心
と
批
判
さ
れ

が
ち
な
ジ
ャ
ワ
人
の
文
化
を
も
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ワ
文

化
か
ら
の
テ
ー
マ
は
、
ジ
ャ
ワ
人
で
あ
る
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
に
と
っ
て

は
、
あ
る
意
味
で
は
身
近
な
題
材
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
あ
え
て
、
ジ
ャ
ワ

文
化
の
単
純
な
賛
美
に
お
わ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
ジ
ャ
ワ
文
化
を
も
異

化
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
現
代
的
な
意
義
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　

ジ
ャ
ワ
と
い
う
土
地
と
の
関
連
で
、
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
作
品
で
は
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
中
部

ジ
ャ
ワ
を
象
徴
す
る
視
覚
的
な
表
象
が
随
所
に
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
物
語
の
中
心
的
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
ウ
ン
ブ
ル
・
マ
ク
ム
ル
と
い

う
架
空
の
農
村
は
、
主
人
公
た
ち
が
住
み
つ
い
て
野
焼
き
の
焼
き
物
製
造

を
営
む
場
所
で
あ
り
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
南
方
に
実
在
す
る
焼
き
物

の
村
カ
ソ
ン
ガ
ン
を
連
想
さ
せ
る
。
ル
デ
ィ
ロ
の
両
親
が
服
地
業
を
営
む

家
の
背
景
に
は
、
九
世
紀
に
建
立
さ
れ
た
プ
ラ
オ
サ
ン
仏
教
寺
院
遺
跡
が

見
え
て
い
る
。
王
宮
の
場
面
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
信
奉
し
た
マ
タ
ラ
ム

王
家
の
末
裔
に
あ
た
る
ス
ラ
カ
ル
タ
の
王
家
の
宮
廷
で
あ
り
、
終
幕
の
舞

台
と
な
る
の
は
、
南
海
を
支
配
す
る
土
着
の
精
霊
ニ
ャ
イ
・
ロ
ロ
・
キ
ド
ゥ

ル
女
神
が
住
む
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
洋
に
面
し
た
パ
ラ
ン
ト
ゥ
リ
テ
ィ
ス

の
砂
浜
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
の
場
面
は
、
ジ
ャ
ワ
文
化
の
中
核

地
域
と
見
な
さ
れ
て
い
る
地
域
を
舞
台
に
し
て
お
り
、
土
着
の
精
霊
信

仰
、
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
大
乗
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
そ
し
て
イ
ス

ラ
ー
ム
を
信
奉
し
な
が
ら
も
こ
れ
ら
す
べ
て
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
宮
廷

と
い
う
、
ジ
ャ
ワ
文
化
の
豊
か
な
歴
史
的
伝
統
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ

コ
ン
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
ジ
ャ
ワ
人
は
ほ
と
ん
ど

が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
文
化
的
要
素
を
包

摂
し
た
文
化
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
文
化
的
多
義
性
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
物

語
を
構
成
す
る
主
要
な
要
素
を
六
つ
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

4.　
物
語
の
要
素

4.1　
発
端

　

物
語
は
、
田
舎
の
野
外
で
執
り
行
わ
れ
る
シ
テ
ィ
と
ス
テ
ィ
ヨ
が
参
加

す
る
儀
式
の
最
中
か
ら
始
ま
る
。
中
央
に
正
面
を
向
い
て
座
っ
て
言
葉
を

唱
え
る
年
配
の
ド
ゥ
ク
ン
（
呪
術
師
）、
そ
の
左
右
に
向
か
い
あ
う
よ
う

に
座
っ
て
い
る
シ
テ
ィ
と
ス
テ
ィ
ヨ
が
お
り
、
地
面
に
し
い
た
ゴ
ザ
の
上
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に
座
り
込
ん
だ
彼
ら
の
周
り
を
村
人
た
ち
が
取
り
巻
い
て
い
る
。
こ
の
儀

式
は
ジ
ャ
ワ
の
儀
式
で
は
な
く
、
ド
ゥ
ク
ン
の
言
葉
も
ジ
ャ
ワ
語
で
は
な

い
言
語
で
あ
る
6
。
儀
礼
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
入
り
、
豚
の
肝
臓
が
取

り
出
さ
れ
、
シ
テ
ィ
と
ス
テ
ィ
ヨ
は
そ
の
上
に
手
を
の
せ
る
。
ド
ゥ
ク
ン

の
隣
に
座
っ
て
い
る
上
半
身
を
む
き
出
し
て
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
巨
体
の

男
（
ス
ラ
ム
ッ
ト
・
グ
ン
ド
ノ
）
が
ウ
ク
レ
レ
を
弾
き
な
が
ら
、
ト
ゥ
ガ
ル

方
言
で
歌
っ
て
い
る
。

　

ス
ラ
ム
ッ
ト
・
グ
ン
ド
ノ
の
歌
は
場
面
の
中
に
い
る
人
々
に
対
し
て
語

ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
観
客
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
内
容
に
は
、
こ
の
作
品
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、豚
の
肝
臓
に
人
の
運
命
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

人
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
を
語
る
こ
と
、
こ

れ
か
ら
語
ら
れ
る
物
語
は
シ
ン
ト
、
つ
ま
り
シ
ー
タ
ー
の
物
語
で
あ
る
こ

と
、
の
三
点
で
あ
る
。

　

豚
の
肝
臓
の
占
い
（
豚
は
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
忌
避
さ
れ
る
生
き
物
で
あ
る
）

の
由
来
は
不
明
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
た
ち
の
未
来
は
す
で
に
運
命
と
し

て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
気
を
付
け
る
べ
き
こ
と
は
、
ジ
ャ
ワ
の
文

化
で
は
人
間
の
心
の
働
き
の
座
は
心
臓
で
は
な
く
肝
臓
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
終
幕
で
ス
テ
ィ
ヨ
が
お
こ

な
う
独
白
の
場
面
で
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
終
幕
は
、
古

典
的
な
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
と
は
異
な
る
展
開
だ
が
、
詩
人
は
、
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
の
語
り
に
は
唯
一
無
二
の
正
典
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
一

つ
の
語
り
が
独
自
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
を
語
る
の
だ
、
と
歌
う
こ
と

で
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
語
り
を
承
認
す
る
よ
う
観
客
に
求
め
て
い

る
。
そ
し
て
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
語
り
の
も
っ
と
も
重
要
な
点
は
、

物
語
が
ラ
ー
マ
で
は
な
く
シ
ー
タ
ー
、
す
な
わ
ち
シ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
描

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

叙
事
詩
は
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
の
中
に
現
れ
る
ヴ
ァ
ー
ル
ミ
ー
キ

の
よ
う
に
、
詩
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立

し
、
し
ば
し
ば
自
ら
が
語
ら
れ
る
と
い
う
創
造
の
過
程
を
意
識
し
て
い

る
。
こ
の
場
面
で
の
ス
ラ
ム
ッ
ト
・
グ
ン
ド
ノ
は
、
物
語
の
中
の
詩
人
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
で
、
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
監
督
の
意
図
を
代
弁
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

4.2　
シ
テ
ィ

　

物
語
が
シ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て

い
る
の
が
、
儀
礼
の
場
面
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
部
屋
の
中
に
取
り
乱

し
た
様
子
の
シ
テ
ィ
が
い
る
。
そ
れ
は
、
巨
大
な
爬
虫
類
の
よ
う
な
「
生

き
物
」
が
現
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
き
物
は
、
ヤ
モ
リ
を
思
わ
せ
る
爬
虫

類
的
な
敏
捷
性
と
陰
湿
性
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
生
き
物
は
、
黒
衣
の
踊

り
手
た
ち
が
竹
で
編
ま
れ
た
円
錐
形
の
籠
状
の
道
具
で
顔
を
隠
し
、
大
き

な
白
い
布
に
包
ま
れ
て
一
列
に
つ
な
が
り
、
あ
た
か
も
数
人
が
か
り
で
演

じ
る
獅
子
舞
の
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
生
き
物
の
頭
の
部
分
は

三
角
形
に
突
き
出
た
形
を
し
て
お
り
、
爬
虫
類
の
よ
う
に
床
を
は
い
回
っ

て
、
シ
テ
ィ
と
の
間
に
、
押
し
て
は
引
く
、
駆
け
引
き
の
よ
う
な
動
き
を

み
せ
る
。
シ
テ
ィ
は
、
こ
の
生
き
物
の
進
入
に
困
惑
し
、
な
か
ば
お
び
え

て
い
る
が
、
恐
怖
に
か
ら
れ
て
部
屋
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
は
な
く
、
ま
る

で
、
未
知
の
も
の
に
対
す
る
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
好
奇
心
に

よ
っ
て
生
き
物
に
対
し
て
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
逆
に
、
そ
の
生
き
物
も
、
シ
テ
ィ
の
隠
さ
れ
た
内
面
の
欲
望
を
嗅
ぎ
つ
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け
て
、
彼
女
の
も
と
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一

つ
の
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
さ
れ
た
シ
テ
ィ
と
生
き
物
と
の
駆
け
引
き
の
場

面
の
終
わ
り
で
、
シ
テ
ィ
が
生
き
物
の
頭
を
両
手
で
支
え
る
と
、
次
の

シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
生
き
物
は
存
在
せ
ず
、
我
に
返
っ
た
表
情
の
彼
女
の
手

元
に
、
籠
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
観
客
は
こ
の
場
面
が
シ
テ
ィ

の
心
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

　

こ
の
場
面
は
、
観
客
に
対
し
て
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
語
り
が
リ

ア
リ
ズ
ム
で
な
く
、
登
場
人
物
の
心
象
が
映
像
に
な
り
え
る
こ
と
を
告
げ

る
と
と
も
に
、
心
象
の
中
心
的
な
主
体
が
シ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か

せ
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
。
別
の
場
面
で
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
が
出
か
け
た
あ

と
、
ス
ラ
が
部
屋
の
中
を
片
づ
け
て
い
る
最
中
に
、
籠
を
手
に
取
っ
た
シ

テ
ィ
が
、
突
然
、
鶏
の
よ
う
な
仕
草
で
踊
り
始
め
る
。
し
か
し
、
ス
ラ
は

シ
テ
ィ
の
狂
態
が
目
に
入
ら
な
い
よ
う
に
、
平
然
と
仕
事
を
続
け
、
や
が

て
一
人
に
な
っ
た
シ
テ
ィ
は
我
に
返
る
。
こ
の
場
面
も
、
冒
頭
の
生
き
物

の
場
面
を
経
験
し
た
観
客
に
と
っ
て
は
、
シ
テ
ィ
の
心
象
の
映
像
で
あ
る

こ
と
が
容
易
に
了
解
さ
れ
る
。
語
ら
れ
た
物
語
が
か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て

「
現
実
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
理
解
に
と
っ

て
重
要
な
鍵
で
あ
る
。

　

生
き
物
の
場
面
の
も
う
一
つ
の
役
割
は
、
映
像
の
中
の
事
物
に
象
徴
性

が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
テ
ィ
が
手
に
と
っ
て

い
た
籠
は
、
ジ
ャ
ワ
の
家
庭
で
日
常
的
に
使
う
円
錐
状
の
竹
製
の
蒸
し

器
（
ジ
ャ
ワ
語
で
は
ク
ク
サ
ン
）
で
あ
る
。
ク
ク
サ
ン
は
、
物
語
の
と
く
に

前
半
で
繰
り
返
し
現
れ
る
が
、
そ
の
多
く
が
シ
テ
ィ
の
心
象
の
中
で
の
ル

デ
ィ
ロ
の
存
在
と
関
連
し
て
い
る
。

　

物
語
の
「
現
在
」
に
お
い
て
ル
デ
ィ
ロ
と
シ
テ
ィ
が
か
か
わ
り
を
も
つ

の
は
、
ル
デ
ィ
ロ
が
シ
テ
ィ
に
踊
り
を
踊
っ
て
欲
し
い
と
所
望
す
る
手
紙

を
送
り
届
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
折
し
も
ス
テ
ィ
ヨ
は
出
来
上
が
っ

た
焼
き
物
を
売
る
た
め
に
村
か
ら
出
か
け
て
い
る
。
ス
ラ
か
ら
バ
リ
風
の

護
身
の
ま
じ
な
い
を
授
か
り
、
シ
テ
ィ
は
晴
れ
の
衣
装
で
外
出
す
る
が
、

途
中
で
大
き
な
迷
路
（
椰
子
殻
を
積
ん
で
作
ら
れ
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

の
中
に
迷
い
込
む
。
巨
大
な
ク
ク
サ
ン
の
群
れ
が
現
れ
て
、
彼
女
を
迷
路

の
端
に
追
い
込
む
が
、
ス
ラ
と
そ
の
仲
間
が
箒
を
も
っ
て
現
れ
、
ク
ク
サ

ン
を
追
い
払
っ
て
彼
女
を
助
け
出
す
。
箒
は
物
質
的
な
塵
や
埃
を
払
う
だ

け
で
は
な
く
、
精
神
的
な
塵
や
埃
や
目
に
見
え
な
い
邪
悪
な
存
在
を
追
い

払
う
働
き
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
、
シ
テ
ィ
は
、

自
分
に
は
正
と
邪
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た
と
嘆
き
、
ル
デ
ィ
ロ
の
誘

い
に
引
か
れ
て
い
る
自
分
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
。
シ
テ
ィ
の
心
の
変
化

が
こ
こ
で
初
め
て
起
こ
っ
た
と
す
れ
ば
、
先
述
の
「
生
き
物
」
の
場
面
は

フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
フ
ォ
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
の
場
面
で
は
、
シ
テ
ィ
が
台
所
で
料
理
を
し
て
い
る
。
か
ま
ど
に
載

せ
て
米
を
蒸
し
て
い
る
ク
ク
サ
ン
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
ク
ク
サ
ン
を
か

ぶ
っ
た
一
群
の
男
女
が
楽
し
く
踊
り
な
が
ら
台
所
に
は
い
っ
て
く
る
。
男

の
一
人
は
ル
デ
ィ
ロ
で
あ
る
。
踊
り
の
リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ
て
シ
テ
ィ
も
体

を
動
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
男
女
の
姿
は
消
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
夜
の

場
面
で
、
シ
テ
ィ
と
ス
テ
ィ
ヨ
が
寝
台
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
シ
テ
ィ
は

ス
テ
ィ
ヨ
を
求
め
る
が
、
ス
テ
ィ
ヨ
は
不
機
嫌
に
彼
女
を
拒
絶
す
る
。
物

語
の
中
で
は
ス
テ
ィ
ヨ
の
心
理
が
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
が
、
焼
き
物
業
が
不
振
に
陥
っ
て
、
無
力
感
に
苛
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
一
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
あ
と
、
ス
テ
ィ
ヨ
が
寝
室
を
出
た
後

に
、
巨
大
な
ク
ク
サ
ン
に
潜
ん
で
ル
デ
ィ
ロ
が
部
屋
の
中
に
は
い
っ
て
く

る
。
寝
室
に
戻
っ
て
き
た
ス
テ
ィ
ヨ
は
ク
ク
サ
ン
を
目
に
す
る
と
棒
で
た

た
き
つ
ぶ
す
が
、
す
で
に
ル
デ
ィ
ロ
は
シ
テ
ィ
の
ス
カ
ー
ト
の
中
に
入
り
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込
ん
で
姿
を
隠
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
場
面
で
の
ク
ク
サ
ン
と
ル
デ
ィ
ロ
は
い
ず
れ
も
シ
テ
ィ
の

心
象
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
ク
ク
サ
ン
が
登
場
す

る
の
は
こ
の
場
面
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
こ
の
あ
と
の
シ

テ
ィ
と
ル
デ
ィ
ロ
の
出
会
い
が
「
現
実
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
ス
テ
ィ
ヨ
が
再
び
商
売
の
た
め
に
出
か
け
た
夜
、
眠
ら
れ
な
い

シ
テ
ィ
が
部
屋
の
戸
口
に
立
つ
と
、
目
の
前
の
床
に
無
数
の
蝋
燭
が
美
し

く
輝
い
て
い
る
。
蝋
燭
の
光
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
外
に
出
る
と
、
や
が
て

ル
デ
ィ
ロ
の
い
る
寝
室
に
導
か
れ
て
い
く
。
蝋
燭
は
ル
デ
ィ
ロ
が
置
い
た

も
の
で
あ
っ
た
。
シ
テ
ィ
は
、
ル
デ
ィ
ロ
の
魅
力
に
抗
し
き
れ
な
い
と
感

じ
る
が
、
結
局
は
彼
を
振
り
切
っ
て
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。

　

こ
の
あ
と
、
シ
テ
ィ
が
最
後
に
ル
デ
ィ
ロ
に
会
う
場
面
は
大
変
に
印
象

的
で
あ
る
7
。
ス
テ
ィ
ヨ
が
不
在
の
と
き
、
シ
テ
ィ
が
家
の
外
を
見
る
と
、

水
田
の
向
こ
う
に
続
く
田
舎
道
の
か
な
た
か
ら
、
家
の
前
ま
で
敷
か
れ
た

一
条
の
ま
っ
赤
な
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
よ
う
な
布
地
を
目
に
す
る
。
引
き
つ
け

ら
れ
る
よ
う
に
家
の
外
に
飛
び
出
し
布
の
上
を
歩
み
出
す
シ
テ
ィ
を
ス

ラ
が
必
死
に
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
シ
テ
ィ
は
彼
の
腕
を
か

い
く
ぐ
る
よ
う
に
し
て
、
庭
に
お
い
て
あ
る
自
転
車
に
飛
び
乗
る
と
、
走

り
去
っ
て
い
く
。
広
が
る
緑
の
水
田
の
中
を
貫
通
す
る
一
本
の
田
舎
道
が

ス
ク
リ
ー
ン
の
右
下
手
前
か
ら
左
上
の
消
失
点
へ
と
対
角
線
上
に
伸
び

て
い
る
。
そ
の
上
に
敷
き
延
べ
ら
れ
た
赤
い
布
の
道
の
う
え
を
、
シ
テ
ィ

が
乗
っ
た
自
転
車
が
軽
や
か
に
疾
走
し
て
い
く
シ
ー
ン
は
、『
オ
ペ
ラ
・

ジ
ャ
ワ
』
の
映
像
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
印
象
的
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
空
を
飛
ぶ
よ
う
に
走
っ
て
い
く
シ
テ
ィ
の
軽
や
か
な
高
揚
感

が
、
簡
潔
に
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
ル
デ
ィ
ロ
の
館
（
巨
大
な
赤
い

布
幕
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
訪
れ
た
シ
テ
ィ
は
、
そ
の
な
か
の
「
世

界
一
大
き
な
ベ
ッ
ド
」（
床
の
う
え
の
赤
い
布
で
表
現
）
で
ル
デ
ィ
ロ
と
出

会
う
。
こ
こ
で
、
シ
テ
ィ
は
最
終
的
な
選
択
を
決
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

シ
テ
ィ
が
お
こ
な
っ
た
選
択
の
意
味
を
理
解
す
る
う
え
で
、
先
に
あ
げ

た
ク
ク
サ
ン
の
象
徴
性
は
示
唆
的
で
あ
る
。
作
品
の
中
で
は
、
ク
ク
サ
ン

は
「
生
き
物
」
の
頭
に
な
っ
た
り
、
登
場
人
物
の
顔
に
か
ぶ
る
「
仮
面
」

と
な
っ
た
り
す
る
。
前
者
は
男
性
器
を
連
想
さ
せ
る
形
態
か
ら
、
ル
デ
ィ

ロ
の
性
的
な
欲
望
の
象
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
後
者
は
鶏
の
く
ち
ば
し

に
似
て
お
り
、
人
間
に
潜
む
動
物
的
本
能
の
象
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
ク
ク
サ
ン
は
、
物
語
の
中
で
し
き
り
に
使
わ
れ
る
仮
面
と

同
様
に
、
登
場
人
物
の
中
に
潜
む
別
の
人
格
、
と
り
わ
け
、
抑
圧
さ
れ
て

い
る
が
ゆ
え
に
表
出
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
す
る
人
格
を
表
し
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
生
き
物
」
に
つ
い
て
は
、
ル
デ
ィ

ロ
の
欲
望
を
感
知
し
た
シ
テ
ィ
が
、
彼
の
欲
望
に
反
応
し
て
作
り
出
し
た

心
象
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
シ
テ
ィ
が
結
局
は
ル
デ
ィ
ロ
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
注

目
す
る
な
ら
、
性
的
な
象
徴
性
は
実
は
表
層
的
で
あ
っ
て
、
深
層
的
に
は
、

個
人
の
内
面
的
欲
求
の
成
就
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
生
き
物
と
の
間
の
戯
れ
の
舞
踊
は
、
彼
女
に
と
っ
て
、
焼
き
物
業

を
営
む
ス
テ
ィ
ヨ
と
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
封
印
さ
れ
て
い
た
踊
る

こ
と
へ
の
欲
求
の
解
放
で
あ
る
。
踊
り
と
は
肉
体
に
生
命
を
吹
き
込
む
営

為
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
ら
の
肉
体
の
自
発
的
な
運
動
を
求
め
る

シ
テ
ィ
の
欲
望
は
、
性
的
な
欲
望
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
生
命
の
活

力
に
対
す
る
飢
餓
の
感
覚
か
ら
生
ま
れ
た
渇
望
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
こ
れ
は
終
幕
で
の
彼
女
の
行
動
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
シ
ー
タ
ー
が
、
悪
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者
に
誘
拐
さ
れ
、
主
人
公
に
救
出
さ
れ
る
の
を
待
つ
だ
け
の
受
動
的
な
ヒ

ロ
イ
ン
と
し
て
一
般
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ

ワ
』
の
シ
テ
ィ
は
、
葛
藤
と
迷
い
を
も
ち
な
が
ら
、
主
体
的
な
決
定
を
お

こ
な
う
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

4.3　
ル
デ
ィ
ロ

　

ル
デ
ィ
ロ
は
、
肉
屋
で
あ
り
、
屠
殺
場
が
彼
の
仕
事
の
場
で
あ
る
。
彼

は
、
土
地
の
ボ
ス
と
し
て
、
ご
ろ
つ
き
の
手
下
を
何
人
も
従
え
、
村
を

暴
力
で
牛
耳
っ
て
い
る
。
ラ
イ
バ
ル
に
な
る
肉
屋
が
あ
れ
ば
、
手
下
を
つ

か
っ
て
店
を
叩
き
潰
し
、
店
主
を
殺
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
な
ん
ら
良
心
の

呵
責
を
感
じ
る
様
子
を
み
せ
な
い
（
ル
デ
ィ
ロ
は
ジ
ャ
ワ
語
で
「
血
」
を
意

味
す
る
）。
民
衆
は
怯
え
て
い
る
が
、
土
地
の
警
察
も
彼
に
癒
着
し
て
お

り
、
誰
も
ル
デ
ィ
ロ
の
行
動
に
手
を
出
そ
う
と
す
る
者
は
い
な
い
。
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
は
、
ル
デ
ィ
ロ
は
「
力
を
持
つ

者
」
の
象
徴
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
富
と
権
力
を
欲
し
い

ま
ま
に
す
る
存
在
の
典
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（Triyanto Triw

ikrom
o 

2005a

）。

　

ル
デ
ィ
ロ
と
シ
テ
ィ
は
、
物
語
の
「
過
去
」
に
お
い
て
同
じ
舞
踊
団
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
知
り
合
い
だ
っ
た
が
、
シ
テ
ィ
は
ス
テ
ィ
ヨ
と
結
婚
し

て
し
ま
う
。
し
か
し
、
何
事
も
自
分
の
思
う
が
ま
ま
に
せ
ず
に
す
ま
な
い

ル
デ
ィ
ロ
に
は
シ
テ
ィ
に
対
す
る
執
着
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

自
ら
の
欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に
行
動
し
、
シ
テ
ィ
を
奪
い
取
ろ
う
と
す

る
ル
デ
ィ
ロ
は
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
が
描
く
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
と
共
通
し
た
性
格

の
持
ち
主
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
に
よ
る
シ
ー
タ
ー
の
誘
拐

が
単
純
な
計
略
と
暴
力
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
て
8
、
ル
デ
ィ
ロ

の
場
合
に
は
、
シ
テ
ィ
の
踊
り
を
所
望
す
る
手
紙
、
暗
闇
の
中
に
輝
く
無

数
の
蝋
燭
、
道
に
沿
っ
て
延
々
と
敷
か
れ
た
赤
い
布
な
ど
、
シ
テ
ィ
の
心

を
揺
さ
ぶ
り
、
惹
き
つ
け
る
た
め
に
様
々
な
手
管
を
弄
す
る
だ
け
の
計
算

さ
れ
た
繊
細
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。

　

シ
テ
ィ
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
へ
の
貞
節
と
ル
デ
ィ
ロ
か
ら
の
誘
惑
と
の
板
挟

み
に
な
り
な
が
ら
も
、
少
し
ず
つ
ル
デ
ィ
ロ
の
奔
放
な
魅
力
に
惹
き
つ
け

ら
れ
て
い
く
が
、最
後
に
は
、彼
の
そ
ば
に
身
を
よ
せ
な
が
ら
も
、ス
テ
ィ

ヨ
の
も
と
に
も
ど
る
。
な
ぜ
な
ら
、
横
た
わ
る
シ
テ
ィ
の
顔
を
足
蹴
に
す

る
行
為
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
デ
ィ
ロ
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
征
服
す

る
こ
と
で
で
し
か
、
彼
女
の
心
を
奪
う
方
法
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
征
服
と
支
配
の
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
ル
デ
ィ
ロ
の
も

つ
本
質
的
な
限
界
で
あ
る
。

　

シ
テ
ィ
は
ル
デ
ィ
ロ
を
拒
絶
し
て
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
も
と
に
戻
る
が
、
シ

テ
ィ
と
ス
テ
ィ
ヨ
の
関
係
は
修
復
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、後
述
す
る「
轆

轤
台
」
の
場
面
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
シ
テ
ィ
に
対

す
る
愛
情
も
ま
た
、
彼
女
を
所
有
し
、
自
分
の
望
む
形
に
変
え
よ
う
と
い

う
ス
テ
ィ
ヨ
の
欲
望
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
の
シ
テ
ィ

で
あ
れ
ば
、ス
テ
ィ
ヨ
の
望
み
に
し
た
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ル
デ
ィ
ロ
と
の
交
渉
を
経
た
後
の
シ
テ
ィ
は
、
本
来
の
自
分
が
望
ん
で
い

た
生
き
方
を
選
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
、ル
デ
ィ
ロ
の
誘
惑
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

彼
女
は
、
封
印
さ
れ
て
い
た
主
体
的
な
生
き
方
に
目
覚
め
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
、
踊
り
は
、
生
気
を
吹
き
込
ま
れ
た
肉
体
の

動
き
で
あ
り
、
主
体
的
な
生
き
方
の
象
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
オ
ペ
ラ
・

ジ
ャ
ワ
』
の
終
幕
は
、
シ
テ
ィ
と
ル
デ
ィ
ロ
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
起
こ
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り
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
シ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
ル

デ
ィ
ロ
は
、
シ
テ
ィ
の
心
の
封
印
を
解
く
役
割
を
果
た
し
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

　

ル
デ
ィ
ロ
に
関
連
し
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ル

デ
ィ
ロ
の
母
ス
ケ
シ
の
役
割
で
あ
る
。
も
と
も
と
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
は
、

ス
ケ
シ
は
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
生
誕
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
こ
そ
関
わ
っ
て
い
る

が
、
成
長
後
の
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
や
ラ
ー
マ
と
シ
ー
タ
ー
が
関
わ
る
で
き
ご
と

に
は
姿
を
現
さ
な
い
。
し
か
し
、ジ
ャ
ワ
の
近
世
的
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
は
、

ス
ケ
シ
は
、
人
間
に
は
知
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
「
イ
ル
ム
・
サ
ス
ト
ロ
・

ジ
ェ
ン
ド
ロ
・
ア
ユ
ニ
ン
グ
ラ
ト
」（“ilm

u sastra jendra hayuningrat”

「
世

界
の
安
寧
に
つ
い
て
の
神
聖
な
る
真
理
」
の
意
）
を
追
求
す
る
求
道
者
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
ス
ケ
シ
に
は
、

ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
母
親
と
し
て
の
ス
ケ
シ
と
、
高
次
の
知
識
の
主
宰
者
と
し

て
の
ス
ケ
シ
の
二
つ
の
側
面
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

母
親
と
し
て
の
ス
ケ
シ
は
、
息
子
ル
デ
ィ
ロ
に
対
し
て
盲
目
的
な
愛
情

を
注
ぐ
。
ル
デ
ィ
ロ
の
理
解
者
と
し
て
、
た
と
え
息
子
の
行
動
が
破
壊
を

も
た
ら
す
、
人
道
に
背
く
行
い
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
彼
自
身
の
死
を
招
く

こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
彼
の
行
動
を
支
持
し
続
け
る
。
シ
テ
ィ
の
心
を
惹

き
つ
け
る
た
め
に
、
手
紙
で
踊
り
を
依
頼
す
る
こ
と
も
、
長
く
赤
い
布
を

道
に
敷
き
延
べ
る
こ
と
も
、
実
は
ス
ケ
シ
の
発
案
で
あ
り
、
長
く
赤
い
布

は
彼
女
自
身
の
手
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
彼

女
は
、
ル
デ
ィ
ロ
が
犯
す
さ
ま
ざ
ま
な
所
行
の
共
犯
者
で
あ
る
。

　

ル
デ
ィ
ロ
に
と
っ
て
、
母
親
は
助
言
の
提
供
者
で
あ
り
、
苦
難
の
と
き

の
庇
護
者
で
あ
る
。
館
か
ら
シ
テ
ィ
に
逃
げ
出
さ
れ
、
館
も
ア
ノ
マ
ン

と
そ
の
仲
間
に
よ
っ
て
焼
か
れ
て
、
一
時
的
に
弱
気
に
な
っ
た
ル
デ
ィ
ロ

は
、
甘
え
る
よ
う
に
母
の
ひ
ざ
に
赤
子
の
よ
う
に
横
た
わ
り
、「
朝
、
牧

場
に
出
た
子
牛
が
、
夕
方
、
母
の
乳
を
求
め
て
牛
舎
に
も
ど
る
よ
う
に
」

母
の
子
宮
へ
の
回
帰
を
願
望
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
息
子
の
気
持
ち
を
受

け
と
め
る
母
の
ま
え
で
、
ル
デ
ィ
ロ
役
の
エ
コ
・
ス
プ
リ
ヤ
ン
ト
は
体
を

丸
め
た
ま
ま
倒
立
す
る
と
い
う
、
強
靱
な
身
体
能
力
に
よ
っ
て
、
子
宮
の

中
で
息
う
胎
児
の
姿
を
演
じ
て
み
せ
る
。
ル
デ
ィ
ロ
は
、
母
と
の
絆
を

断
っ
て
自
立
す
る
た
め
に
は
、
シ
テ
ィ
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
母
親
も
荷
担
す
る
そ
の
行
為
が
、
ル
デ
ィ
ロ
自
身
ば
か
り

か
、
対
象
と
な
る
シ
テ
ィ
、
そ
し
て
ス
テ
ィ
ヨ
を
破
滅
に
追
い
込
む
こ
と

に
な
る
。

　

高
次
の
知
識
の
主
宰
者
と
し
て
の
ス
ケ
シ
は
、
物
語
の
終
幕
の
砂
浜
の

場
面
に
お
い
て
、「
レ
ク
イ
エ
ム
」
の
執
行
者
の
役
割
を
演
じ
る
。
し
か

し
、
ス
ケ
シ
自
身
も
ル
デ
ィ
ロ
の
行
為
の
共
犯
者
で
あ
る
こ
と
を
知
る
な

ら
ば
、
死
者
の
安
息
を
願
う
、
後
に
残
さ
れ
た
者
た
ち
も
ま
た
け
っ
し
て

無
垢
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
9
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
に
お
け
る
ル
デ
ィ
ロ
は
、
一
義

的
に
は
、
力
を
持
つ
者
の
象
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

シ
テ
ィ
の
生
き
方
を
変
え
る
触
媒
で
も
あ
り
、
ま
た
、
流
血
の
犠
牲
の
あ

と
に
残
さ
れ
た
人
々
に
、
そ
の
母
ス
ケ
シ
を
通
し
て
、
流
血
の
意
味
を
問

い
返
さ
せ
る
役
割
を
も
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

4.4　
ス
テ
ィ
ヨ

　

ス
テ
ィ
ヨ
は
、
華
や
か
な
宮
廷
を
捨
て
て
、
農
村
で
焼
き
物
業
を
営
む
。

彼
が
そ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
理
由
は
、
こ
の
物
語
で
は
明
か
さ
れ
て
い

な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宮
廷
家
臣
の
衣
装
を
着
た
ス
テ
ィ
ヨ
が
王
宮
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を
立
ち
去
る
場
面
は
、
ラ
ー
マ
、
シ
ー
タ
ー
、
ラ
ク
シ
ュ
マ
ナ
の
三
人
が

王
宮
を
去
っ
て
、
森
の
中
の
庵
に
住
む
場
面
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
人
の
住
処
は
、
古
典
的
な
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
は
、
文
明
の
世
界
で
あ
る

都
に
対
す
る
未
開
の
世
界
で
あ
り
、
魑
魅
魍
魎
が
は
び
こ
る
危
険
な
森
で

あ
る
の
に
対
し
て
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
で
は
、
貧
し
く
質
素
な
ジ
ャ

ワ
の
田
舎
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
森
の

生
活
は
、
イ
ン
ド
の
伝
統
で
は
人
生
の
四
段
階
の
中
の
第
三
期
で
、
森

に
隠
棲
し
て
修
行
す
る
時
期
に
対
応
し
て
お
り
、
村
で
の
ス
テ
ィ
ヨ
、
シ

テ
ィ
、
そ
し
て
ス
ラ
の
三
人
の
生
活
が
慎
ま
し
く
穏
や
か
で
あ
る
の
は
偶

然
で
は
な
い
。
村
で
の
生
活
の
始
ま
り
で
は
、
シ
テ
ィ
と
ス
テ
ィ
ヨ
は
動

き
を
同
期
さ
せ
た
優
美
な
デ
ュ
エ
ッ
ト
を
舞
い
、
二
人
の
心
の
一
致
が
表

現
さ
れ
て
い
る
が
、「
生
き
物
」
の
場
面
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
観
客
に

は
、
平
穏
な
生
活
の
影
に
潜
む
亀
裂
が
予
感
さ
れ
る
。

　

ス
テ
ィ
ヨ
に
あ
っ
て
ル
デ
ィ
ロ
に
な
い
も
の
は
、
一
途
な
ま
で
の
誠
実

さ
で
あ
る
（
ス
テ
ィ
ヨ
は
ジ
ャ
ワ
語
で
「
誠
実
」
を
意
味
す
る
）。
ス
テ
ィ
ヨ

に
と
っ
て
シ
テ
ィ
の
み
が
愛
情
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ス

テ
ィ
ヨ
自
身
一
点
の
疑
い
も
も
っ
て
い
な
い
。
シ
テ
ィ
も
ス
テ
ィ
ヨ
の
そ

の
誠
実
さ
に
ふ
れ
て
、
彼
の
愛
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
が
、
彼
女
の
奥
深
く
に
潜
ん
で
い
る
、
踊
る
こ
と
に
よ
る
生
命
の

確
認
、
そ
し
て
、
自
己
の
主
体
的
な
生
き
方
の
実
現
を
封
印
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
悲
劇
は
、
彼
女
の
中
に
あ
る
こ

の
矛
盾
が
根
本
的
な
要
因
と
な
っ
て
お
こ
る
の
で
あ
る
。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
物
語
に
お
い
て
、
ス
テ
ィ
ヨ
が
焼
き
物
業
を

営
む
こ
と
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
シ
テ
ィ
は
ジ
ャ
ワ
語
で
「
大
地
」、

「
土
」
を
意
味
す
る
10
。
焼
き
物
を
作
る
仕
事
と
は
、
大
地
か
ら
取
ら
れ

た
粘
土
を
火
で
焼
き
固
め
て
、
動
く
こ
と
の
な
い
焼
き
物
に
す
る
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
由
無
碍
な
土
を
、
作
り
手
の
意
志
に
よ
っ
て
一

つ
の
形
に
固
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
ス
テ
ィ
ヨ
が
シ

テ
ィ
の
意
思
を
封
印
し
、
自
分
の
思
う
形
に
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の

隠
喩
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
端
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
ル
デ
ィ
ロ
の
館
を
逃
げ

出
し
て
き
た
シ
テ
ィ
が
帰
宅
し
た
と
き
の
ス
テ
ィ
ヨ
の
対
応
で
あ
る
。
ス

テ
ィ
ヨ
は
シ
テ
ィ
を
轆
轤
台
の
上
に
座
ら
せ
、
粘
土
を
彼
女
の
体
に
塗
り

つ
け
て
い
く
。
ス
テ
ィ
ヨ
が
シ
テ
ィ
を
粘
土
の
人
形
の
よ
う
に
扱
う
と
こ

ろ
は
、
人
形
に
恋
す
る
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
し
か
し
、
シ

テ
ィ
を
自
分
の
思
う
よ
う
な
形
に
作
ろ
う
と
す
る
ス
テ
ィ
ヨ
の
試
み
は

失
敗
し
、
平
衡
を
失
っ
た
ス
テ
ィ
ヨ
は
、
つ
ん
の
め
る
よ
う
に
し
て
、
無

様
な
姿
で
床
に
倒
れ
込
ん
で
し
ま
う
。
ス
テ
ィ
ヨ
は
、
シ
テ
ィ
に
、
彼
女

へ
の
愛
情
は
焼
き
物
の
材
料
と
な
る
土
へ
の
愛
情
と
同
じ
で
あ
り
、
シ

テ
ィ
を
妻
と
し
て
選
ん
だ
理
由
は
彼
女
が
最
良
の
土
だ
か
ら
だ
と
語
り

か
け
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
テ
ィ
は
、
自
分
は
た
だ
の
土
で
は
な
く
、

足
も
あ
れ
ば
手
も
あ
る
、
人
間
の
心
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
と
訴
え
、
立

ち
上
が
る
と
、
ス
テ
ィ
ヨ
を
後
に
残
し
て
、
部
屋
を
去
っ
て
い
く
。
こ
の

と
き
の
シ
テ
ィ
の
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
の
ど
の
シ
テ
ィ
の
言
葉
よ
り
も
力

強
い
。
こ
の
場
面
ま
で
の
シ
テ
ィ
の
セ
リ
フ
は
す
べ
て
内
面
の
感
情
の
独

白
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
初
め
て
、
他
者
に
対
し
て
語
り
か
け
る
言
葉
が

シ
テ
ィ
か
ら
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
シ
テ
ィ
の
こ
の
言
葉
で
彼
女
を

失
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
心
の
中
で
ル
デ
ィ
ロ
に
対

す
る
決
戦
の
開
始
が
決
意
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

シ
テ
ィ
を
失
っ
た
ス
テ
ィ
ヨ
の
私
的
な
憤
り
が
、
ル
デ
ィ
ロ
に
対
す
る

民
衆
を
巻
き
込
ん
だ
社
会
的
な
暴
力
的
対
決
に
つ
な
が
っ
て
い
く
過
程

は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
リ
ア
リ
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ズ
ム
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
物
語
の
語
り
に
は

飛
躍
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
い
く
つ

か
の
手
が
か
り
に
注
目
す
れ
ば
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
心
の
動
き
を
追
っ
て
い
く

こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

ル
デ
ィ
ロ
の
村
民
に
対
す
る
暴
虐
、
村
人
に
の
し
か
か
る
経
済
的
な
困

苦
は
、
物
語
の
早
い
段
階
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ル
デ
ィ
ロ
の
商
売
敵

の
肉
屋
は
殺
さ
れ
、
シ
テ
ィ
に
手
紙
を
届
け
る
年
老
い
た
ガ
ム
ラ
ン
演
奏

家
は
ガ
ム
ラ
ン
演
奏
の
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
焼
き
物
の

商
売
も
低
迷
し
、
雇
い
人
は
よ
り
よ
い
職
を
求
め
て
ス
テ
ィ
ヨ
の
も
と
を

離
れ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ

は
、
ス
テ
ィ
ヨ
は
「
力
を
持
た
な
い
者
」
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（Triyanto Triw

ikrom
o 2005a

）、こ
こ
で
の
ス
テ
ィ

ヨ
は
富
も
権
力
も
持
た
な
い
、
民
衆
の
困
苦
に
も
心
の
中
で
憤
る
し
か
な

い
無
力
な
存
在
で
あ
る
。

　

商
売
か
ら
村
に
戻
っ
て
シ
テ
ィ
の
不
在
に
気
づ
い
た
ス
テ
ィ
ヨ
が
、
ア

ノ
ム
に
シ
テ
ィ
を
探
す
よ
う
に
指
示
す
る
。
こ
の
と
き
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
中

に
ル
デ
ィ
ロ
の
関
わ
り
を
疑
う
気
持
ち
が
育
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
シ
テ
ィ
の
い
な
い
家
の
中
で
、
シ
テ
ィ
を
思
わ
せ
る
女
性
の
仮
面

を
か
ぶ
っ
て
ス
テ
ィ
ヨ
が
一
人
で
舞
う
場
面
は
、
シ
テ
ィ
へ
の
思
慕
が
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
続
く
場
面
で
は
、
彼
は
別
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て

お
り
、
そ
の
震
え
る
手
の
動
き
が
、
ふ
だ
ん
は
穏
や
か
な
ス
テ
ィ
ヨ
の
感

情
の
異
常
な
高
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
仮
面
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
隠
れ

て
い
た
荒
ぶ
る
分
身
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
し
、
理
性
的
な
目
で

現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
心
の
状
態
を
表
し
て
い
る

よ
う
で
も
あ
る
。

　

テ
レ
ビ
の
報
道
は
、
地
域
で
暴
動
が
起
き
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
村
の
村
人
た

ち
が
、
地
元
の
商
売
人
の
横
暴
に
対
し
て
警
察
が
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
と

し
て
、
警
察
署
に
火
を
つ
け
た
こ
と
、
二
十
五
人
が
死
亡
し
、
六
十
四
人

が
負
傷
し
た
こ
と
を
告
げ
る
。「
地
元
の
商
売
人
」
が
ル
デ
ィ
ロ
で
あ
る

こ
と
は
明
か
で
あ
る
し
、
村
人
を
扇
動
し
た
の
は
ス
テ
ィ
ヨ
の
意
を
受
け

た
ア
ノ
ム
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
警
察
署
へ
の
放
火
の
報
復
と
し
て
道
ば

た
で
商
売
を
お
こ
な
っ
て
い
る
村
人
た
ち
を
追
い
散
ら
し
て
い
る
警
察

と
、
壊
れ
た
壷
を
持
っ
て
立
ち
つ
く
す
ス
テ
ィ
ヨ
の
姿
が
描
か
れ
る
。
ス

テ
ィ
ヨ
の
商
売
は
行
き
詰
ま
っ
て
お
り
、
彼
は
牛
車
を
ひ
く
牛
さ
え
も
売

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
牛
が
い
な
け
れ
ば
焼
き
物
を
売
り
に
出
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
が
焼
き
物
の
商
売
を
断
念
し
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
も
、
牛
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
ス
テ
ィ
ヨ
た

ち
を
追
い
込
ん
だ
張
本
人
で
あ
る
ル
デ
ィ
ロ
の
手
に
渡
っ
て
屠
殺
さ
れ

る
運
命
に
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
ル
デ
ィ
ロ
に
対
し
て
蓄
積
さ
れ
て

い
た
ス
テ
ィ
ヨ
の
憤
り
は
忍
耐
の
限
界
に
達
す
る
。
彼
は
、
民
衆
に
対
し

て
団
結
し
て
ル
デ
ィ
ロ
と
そ
の
一
党
に
対
し
て
戦
い
を
挑
む
こ
と
を
訴

え
る
。「
彼
ら
は
我
々
を
水
牛
で
あ
る
か
の
よ
う
に
愚
弄
し
て
き
た
。
我
々

を
ぬ
か
る
み
に
追
い
や
り
、
鞭
で
従
順
で
あ
る
こ
と
を
強
い
て
き
た
。
だ

か
ら
我
々
は
貧
し
い
。
し
か
し
、水
牛
に
は
角
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
。

団
結
せ
よ
。
角
を
振
り
立
て
、
蹄
を
蹴
り
上
げ
よ
。
燃
や
せ
、
壊
せ
、
殺

せ
」
と
ス
テ
ィ
ヨ
は
民
衆
を
扇
動
す
る
の
で
あ
る
。

　

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
お
い
て
、
ラ
ー
マ
が
猿
の
軍
団
と
手
を
組
み
、
と
く

に
そ
の
中
の
白
猿
ハ
ヌ
マ
ー
ン
の
助
け
を
得
て
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
に
立
ち

向
か
う
展
開
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
が
ア
ノ
ム
を
通
じ
て
民
衆
と
手
を
結
ん
で

ル
デ
ィ
ロ
を
倒
そ
う
と
す
る
展
開
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人

の
憤
り
が
公
的
な
場
で
の
集
団
的
暴
力
へ
と
発
展
す
る
心
理
過
程
に
は
、

ジ
ャ
ワ
を
含
む
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
広
く
見
ら
れ
る
文
化
的
な
特
性
が
か
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か
わ
っ
て
い
る
。

　

個
人
が
感
じ
る
恥
、
不
名
誉
の
感
覚
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
「
マ
ル
」

（m
alu

）
と
呼
ぶ
（
ジ
ャ
ワ
語
で
はisin

）。
マ
ル
の
感
情
が
契
機
と
な
っ
て
、

自
暴
自
棄
な
暴
力
的
な
行
動
が
発
作
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
、こ
れ
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
は
「
ア
ム
ッ
ク
」（am

uk

）
と
呼
ぶ
（
ジ
ャ

ワ
語
も
同
じ
）。
英
語
の“run am

ok”

の
語
源
で
あ
る
。
怒
り
は
個
人
的

な
感
情
で
あ
る
が
、
暴
力
的
な
攻
撃
は
公
的
な
行
動
で
あ
る
。
特
徴
的
な

こ
と
は
、
こ
の
マ
ル
に
よ
る
ア
ム
ッ
ク
の
発
生
は
お
お
く
の
場
合
、
男

性
に
働
く
心
理
的
機
構
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（B

oellstorff 2004: 469

）。

こ
う
し
て
み
る
と
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
に
お
け
る
ス
テ
ィ
ヨ
の
心
の

動
き
も
、
マ
ル
の
感
情
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
典
型
的
な
男
性
の
ア

ム
ッ
ク
な
行
動
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
で
は
、
ス
テ
ィ

ヨ
の
ア
ム
ッ
ク
に
、
貧
困
や
無
力
感
に
起
因
す
る
民
衆
の
怒
り
が
結
び
つ

く
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
と
し
て
の
正
義
の
怒
り
の
感
情
が
引
き
起
こ
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
な
展
開
は
、二
〇
〇
五
年
の
ル
デ
ィ
・
ス
ジ
ャ

ル
ウ
ォ
監
督
の
映
画9 N

aga

で
も
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（C

lark 
2008: 48-49

）。

　

ア
ノ
ム
に
先
導
さ
れ
た
民
衆
は
ジ
ャ
ワ
語
で
「
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
う

ち
破
れ
」（“R

aw
e-raw

e rantas, M
alang-m

alang putung”

）
と
叫
び
な
が
ら

行
進
す
る
。
力
無
き
民
衆
は
団
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弾
圧
に
抵
抗
す
る

が
、
彼
ら
の
抵
抗
も
ま
た
暴
力
に
よ
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
流
血
を
も
た

ら
す
結
果
と
な
る
。
抗
争
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
と
彼
の
率

い
る
民
衆
が
ル
デ
ィ
ロ
と
彼
の
手
下
た
ち
と
対
決
す
る
場
面
で
あ
る
。
夕

日
が
沈
む
平
原
で
、
戦
う
群
集
を
遠
景
に
し
て
、
前
景
で
は
夕
日
の
逆
光

で
影
と
な
っ
た
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
の
ロ
モ
の
人
形
と
ラ
ウ
ォ
ノ
の
人
形
が
戦

う
場
面
は
、
暴
力
が
行
使
さ
れ
る
合
戦
の
場
面
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か

静
寂
で
幻
想
的
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
暴
力
を
回
避
で
き
な
い
人
間
の

悲
劇
性
を
冷
静
な
目
で
見
つ
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

戦
闘
場
面
は
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
も
あ
る
。
一
晩
を
徹
し

て
お
こ
な
わ
れ
る
実
際
の
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
の
上
演
で
は
、
夜
更
け
に
戦
闘

場
面
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
観
客
も
そ
の
場
面
を
期
待
し
て
お
り
、
戦
闘

場
面
が
始
ま
る
と
そ
れ
ま
で
居
眠
り
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
も
目
を
さ

ま
し
て
、
白
布
の
ス
ク
リ
ー
ン
で
演
じ
ら
れ
る
戦
闘
に
釘
付
け
に
な
る
。

ダ
ラ
ン
（
人
形
遣
い
）
は
人
形
同
士
を
激
し
く
打
ち
付
け
る
演
出
を
お
こ

な
い
、
観
客
は
興
奮
し
な
が
ら
戦
闘
の
展
開
に
見
入
る
。
ワ
ヤ
ン
の
戦
闘

場
面
は
「
見
る
者
に
と
っ
て
暴
力
的
な
生
命
力
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
で

き
る
機
会
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
（W

olters 1999: 163

）。
そ
れ
は
、

暴
力
に
よ
っ
て
し
か
生
命
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
人
間
の
性さ
が

を
表

し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
ル
デ
ィ
ロ
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ヨ
と
民
衆
の
戦

い
も
、
正
義
を
旗
印
に
し
て
い
て
も
、
暴
力
と
死
を
も
た
ら
す
点
で
は
、

ル
デ
ィ
ロ
の
行
為
と
代
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
戦
場
に
向
か
う
ス
テ
ィ
ヨ

が
乗
る
鉄
製
の
牛
型
の
み
こ
し
の
正
面
部
分
に“V

iva La M
uerte”

（「
死

に
万
歳
！
」）
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
し
示
し

て
い
る
。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
は
、
ル
デ
ィ
ロ
を
絶
対
的
な
悪
と
は
描

か
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ヨ
も
民
衆
も
絶
対
的
な
善
と
は
描
か

な
い
の
で
あ
る
。

4.5　
終
幕

　

戦
闘
は
ル
デ
ィ
ロ
の
死
を
も
っ
て
終
わ
り
、
物
語
は
終
幕
を
迎
え
る
。

『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
一
般
的
な
ラ
ー
マ
ー
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ヤ
ナ
と
は
結
末
が
異
な
る
、
終
幕
の
部
分
で
あ
る
。

　

シ
テ
ィ
は
、
家
の
中
の
衣
装
箱
に
し
ま
い
込
ん
で
い
た
シ
ン
ト
の
舞
台

衣
装
を
取
り
出
し
、
鏡
の
前
で
身
に
着
け
る
。
こ
う
し
て
シ
テ
ィ
は
シ
ン

ト
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
舞
踊
家
と
し
て
の
シ
テ
ィ
と
し
て
生

き
る
道
を
選
ぶ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
は
、
シ
テ
ィ
が
ル
デ
ィ
ロ

に
惹
か
れ
て
い
っ
た
真
の
理
由
が
、
ル
デ
ィ
ロ
に
対
す
る
愛
な
の
で
は
な

く
、
ル
デ
ィ
ロ
の
誘
惑
に
よ
っ
て
初
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
、
自
分
自
身
の

内
面
に
あ
る
、
踊
る
こ
と
に
よ
る
生
命
の
充
足
へ
の
欲
望
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　

シ
ン
ト
の
衣
装
を
身
に
つ
け
た
シ
テ
ィ
は
、自
分
が
「
シ
テ
ィ
」（
大
地
）

で
あ
る
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
し
、
作
物
を
育
む
大
地
の
恵
み
を
賛
美
す

る
。
そ
し
て
、
男
に
は
胸
は
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
を
養
う
乳
房
は
な

い
、
と
女
性
の
豊
壌
性
を
力
強
く
讃
え
る
。
そ
の
あ
と
、
シ
テ
ィ
は
、
家

の
外
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
大
き
な
焼
き
物
の
壺
を
次
々
に
棒
で
打
ち
砕

く
。
粘
土
は
あ
ら
ゆ
る
形
に
な
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
が
、
ひ
と

た
び
焼
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
を
失
っ
て
固
定
さ
れ
た
存
在
に
な

る
。
壺
の
破
壊
は
、
束
縛
さ
れ
た
生
き
方
か
ら
の
解
放
の
隠
喩
で
あ
る
。

こ
う
し
て
シ
テ
ィ
は
家
を
出
る
。

　

シ
テ
ィ
と
シ
ン
ト
が
再
び
一
体
と
な
っ
た
こ
と
は
、
同
時
に
、
シ
テ
ィ

が
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
と
い
う
第
三
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
に
お
け

る
シ
ー
タ
ー
の
最
後
の
役
割
を
演
じ
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、

ジ
ャ
ワ
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
は
「
シ
ン
ト
・
オ
ボ
ン
」（sinta obong

「
シ

ン
ト
焼
身
」
の
意
）
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
場
面
で
あ
る
。
本
作
品
の
最
終

的
な
タ
イ
ト
ル
が
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
に
落
ち
着
く
ま
で
、『
シ
ン
ト
・

オ
ボ
ン
』
の
タ
イ
ト
ル
で
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
の
場
面
は
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
で
は
、

ラ
ウ
ォ
ノ
が
倒
れ
た
あ
と
、
ロ
モ
か
ら
幽
閉
中
の
貞
節
を
疑
わ
れ
た
シ
ン

ト
は
、身
の
潔
白
を
明
か
す
た
め
に
自
ら
火
の
中
に
飛
び
込
む
。
す
る
と
、

火
の
神
（
文
字
通
り
機
械
仕
掛
け
の
神
）
が
出
現
し
て
、
無
傷
の
シ
ン
ト
を

連
れ
出
し
、
彼
女
の
潔
白
を
明
か
す
こ
と
に
な
る
劇
的
な
場
面
で
あ
る
。

土
が
火
に
飛
び
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
粘
土
が
火
に
焼
か
れ
て
土
器
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
テ
ィ
は
ま
さ
に
焼
か
れ
て
土
器
に

な
る
こ
と
を
拒
む
た
め
に
、
火
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
シ
テ
ィ

は
す
で
に
自
ら
の
運
命
を
自
覚
し
て
い
た
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
シ
ン
ト
・
オ
ボ
ン
の
場
面
で
は
、
青
空
の
下

に
広
が
る
海
岸
の
砂
浜
に
設
置
さ
れ
た
鮮
や
か
な
黄
色
の
紋
織
り
布
で

作
ら
れ
た
円
錐
形
の
テ
ン
ト
状
の
オ
ブ
ジ
ェ
が
火
を
象
徴
的
に
示
し
て

い
る
。
こ
こ
で
、
シ
テ
ィ
は
ル
デ
ィ
ロ
と
の
戦
い
を
終
え
た
ス
テ
ィ
ヨ
と

再
会
す
る
。
二
人
は
炎
の
テ
ン
ト
の
中
で
抱
擁
し
、
一
瞬
、
二
人
の
あ
い

だ
で
和
解
が
成
立
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ス
テ
ィ
ヨ
は
、

シ
ン
ト
の
衣
装
を
身
に
付
け
た
シ
テ
ィ
が
、
も
は
や
自
分
の
も
と
に
戻
る

こ
と
は
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
彼
は
、
シ
テ
ィ
の
か
ん
ざ
し
を
髪

か
ら
抜
き
、
彼
女
の
体
を
一
突
き
に
刺
し
殺
す
。
そ
し
て
、
心
の
座
で
あ

る
肝
臓
を
シ
テ
ィ
の
体
か
ら
切
り
出
し
て
、
あ
た
か
も
シ
テ
ィ
の
本
心
に

問
い
か
け
る
よ
う
に
、
答
え
る
こ
と
の
な
い
シ
テ
ィ
の
肝
臓
に
む
な
し
く

語
り
か
け
続
け
る
。
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
所
有

す
る
た
め
の
、
究
極
の
自
己
所
有
を
実
現
す
る
た
め
の
殺
害
と
言
っ
て
よ

い
。
ル
デ
ィ
ロ
の
シ
テ
ィ
に
対
す
る
暴
力
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
ル
デ
ィ
ロ
に

対
す
る
暴
力
に
至
り
、
そ
れ
は
ス
テ
ィ
ヨ
の
シ
テ
ィ
に
対
す
る
暴
力
に

よ
っ
て
よ
う
や
く
完
結
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
主
要
な
登
場
人
物
は
す
べ
て
滅

び
る
。
テ
レ
ビ
の
報
道
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
が
ル
デ
ィ
ロ
と
シ
テ
ィ
を
殺
し
、
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シ
テ
ィ
の
肝
臓
を
切
り
出
し
た
こ
と
、
ス
テ
ィ
ヨ
が
当
局
に
よ
っ
て
殺
人

の
咎
で
逮
捕
さ
れ
る
た
こ
と
を
伝
え
る
11
。
し
か
し
、
シ
テ
ィ
の
死
は
決

し
て
無
意
味
な
死
で
は
な
い
。
シ
テ
ィ
の
死
は
、
彼
女
が
自
ら
選
ん
だ
道

で
あ
り
、
そ
れ
は
シ
テ
ィ
（
土
）
が
母
な
る
大
地
に
戻
る
こ
と
で
あ
り
、

新
し
い
希
望
を
意
味
す
る
。
米
粒
は
稲
穂
を
離
れ
て
大
地
に
落
ち
る
こ
と

で
、
新
し
い
芽
へ
と
成
長
す
る
よ
う
に
、
死
は
新
し
い
再
生
を
も
意
味
す

る
。
映
画
の
最
後
の
シ
ョ
ッ
ト
で
写
し
出
さ
れ
た
、
焼
け
た
跡
に
芽
生
え

た
緑
（
若
い
稲
の
苗
）
は
、
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
大
地
に
伝
え
ら
れ
た
新
し
い
命
に
、
次
の
世
代
、
未
来
の
世
代
へ

の
小
さ
い
が
確
か
な
希
望
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

テ
ン
ト
状
の
オ
ブ
ジ
ェ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
製
作
し
た
テ
ィ

タ
ル
ビ
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
作
品
の
解
説
を
し
て
お
り
、
こ
の
場

面
を
理
解
す
る
た
め
の
参
考
に
な
る
（Indah Lestari 2007

）。
こ
の
作
品

はVagina B
rocade

（
紋
織
り
の
ワ
ギ
ナ
）
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
黄
色

の
紋
織
り
布
で
作
ら
れ
た
円
錐
形
の
テ
ン
ト
状
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
、
そ
れ
を

取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
立
つ
、
青
、
黄
、
赤
の
紋
織
り
で
包
ま
れ
た
三
体

の
男
性
像
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ワ
ギ
ナ
は
シ
テ
ィ
の
肉
欲
を
象
徴
し

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
に
彼
女
は
ス
テ
ィ
ヨ
に
殺
さ
れ
る
。
テ
ィ
タ
ル
ビ
は
、

シ
テ
ィ
は
ス
テ
ィ
ヨ
に
誠
実
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
彼
女
の
死
を
無

駄
に
し
な
い
た
め
に
、
彼
女
を
稲
の
女
神
ス
リ
に
転
生
さ
せ
た
。
テ
ン
ト

の
中
の
地
面
に
稲
の
苗
を
植
え
、
胎
児
の
形
を
し
た
空
間
を
設
け
る
こ
と

で
、
シ
テ
ィ
が
再
生
し
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
。
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
作
者
の
意
図
が
作
品
の
理
解
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
シ
テ
ィ
が
ス
リ
に
転
生
し
た
と
い
う
テ
ィ
タ
ル
ビ
の

解
釈
は
、
ジ
ャ
ワ
文
化
を
背
景
に
し
た
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
結
末
に

対
す
る
解
釈
と
し
て
十
分
に
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
シ
テ
ィ
の
死
は
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
物
語
の
結
末
で
は

な
い
。
こ
の
場
面
に
続
く
最
終
章
で
は
、死
者
に
先
立
た
れ
た
者
た
ち
が
、

そ
れ
ま
で
の
諍
い
を
捨
て
て
、
共
に
死
ん
だ
者
た
ち
の
安
息
を
祈
る
場
面

と
な
る
12
。
こ
の
場
面
に
は
、
ス
ケ
シ
も
ス
ラ
も
村
人
た
ち
も
い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
参
加
し
て
お
り
、
和
解
の
場
で
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

最
終
章
に
先
立
っ
て
、
息
子
ル
デ
ィ
ロ
を
失
い
、
喪
に
服
し
て
黒
衣
を

ま
と
っ
た
ス
ケ
シ
が
、歌
を
謡
う
。
そ
の
旋
律
は
ジ
ャ
ワ
音
楽
で
あ
る
が
、

歌
詞
は
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
（
レ
ク
イ
エ
ム
）
で
使
わ
れ
る
ラ
テ
ン
語
の

典
礼
文
を
構
成
す
る
聖
体
拝
領
唱
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
主
よ
、

永
遠
の
安
息
（R

equiem
 æ

ternam

）
を
か
れ
ら
に
与
え
、
絶
え
ざ
る
光
を

か
れ
ら
の
上
に
照
ら
し
給
え
、
永
遠
に
あ
な
た
の
聖
者
た
ち
と
と
も
に
、

あ
な
た
は
慈
悲
深
く
あ
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
」
と
歌
う
聖
体
拝
領
唱
は
、

モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
に
お
い
て
は
最
終
楽
章
に
あ
た
る
。

主
（
あ
な
た
）
に
対
し
て
死
者
た
ち
（
か
れ
ら
）
に
永
遠
の
安
息
を
与
え

る
よ
う
祈
る
こ
の
典
礼
文
は
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
終
幕
を
飾
る
に

も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
だ
と
言
え
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
が
卓
越
す
る
ジ
ャ
ワ
人
の
口
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
レ
ク

イ
エ
ム
が
謡
わ
れ
る
の
は
、
一
見
場
違
い
な
印
象
を
与
え
る
が
、
ジ
ャ
ワ

社
会
の
文
化
的
、
宗
教
的
な
重
層
性
を
考
え
て
み
れ
ば
、
け
っ
し
て
奇
異

な
こ
と
で
は
な
い
。
死
者
に
対
す
る
追
悼
と
生
者
の
和
解
の
場
の
舞
台
と

な
る
の
は
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
南
方
の
イ
ン
ド
洋
に
面
し
た
パ
ラ
ン

ト
ゥ
リ
テ
ィ
ス
の
海
岸
で
あ
る
。
こ
の
砂
浜
の
海
岸
は
、
マ
タ
ラ
ム
王
家

の
末
裔
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ス
ル
タ
ン
王
家
が
、
王
国

へ
の
加
護
を
祈
っ
て
イ
ン
ド
洋
に
住
む
精
霊
の
女
王
ニ
ャ
イ
・
ロ
ロ
・
キ

ド
ゥ
ル
に
対
し
て
供
物
を
捧
げ
る
儀
礼
ラ
ブ
ハ
ン
を
お
こ
な
う
場
所
と
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し
て
知
ら
れ
て
い
る
13
。
ス
ケ
シ
と
ス
ラ
を
先
頭
に
し
て
海
岸
を
粛
然
と

歩
む
行
列
の
中
に
は
、
人
々
に
抱
か
れ
た
死
者
を
象
徴
す
る
人
形
や
壷
が

見
え
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
目
立
つ
の
が
、
グ
ヌ
ン
ガ
ン
と
呼
ば

れ
る
食
べ
物
で
作
ら
れ
た
御
輿
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ

の
宮
廷
儀
礼
ガ
ル
ブ
ッ
グ
で
使
わ
れ
も
の
で
あ
る
。
ガ
ル
ブ
ッ
グ
は
イ
ス

ラ
ー
ム
の
暦
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
が
、
グ
ヌ
ン
ガ
ン
は
イ
ス
ラ
ー
ム
伝

来
前
か
ら
の
ジ
ャ
ワ
の
伝
統
的
な
豊
壌
儀
礼
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
に
お
い
て
、
こ
の
場
面
が
水
平
線
を
背
景
に

し
た
砂
浜
の
海
岸
に
あ
っ
て
、
超
越
者
を
象
徴
す
る
天
、
土
着
の
精
霊
を

象
徴
す
る
海
、
そ
し
て
母
な
る
女
性
性
を
象
徴
す
る
大
地
の
三
者
が
出

会
う
空
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ワ
の
レ

ク
イ
エ
ム
と
は
、
特
定
の
宗
教
に
限
定
さ
れ
な
い
超
越
者
へ
の
信
仰
の
中

に
、
地
域
の
固
有
の
信
仰
と
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
伝
統
を
も
と
り
こ
ん
だ

重
層
的
な
性
格
を
も
つ
行
為
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
で
は
ラ
ー
マ
に
よ
る
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
殺
害
は

ラ
ー
マ
と
シ
ー
タ
ー
の
再
会
へ
と
論
理
的
に
つ
な
が
る
が
、『
オ
ペ
ラ
・

ジ
ャ
ワ
』
の
物
語
で
は
、
ス
テ
ィ
ヨ
は
ル
デ
ィ
ロ
を
殺
害
し
て
も
、
シ

テ
ィ
と
の
再
会
と
和
解
に
は
至
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』

で
は
シ
テ
ィ
の
選
択
は
彼
女
の
主
体
的
な
行
為
だ
か
ら
、
ス
テ
ィ
ヨ
の
ル

デ
ィ
ロ
に
対
す
る
戦
い
の
動
機
と
は
、
か
み
合
う
こ
と
が
な
い
ま
ま
平
行

線
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
戦
い
が
終
わ
っ
た
後
、
シ

テ
ィ
と
ス
テ
ィ
ヨ
は
共
に
物
語
か
ら
退
場
し
て
し
ま
い
、
最
終
幕
で
死
者

へ
の
儀
礼
を
主
宰
す
る
役
割
は
ル
デ
ィ
ロ
の
母
親
で
あ
る
ス
ケ
シ
が
担

う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
結
末
は
、
シ
テ
ィ
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
作
品
に
お
い

て
あ
ら
ざ
る
べ
き
構
成
の
弱
さ
を
表
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
容

易
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
死
者
た
ち
が
去
っ
た
あ
と
に
残
さ
れ
た
者

た
ち
の
代
表
と
し
て
ス
ケ
シ
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
、実
は
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ

ワ
』
の
最
終
幕
の
核
心
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
ス
ケ
シ
自
身
が
死
者
の
死
と
無
関
係
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
生
き

残
っ
た
者
た
ち
も
ま
た
死
者
の
死
に
対
し
て
無
辜
で
は
な
い
可
能
性
が

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
暴
力
は
破
壊
的
で
あ
る
が
、
あ
る
意
味
で
は

人
間
に
と
っ
て
不
可
避
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
の
暴
力
を
経
て
生
き
残
っ

た
も
の
た
ち
は
、
悲
し
み
の
な
か
で
、
死
者
の
痛
み
を
自
ら
も
背
負
い
つ

つ
、
未
来
へ
と
生
き
続
け
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
作

品
の
根
本
的
な
テ
ー
マ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
超
越
者
は
救
い
の
根
拠
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
超
越
者
は
地
上
の
争
い
の
解
決
を
も
た
ら
さ
な
い
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
責
任
で
あ
る
。
超
越
者
は
た
だ
生
き
残
っ
た

者
た
ち
の
悲
し
み
を
受
け
止
め
、
彼
ら
に
自
分
た
ち
自
身
の
過
ち
を
振
り

返
る
機
会
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
生
き
残
っ
た
者
た
ち
の
中
に
私
た
ち
観
客
も
含
ま
れ
る
こ
と

に
気
づ
く
な
ら
、
私
た
ち
も
ま
た
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
は
生
き
か
え
ら

な
い
こ
と
に
、
憤
り
、
つ
ら
さ
を
心
の
中
に
負
い
な
が
ら
自
ら
の
生
を

生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
シ

テ
ィ
が
残
し
た
大
地
か
ら
の
芽
吹
き
は
、
私
た
ち
観
客
に
残
さ
れ
た
希
望

と
未
来
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
シ
テ
ィ
が
去
っ
た
は
ず
の
最
終

幕
に
お
い
て
も
、
シ
テ
ィ
は
大
地
と
し
て
物
語
の
最
後
ま
で
ス
ク
リ
ー
ン

に
存
在
し
続
け
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
14
。
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5.　
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
は
重
層
的
な

文
化
的
、
宗
教
的
意
味
が
織
り
込
ま
れ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

多
義
的
な
解
釈
を
可
能
と
す
る
作
品
で
あ
る
。

　

映
画
の
最
後
に
「
こ
の
映
画
は
、
世
界
の
様
々
な
地
域
の
暴
力
と
天
災

の
様
々
な
形
の
犠
牲
者
、
と
り
わ
け
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
お
よ
び
中
部

ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
犠
牲
者
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
た

字
幕
が
現
れ
る
。
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
州
と
中
ジ
ャ
ワ
州
は
、
二
〇
〇
六

年
五
月
二
十
七
日
に
お
き
た
ジ
ャ
ワ
島
中
部
地
震
で
三
千
人
以
上
の
死

者
を
出
す
被
害
を
受
け
た
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
オ
ペ
ラ
・

ジ
ャ
ワ
』
の
撮
影
は
す
で
に
前
年
九
月
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
（Triyanto 

Triw
ikrom

o 2005b

）、
レ
ク
イ
エ
ム
の
対
象
と
な
る
犠
牲
者
を
こ
の
地
震

の
犠
牲
者
に
特
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
よ
り
広
く
現

代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
の
な
か
で
起
き
た
多
数
の
政
治
的
、
宗
教
的
な
暴
力

の
犠
牲
者
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
15
。

　
さ
ら
に
、
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
自
身
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
興
味

深
い
発
言
を
し
て
い
る
（R

edw
ood 2007

）。
ル
デ
ィ
ロ
の
死
の
場
面
の
あ

と
に
繰
り
返
し
背
景
に
流
れ
る
「
賢
さ
が
権
力
に
な
り
、
祈
り
が
脅
威
に

な
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
尋
ね
ら
れ
て
、
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
は
、

ス
ハ
ル
ト
の
独
裁
体
制
が
倒
れ
て
表
現
の
自
由
が
確
保
さ
れ
た
が
、
そ
の

一
方
で
、
倫
理
を
欠
い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
消
費
主
義
や
、
少
数
派
の
宗
教

団
体
に
よ
る
検
閲
の
圧
力
に
ど
う
対
抗
す
る
の
か
が
新
し
い
問
題
と
し

て
現
れ
た
、
と
し
た
う
え
で
、「
賢
い
人
た
ち
、
敬
虔
な
人
た
ち
は
知
識

を
利
用
し
て
ほ
か
の
人
々
を
支
配
し
、
貶
め
よ
う
と
す
る
。
知
識
が
多
い

こ
と
は
力
を
意
味
す
る
。
人
間
と
い
う
の
は
常
に
力
の
な
い
者
を
攻
撃
し

て
き
た
。
…
…
知
識
は
彼
ら
の
人
間
性
を
解
き
放
つ
の
で
は
な
く
、
閉
じ

こ
め
る
の
だ
。」
と
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
犠
牲
者
と
は
、
力
を
持

つ
者
た
ち
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
き
た
民
衆
な
の
で
あ
る
16
。

　

ま
た
、
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
は
、
ル
デ
ィ
ロ

は
「
力
を
も
つ
世
界
」
の
象
徴
で
あ
り
、
経
済
や
政
治
へ
の
ア
ク
セ
ス
が

あ
り
、
生
産
と
流
通
を
掌
握
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ス
テ
ィ
ヨ
は
「
力

を
も
た
ざ
る
世
界
」
の
象
徴
で
あ
る
と
し
、
前
者
は
力
を
失
う
こ
と
を
怖

れ
、
後
者
は
死
を
怖
れ
、
結
局
は
い
ず
れ
も
焼
い
た
り
、
壊
し
た
り
、
殺

し
た
り
と
い
う
過
激
主
義
に
走
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
過
激
主
義
に

走
っ
て
い
る
の
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
含
め
た
現
代
世
界
の
状
況
な
の
だ
、

と
も
語
っ
て
い
る
（Triyanto Triw

ikrom
o 2005a

）。
こ
の
よ
う
に
、『
オ

ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
物
語
を
現
代
世
界
の
隠
喩
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

シ
テ
ィ
は
大
地
す
な
わ
ち
自
然
で
あ
り
、
ス
テ
ィ
ヨ
と
ル
デ
ィ
ロ
の
戦
い

は
、
資
源
を
め
ぐ
っ
て
の
持
た
ざ
る
側
と
持
て
る
側
と
の
争
い
と
解
釈
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
実
際
、物
語
の
な
か
で
も
、大
地
は
、人
に
よ
っ

て
耕
さ
れ
、
種
を
植
え
付
け
ら
れ
、
作
物
を
育
む
一
方
で
、
人
間
に
よ
っ

て
荒
ら
さ
れ
、
潰
さ
れ
、
流
さ
れ
る
人
間
の
血
を
受
け
と
め
る
存
在
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
よ
り
一
般
的
に
、
人
間
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
破

壊
さ
れ
る
自
然
の
隠
喩
と
し
て
シ
テ
ィ
を
解
釈
す
る
こ
と
は
十
分
に
可

能
で
あ
る
17
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
妥
当
性
を
認
め
た
上
で
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ

ナ
の
物
語
の
系
譜
に
お
け
る
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
位
置
づ
け
を
考
え

て
み
た
と
き
、
や
は
り
作
品
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
浮
き
上
が
っ
て
く
る

の
は
、
物
語
が
シ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
近

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
映
画
の
動
向
と
し
て
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
女
性
に
焦

点
を
あ
て
た
男
性
監
督
の
映
画
が
現
れ
て
い
る（
例
え
ば
、リ
リ
・
リ
ザ（R

iri 
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R
iza

）
監
督
のEliana Eliana

）。
こ
れ
ら
は
、「
家
父
長
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

関
係
に
挑
戦
し
、
非
家
父
長
的
な
主
体
性
と
実
践
の
構
築
を
目
指
す
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
人
男
性
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
試
み
」と
理
解
さ
れ
て
い
る（C

lark 
2008: 47

）。
ス
テ
ィ
ヨ
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
を
選
ん
だ
シ
テ
ィ
を

描
く
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
も
こ
れ
ら
の
作
品
の
流
れ
の
中
に
含
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
を
現
代
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
と
し

て
位
置
付
け
る
と
す
れ
ば
、
シ
テ
ィ
を
世
界
的
状
況
の
象
徴
に
還
元
し
て

し
ま
う
よ
り
は
、
主
体
性
を
も
っ
た
一
人
の
女
性
を
描
く
作
品
と
し
て
捉

え
る
方
が
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
長
い
伝
統
の
中
で
は
、
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
物
語

が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
シ
ー
タ
ー
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
た
物
語

も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
現
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
舞
台
と

し
た
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
試
み
の
独
自
性
が
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
さ
ら
に
、
シ
テ
ィ
が
ス
テ
ィ
ヨ
か
ら
去
ろ
う
と
し
、
ス
テ
ィ
ヨ
が

シ
テ
ィ
を
殺
す
と
い
う
展
開
は
、
お
そ
ら
く
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
で
初

め
て
提
示
さ
れ
た
語
り
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

伝
統
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
新
し
く
読
み
替
え
た
物
語
を
語
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
ジ
ャ
ワ
社
会
が
、
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
物
語
を
十
分
に
咀
嚼
し

て
、
ジ
ャ
ワ
文
化
の
血
肉
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
を
単
純
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
叙
事
詩
の

ジ
ャ
ワ
版
と
す
る
見
方
は
、
こ
の
作
品
を
大
き
く
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ワ
社
会
は
イ
ス
ラ
ー
ム
が
卓

越
す
る
社
会
で
あ
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
社
会
に
お
け
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
に
由
来
す
る
物
語
で
は
あ
っ
て
も
、
宗
教
と
し
て
信
奉
す
る

対
象
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
作
品
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
ジ
ャ
ワ
人
が
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
に
由
来
す
る
叙
事
詩
を
も
と
に
舞
踊
や
芸
能
を
演
じ
る
こ
と

は
、
正
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
問
題
と
な
り
う
る
と
こ

ろ
だ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
ジ
ャ
ワ
人
が
多
数
派
を
占
め
る
た

め
に
、
こ
れ
ま
で
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
製
作
に
あ
た
っ
て
は
、

思
い
が
け
な
い
方
面
か
ら
批
判
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
映
画
の
内
容
が

非
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
で
は
な
い
か
と
い
う
バ
リ
の
一
部
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
か
ら
の
指
摘
で
あ
っ
た
。

　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
が
編
集
段
階
に
入
っ
て
い
た
二
〇
〇
五
年
十
二

月
に
、
バ
リ
に
拠
点
を
お
く
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
団
体
で
あ
る
世
界
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
青
年
組
織
（W

orld H
indu Youth O

rganization

）
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
聖
典
で
あ
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
現
れ
る
神
々
の
化
身
を
映
画
の
登

場
人
物
に
す
る
こ
と
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ
の
冒
涜
で
あ
る
と
し
て
、
映
画

の
内
容
を
変
更
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
る
18
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対

し
て
は
、
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
は
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
は
ワ
ヤ
ン
の

演
目
と
し
て
ジ
ャ
ワ
で
有
名
な
「
シ
ン
ト
・
オ
ボ
ン
」
に
取
材
し
て
い
る

が
、
作
品
の
中
に
は
ワ
ヤ
ン
・
オ
ラ
ン
で
ロ
モ
や
シ
ン
ト
の
役
を
演
じ
た

元
舞
踊
家
が
出
て
く
る
だ
け
で
、
ラ
ー
マ
や
シ
ー
タ
ー
本
人
が
出
て
く
る

も
の
で
は
な
い
と
、
正
面
切
っ
た
反
論
を
お
こ
な
っ
た
（Suara M

erdeka 
C

ybernew
s 2005

）。
さ
ら
に
、
バ
リ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
社
会
に
お
い
て
主

導
的
な
立
場
に
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
評
議
会
（Parisada 

H
indu D

harm
a Indonesia

）
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
バ
リ
人
が
『
オ
ペ

ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
製
作
を
支
持
す
る
声
明
を
出
し
た
た
め
、
そ
の
後
、
映

画
は
支
障
な
く
完
成
に
い
た
っ
た
（G

ede Suardana 2005, Parisada H
indu 

D
harm

a Indonesia 2005

）。

　

こ
の
事
件
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
ジ
ャ
ワ
人
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
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に
由
来
す
る
要
素
を
自
ら
の
文
化
と
し
て
取
り
扱
っ
て
き
た
こ
と
に
対

し
て
、
一
部
の
バ
リ
人
で
は
あ
る
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
立
場
か
ら
批
判

が
な
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
多
文
化
社
会
の
あ
り
方
を

考
え
る
う
え
で
の
新
し
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上

に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
声
明
の
な
か
で
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
評
議
会
が
「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

遺
産
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
く
に
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
発
達
に
は
、
土

着
の
影
響
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
以
外
の
信
仰
の
影
響
に
よ
る
独
自
の
伝
統

を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
伝
統
は
人
々
の
生
活
の
な
か
で
生
き
て

お
り
、
今
も
発
達
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ワ
社

会
は
イ
ス
ラ
ー
ム
が
伝
来
し
て
か
ら
も
、
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
ド
由
来
の
伝

統
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
ジ
ャ
ワ
の
文
化
と
し
て
保
持
し
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
宗
教
実
践
の
正
当
性
は
こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場
か
ら

問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
立
場
か
ら
問
わ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
製
作
と
公
開
は
、
図

ら
ず
も
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
の
契
機
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
結
果
的

に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
ジ
ャ
ワ
人
か
ら
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
バ
リ
人

か
ら
も
、
ジ
ャ
ワ
文
化
に
お
け
る
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
伝
統
の
正
当
性
が

確
認
さ
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
も
興
味
深
い
。

　

お
お
よ
そ
五
世
紀
以
降
、
東
南
ア
ジ
ア
は
「
イ
ン
ド
化
」
と
呼
ば
れ

る
経
験
を
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
が
「
イ
ン
ド
」
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
の
東
南
ア
ジ
ア
と
は
異
な
る
東
南
ア

ジ
ア
に
変
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は
大
き
な
社
会
変
容
で
あ
っ
た
（
青
山 

2007

）。
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
受
容
と
変
容
は
そ
の
具
体

的
な
例
の
一
つ
で
あ
り
、ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
の
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
は
、

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
伝
統
が
現
在
も
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
む

ろ
ん
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
が
可
能
性
と
し
て
あ
り
、

『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
も
ま
た
新
た
な
素
材
と
視
点
に
よ
っ
て
語
り
直
さ

れ
た
一
つ
の
語
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
は
多
様
な

読
み
の
可
能
性
を
も
つ
作
品
で
あ
り
、
こ
の
論
考
も
そ
れ
を
め
ぐ
る
一
つ

の
語
り
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
宇
宙
を
構
成
す
る
無

数
の
星
の
な
か
の
ひ
と
つ
を
と
り
あ
げ
、
し
か
も
そ
の
星
の
輝
き
の
一
側

面
だ
け
を
取
り
上
げ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
星
が
夜
空

の
な
か
で
ひ
と
き
わ
明
る
い
星
で
あ
る
こ
と
は
確
信
を
も
っ
て
断
言
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
註

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
東
京
外
国
語
大
学
特
任
外
国
語
教
員
で
ジ
ャ
ワ
人
で
あ

る
ス
ハ
ン
ダ
ノ
准
教
授
の
コ
メ
ン
ト
、
お
よ
び
教
室
で
い
っ
し
ょ
に
映
画
を
鑑
賞
し
た

学
生
諸
君
の
コ
メ
ン
ト
と
質
問
に
示
唆
を
受
け
ま
し
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま

す
。

1　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
英
語
字
幕
付
き
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
（
時
間
一
一
六
分
）
はFirst 

R
un Features

（http://firstrunfeatures.com
/

）
社
か
ら
販
売
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の

記
述
は
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
に
基
づ
い
て
い
る
。

2　

ア
ジ
ア
の
舞
台
芸
術
に
関
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トA

nm
aro

（http://w
w

w.anm
aro.

com
/

）
に
よ
る
と
、『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
の
舞
台
版
が
二
〇
一
〇
年
九
月
初
演
の
予

定
で
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
に
よ
っ
て
準
備
中
で
あ
る
。

3　

ジ
ャ
ワ
人
に
と
っ
て
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
以
上
に
親
し
ま
れ
て
い
る
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ

は
、
よ
り
複
雑
な
プ
ロ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
る
。

4　

ス
ケ
シ
は
ジ
ャ
ワ
語
の
名
前
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
カ
イ
カ
シ
ー
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（K
aikasī

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

5　

配
役
で
は
レ
ポ
ー
タ
ー
（Pew

arta

）
と
さ
れ
て
い
る
。

6　

配
役
に
は
ス
ン
バ
の
ド
ゥ
ク
ン
と
あ
り
、
言
語
は
ス
ン
バ
語
と
思
わ
れ
る
。

7　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
で
は
、
物
語
の
一
部
で
整
合
性
が
乱
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。「
蝋
燭
の
夜
」
の
場
面
の
あ
と
、
帰
宅
し
た
ス
テ
ィ
ヨ
が
シ
テ
ィ
の
不
在

に
気
づ
き
（「
蝋
燭
の
夜
」
の
外
出
が
現
実
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
）、
ア
ノ
ム

に
探
索
を
指
示
し
た
こ
と
か
ら
、
民
衆
に
よ
る
警
察
署
の
焼
き
討
ち
と
警
察
に
よ
る

報
復
事
件
に
つ
な
が
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
面
で
は
シ
テ
ィ
は
自
宅
に
も
ど
っ
て

い
る
。

8　

た
だ
し
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
が
計
略
に
用
い
た
金
色
の
子
鹿
は
、
森
の
生
活
の
単
調
さ

に
飽
き
た
シ
ー
タ
ー
の
心
を
慰
め
る
も
の
で
あ
っ
た
点
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。

9　

ジ
ャ
ワ
の
近
世
的
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
お
い
て
も
、
ス
ケ
シ
は
、
禁
断
の
真
理
を
知

ろ
う
と
し
た
代
償
に
不
義
を
犯
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
を
生
む
と
い
う

負
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

10　

こ
れ
は
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
シ
ー
タ
ー
と
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
シ
ー
タ
ー
は
幼

児
の
と
き
に
畑
の
畝
で
拾
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
畑
の
畝
」

を
意
味
す
る
シ
ー
タ
ー
と
名
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
第
七
編
で
大
地
の
女
神
に
抱

か
れ
て
地
下
世
界
に
消
え
去
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
出
自
が
大
地
に
由
来
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
大
地
自
身
も
女
神
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

11　

報
道
が
村
の
中
の
衝
突
を
伝
え
ず
に
、
ス
テ
ィ
ヨ
に
よ
る
殺
人
事
件
の
み
を
伝
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
衆
を
動
員
し
た
戦
闘
の
場
面
は
ス
テ
ィ
ヨ
の
心
象
で
あ
っ
た

と
解
釈
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。

12　

Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
は
、
こ
の
場
面
に
「
終
幕
」（Final A

ct

）
と
い
う
チ
ャ
プ
タ
ー
見
出
し

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

13　

ニ
ャ
イ
・
ロ
ロ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
名
前
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

映
画
の
王
宮
の
場
面
で
踊
ら
れ
る
女
性
の
集
団
舞
踊
は
ブ
ド
ヨ
と
呼
ば
れ
、
ニ
ャ
イ
・

ロ
ロ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
マ
タ
ラ
ム
王
家
と
の
交
流
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
（
青
山 

2005: 47-50

）。

14　
『
オ
ペ
ラ
・
ジ
ャ
ワ
』
で
は
、
一
般
の
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
は
見
ら
れ
な
い
悲
劇
性
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
ジ
ャ
ワ
人
が
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
以
上

に
愛
好
す
る
も
う
一
つ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
由
来
の
叙
事
詩
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
が
も
つ

悲
劇
的
な
基
調
が
影
響
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

15　

ス
ハ
ル
ト
独
裁
体
制
が
終
焉
に
向
か
っ
た
一
九
九
八
年
以
降
を
と
っ
て
も
、
同
年

五
月
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
暴
動
、
東
部
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
宗
教
間
抗
争
、
東
テ
ィ
モ
ー

ル
や
ア
チ
ェ
で
の
国
軍
の
人
権
侵
害
、
バ
リ
島
を
初
め
と
す
る
一
連
の
爆
弾
テ
ロ
事

件
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

16　

ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
石
坂（1999

）

と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
参
照
。
経
歴
の
初
期
か
ら
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品
に
取
り

組
ん
で
い
た
ガ
リ
ン
・
ヌ
グ
ロ
ホ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
多
文
化
性
、
環
境
の
保
全
、

貧
困
の
問
題
な
ど
に
深
く
関
心
を
よ
せ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

17　

こ
の
文
脈
で
の
監
督
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の

は
、
ル
デ
ィ
ロ
の
館
が
炎
上
す
る
場
面
の
前
景
に
、
河
原
に
堆
積
し
た
ゴ
ミ
が
写
し

出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

18　

W
orld H

indu Youth O
rganization

は
二
〇
〇
四
年
十
一
月
に
元
ポ
ッ
プ
歌
手
の
ア

リ
ヤ
・
ウ
ェ
ダ
カ
ル
ナ
（A

rya W
edakarna

）
が
中
心
に
な
っ
て
バ
リ
で
創
設
さ
れ

た
急
進
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
組
織
で
あ
る
（The Tim

es of India 2004

）。
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Ⅰ
．“L

e Tom
beau d’E

dgar Poe”

　

エ
ド
ガ
ー
・
Ａ
・
ポ
ー
は
謎
の
多
い
作
家
で
あ
り
、
い
ま
だ
死
因
す
ら

正
確
に
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
る
。
妻
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
母
で
、
ポ
ー
の

身
を
案
じ
て
い
た
叔
母M

aria C
lem

す
ら
葬
儀
に
参
列
す
る
こ
と
が
ま

ま
な
ら
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
の
病
院
に
お
い
て
客
死
し

た
。
周
知
の
よ
う
に
、
ポ
ー
は
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
「
呪
わ
れ
た
」
詩

人
・
作
家
と
さ
れ
、
様
々
な
神
話
化
の
素
材
と
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、

ポ
ー
の
作
品
や
生
涯
を
歴
史
的
に
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
に
阻
ま
れ
る
。
ポ
ー
の
名
前
が
も
つ
、
あ
る
種
の
親
し
み
に
く
さ

に
は
、
お
そ
ら
く
様
々
に
入
り
組
ん
だ
原
因
が
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
よ
く

知
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
ポ
ー
が
生
前
原
稿
や
書
簡
の
管
理
を
依
頼
し
、

ポ
ー
の
最
初
の
伝
記
を
書
く
こ
と
に
な
っ
たR

ufus G
risw

old
な
る
人
物

が
、
お
そ
ら
く
ポ
ー
を
嫉
妬
す
る
あ
ま
り
書
簡
な
ど
に
悪
意
の
改
竄
を
加

え
て
発
表
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
悪
意
あ
る
憶
測
は
、

生
前
の
ポ
ー
が
批
評
家
と
し
て
、
と
き
に
は
い
い
が
か
り
と
し
か
思
え
な

い
ほ
ど
の
あ
ま
り
に
も
辛
辣
な
批
評
を
ラ
イ
バ
ル
た
ち
に
加
え
た
こ
と

に
も
起
因
す
る
ら
し
い
１
。
現
在
で
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ナ
ボ
コ
フ
に
よ

る
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
作
品Lolita

が
、
ポ
ー
と
妻
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
の
関
係
を
近
親
相
姦
的
な
幼
児
性
愛
と

解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
か
ね
な
い
足
が
か
り
を
あ
た
え
て
い
る
な

ど
、
あ
る
意
味
で
極
端
な
ポ
ー
の
人
物
像
の
解
釈
が
必
然
的
に
な
っ
て
も

い
る
。
ポ
ー
の
専
門
家
で
も
な
け
れ
ば
、
ポ
ー
が
実
際
ど
の
よ
う
な
人
物

で
あ
り
、
残
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
い
か
な
る
解
釈
を
可
能
に
す
る
の
か
に

つ
い
て
明
確
に
知
る
由
も
な
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
文
学
の
読
者
・
研
究

者
と
し
て
そ
れ
な
り
に
長
く
ポ
ー
の
作
品
を
読
ん
で
き
た
筆
者
の
よ
う

な
も
の
で
も
、
も
しA

rthur H
obson Q

uinn

に
よ
る
名
著Edgar Allan: 

A C
ritical Biography

が
提
示
す
るG

risw
old

に
よ
る
改
竄
行
為
の
過
程

の
描
写
と
改
竄
前
後
の
書
簡
の
対
照
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
を
飲
酒
と
賭

博
が
原
因
で
退
学
し
た
経
緯
や
結
婚
生
活
の
失
態
な
ど
、
ゴ
シ
ッ
プ
に
ま

み
れ
た
ポ
ー
の
生
涯
の
細
部
に
つ
い
て
のQ

uinn

に
よ
る
名
探
偵
さ
な
が

ら
の
調
査
と
例
証
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
ポ
ー
と
い
う
作
家
像
を
幾
重

に
も
と
り
ま
く
神
話
的
な
異
常
性
を
真
実
と
取
り
違
え
る
ほ
か
な
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
現
代
作
家
ポ
ー
ル
・
オ
ー
ス
タ
ー
が
、
メ
ル
ヴ
ィ

ル
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
な
ど
他
の
ア
メ
リ
カ
一
九
世
紀
作
家
と
な
ら
ん
で
ポ
ー

の
テ
ク
ス
ト
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

Q
uinn

に
よ
る
伝
記
は
、
オ
ー
ス
タ
ー
が
初
期
のN

ew
 York Trilogy

で

主
人
公
の
探
偵
像
をA

rthur H
obson Q

uinn

と
名
づ
け
て
い
る
こ
と
に

も
納
得
が
ゆ
く
ほ
ど
執
拗
に
、
根
拠
の
な
い
神
話
か
ら
ポ
ー
の
歴
史
的

生
涯
を
引
き
離
そ
う
と
試
み
、
高
い
程
度
に
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
２
。

エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
２
０
０
年
と
そ
の
可
能
性

　
　
─
ゴ
シ
ッ
ク
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
、
不
在
と
反
復
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
雄
二
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ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
在
学
時
の
ポ
ー
の
出
納
帳
や
成
績
票
を
調
べ
る
な

ど
、
徹
底
し
た
資
料
調
査
に
よ
っ
て
豊
か
な
成
果
が
得
ら
れ
た
伝
記
的
研

究
の
顕
著
な
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、Q

uinn

に
よ
る
伝
記
や
、
そ
れ
に
続
く
よ
り
新
し
い
ポ
ー
の

伝
記
を
参
照
す
る
な
ど
し
、
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
新
た
な
事
実
を
知
る
な
ど
し
た
と
こ
ろ
で
、
ポ
ー
と
い
う
作

家
に
ま
つ
わ
る
謎
が
す
べ
て
解
消
し
、
よ
く
知
ら
れ
た
肖
像
写
真
に
映
し

出
さ
れ
た
額
の
広
い
男
の
写
真
と
、「
黒
猫
」「
ラ
イ
ジ
ー
ア
」『
ユ
リ
イ

カ
』
な
ど
の
作
者
と
が
ま
っ
た
く
の
一
致
を
見
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
あ
り

得
な
い
だ
ろ
う
。
生
き
た
時
代
そ
の
も
の
が
遠
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

短
編
小
説
な
ど
の
形
式
に
よ
る
文
芸
創
作
が
高
級
芸
術
と
し
て
認
知
さ

れ
る
以
前
の
時
代
に
生
き
た
作
家
ポ
ー
は
、
妻
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
死
の
床

に
伏
し
て
い
る
際
に
す
ら
布
団
を
買
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
、
わ

ず
か
の
収
入
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
ポ
ー

の
コ
ー
ト
を
布
団
が
わ
り
に
し
て
い
る
の
を
発
見
し
た
救
貧
団
体
の
メ

ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
ポ
ー
一
家
の
苦
境
が
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
ら
し
い
。

　

ポ
ー
の
影
響
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
の
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ン
・
マ
ラ

ル
メ
は
、「
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
の
墓
」
と
い
う
、
ポ
ー
の
死
と
テ
ク
ス
ト

を
題
材
と
し
た
詩
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
マ
ラ
ル
メ
が
指
摘
し
て

い
る
の
も
ま
た
、
肉
体
的
、
身
体
的
な
死
と
一
致
し
て
意
味
的
な
完
結
性

を
も
つ
こ
と
が
な
く
、「
未
来
に
向
か
っ
て
」
開
か
れ
た
ポ
ー
独
特
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
か
た
だ
っ
た
。
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
、
生

誕
二
〇
〇
周
年
を
記
念
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
詩
の
引
用
を
お
許
し
い
た

だ
き
た
い
。

Le Tom
beau d’Edgar Poe

Tel qu’en Lui-m
èm

e enfin l’éternité le change, / Le Poëte suscite 
avec un glaive nu / Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu / Q

ue 
la m

ort triom
phait dans cette voix étrange !  / Eux, com

m
e un vil 

sursaut d’hydre oyant jadis l’ange / D
onner un sens plus pur aux 

m
ots	de	la	tribu	/	Proclam

èrent	très	haut	le	sortilège	bu	/	D
ans	le	flot	

sans honneur de quelque noir m
élange. / D

u sol et de la nue hostiles, 
ô grief !  / Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief / D

ont la tom
be 

de Poe éblouissante s’orne / C
alm

e bloc ici-bas chu d’un désastre 
obscur / Q

ue ce granit du m
oins m

ontre à jam
ais sa borne / A

ux noirs 
vols du B

lasphèm
e épars dans le futur.

（
つ
い
に
永
遠
が
彼
自
身
の
姿
と
な
っ
て
現
れ
た
か
の
よ
う
に
／
詩
人
が

諸
刃
の
剣
を
振
り
か
ざ
し
て
起
き
上
が
る
と
／
同
時
代
人
た
ち
は
改
め
て

思
い
知
ら
さ
れ
る
の
だ
／
こ
の
奇
怪
な
声
の
中
に
勝
ち
誇
っ
て
い
る
死
の

こ
と
を
／
怪
物
ヒ
ド
ラ
が
痙
攣
し
つ
つ
天
使
の
声
を
聞
い
た
よ
う
に
／

人
々
は
詩
人
の
言
葉
に
純
粋
な
意
味
を
認
め
は
し
た
が
／
そ
れ
は
ど
ろ
ど

ろ
と
し
た
黒
い
水
溜
り
か
ら
汲
み
取
ら
れ
た
／
魔
法
の
言
葉
だ
と
声
高
に

叫
ぶ
の
だ
っ
た
／
泥
だ　

敵
意
に
満
ち
た
雲
だ
と　

お
お
悲
哀
よ
！　

／

我
々
の
想
像
力
が
ま
ぶ
し
い
ポ
ー
の
墓
を
／
レ
リ
ー
フ
で
飾
る
こ
と
も
出

来
な
い
の
な
ら
／
陰
惨
の
闇
か
ら
落
ち
て
き
た
こ
の
静
か
な
石
の
塊
／
少

な
く
と
も
そ
の
石
に
永
遠
の
霊
域
を
刻
み
込
み
／
未
来
に
向
か
っ
て
振
り

ま
か
れ
た
冒
涜
の
徴
を
語
ら
し
め
よ
／　

壷
齋
散
人
訳
に
よ
る
）

　

ポ
ー
の
詩
と
死
を
歌
う
こ
の
作
品
は
、
た
ん
に
同
時
代
人
た
ち
の
無
知

を
嘆
く
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
よ
り
も
、「
永
遠
」
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
、「
未
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来
に
向
か
っ
て
」
開
か
れ
た
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
を
、
肉
体
的
な

死
と
の
対
照
に
お
い
て
歌
お
う
と
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。
後
述
す
る
よ
う
に
ポ
ー
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け

て
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
も
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に

も
な
っ
た
。
ポ
ー
は
そ
の
肉
体
や
「
声
」
と
一
致
す
る
言
語
を
発
し
た
ひ

と
つ
の
具
体
的
な
身
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
う
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ
ら

か
ら
解
き
放
た
れ
、
む
し
ろ
言
語
そ
の
も
の
の
開
か
れ
た
解
釈
の
可
能
性

に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
作
家
像
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
べ
き
ひ
と
つ
の

変
質
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ

ン
・
ポ
ー
」
は
謎
の
作
家
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し

た
作
家
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
へ
と
開
か
れ
、
新

た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
現
代
に
い
た
る

ま
で
強
い
影
響
力
を
も
つ
「
作
家
」
像
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
起
源
と
し

て
、
き
わ
め
て
特
殊
な
あ
り
か
た
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

Ⅱ
．
現
代
ア
メ
リ
カ
批
評
、
ア
メ
リ
カ
文
学
と
ポ
ー

　　

こ
の
詩
を
引
用
し
た
の
は
ほ
か
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る

一
九
世
紀
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
シ
ャ
ロ
ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
（Sharon 

C
am

eron

）
が
、
同
じ
作
品
を
引
用
し
つ
つ
ポ
ー
の
作
家
と
し
て
の
あ
り

か
た
に
注
意
を
向
け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
に
も
エ
ミ
リ
・

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
な
ど
の
一
九
世
紀
ア
メ
リ

カ
作
家
・
詩
人
た
ち
を
、
き
わ
め
て
現
代
的
か
つ
鋭
利
に
論
じ
て
き
た

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
近
刊Im

personality: Seven Essays (C
hicago: U

niv. of 
C

hicago Press, 2007)

に
お
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ン
プ
ソ
ン
や
ラ
ル

フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ

リ
オ
ッ
ト
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
な
ど
を
論
じ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ

ト
のFour Q

uartets

に
か
ん
す
る
章
で
は
、
上
記
マ
ラ
ル
メ
の
詩
へ
の

エ
リ
オ
ッ
ト
の
言
及
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
注
目
す
る
の

も
ま
た
、
マ
ラ
ル
メ
と
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
作
品
に
一
貫
す
る
ポ
ー

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
奇
妙
さ
（“bizarre”

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
所
与
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
遅
延
さ
れ
た
何

か
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
」（“it supposes identity to be som

ething 
deferred rather than som

ething given”

）
奇
妙
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
も
と

づ
い
て
い
る
３
。

　

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
初
期
の
秀
作
評
論Lyric Tim

e: D
ickinson and the 

Lim
its of G

enre

（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
す
で
に
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

に
触
れ
、「
差
延
」（différance

）
を
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
を
特
徴
づ
け
る

も
の
と
し
て
紹
介
し
、The C

orporeal Self: Allegories of the Body in 
M

elville and H
aw

thorne （
一
九
八
一
）
で
は
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
や
メ
ル
ヴ
ィ

ル
な
ど
を
本
格
的
に
議
論
し
た
論
者
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
ア
メ

リ
カ
文
学
研
究
に
お
け
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
批
評
の
最
も
鋭
利
な
初
期

の
実
践
者
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
上
記
の
よ
う
に
謎
を
残
す
作
家
と
し
て

ポ
ー
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
が
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
は
や
は
り
マ
イ
ナ
ー
な
位
置
づ
け
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
エ

ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
も
の
な
ど
と
同
じ
く
、
声
や
言
語
と
自
然
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
身
体
と
の
一
致
が
、
作
者
や
詩
人
が
そ
れ
と
し
て
成

立
す
る
前
提
で
あ
る
と
考
え
た
主
流
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
包
含
さ

れ
る
詩
人
・
作
家
で
は
な
く
、
声
、
言
語
、
身
体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

そ
の
も
の
に
他
者
性
を
認
め
、
そ
れ
と
の
一
致
を
求
め
つ
つ
も
必
然
的
に

そ
れ
に
失
敗
す
る
文
学
の
あ
り
か
た
を
強
く
認
識
す
る
、
い
わ
ば
傍
系
の
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ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
実
践
し
た
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
４
。

　

後
の
作
家
た
ち
に
も
見
ら
れ
る
そ
う
し
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
そ
く
し
て
そ
う

す
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
的
な“différance”

を
言
語
と
し
て
具
現
化
し
た

文
学
の
形
式
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で

ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
、
当
然
な
が
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派

の
詩
人
た
ち
の
詩
学
に
し
た
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
・
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
に
も
と
づ
い
た
現
代
批
評
に
も
し
た
し
い
は
ず
で
あ

る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
よ
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
一
節
は
、

ゴ
シ
ッ
ク
的
な
詩
人
で
あ
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
だ
け
で
な
く
、
ポ
ー
の
奇
妙

さ
、
計
り
が
た
さ
と
恐
怖
を
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
合
一
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
概
念
と
の
関
係
に
お
い
て
説
明
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

“D
iffé rence” seem

s intolerable, as loss is intolerable, and identity 
therefore craves not m

erely to prove itself in oblique connection to 
its past and future or to otherness, but to be that past and future, to 
becom

e the otherness. W
here union is im

possible, identity resists the 
discovery of otherness as if otherness w

ere a contagion or a death. 
D

errida w
rites: “Everyw

here, the dom
inance of beings is solicited by 

difference—
in the sense that sollicitare m

eans, in old Latin, to shake 
all over, to m

ake the w
hole trem

ble.”

５

（「
差
延
」
は
、
喪
失
が
堪
え
が
た
い
の
と
同
じ
く
、
堪
え
が
た
く
思
わ
れ

る
も
の
だ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
そ
の
過

去
と
未
来
、
あ
る
い
は
他
者
性
に
あ
い
ま
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
を
渇
望
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
過
去
と
未
来
に
な
る

こ
と
、
そ
の
他
者
性
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
渇
望
す
る
。
合
一
が
不
可

能
な
場
合
に
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
あ
た
か
も
他
者
性
が
伝
染
病

や
死
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
他
者
性
を
発
見
す
る
こ
と
を
拒
む
。
デ
リ
ダ

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
諸
存

在
の
優
越
的
支
配
は
差
異
に
よ
っ
て
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る

│
オ
ー
ル

ド
・
ラ
テ
ン
に
お
い
て
「
お
び
や
か
す
」
を
意
味
す
る“sollicitare”

が
、

す
べ
て
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
全
体
を
震
え
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

と
同
じ
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。　

筆
者
訳
）

　

こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
差
延
」
さ
れ
た
感
覚
は
、

ポ
ー
や
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
に
特
有
の
あ
る
種
の
恐
怖
や
憂
慮
の

感
覚
を
よ
び
お
こ
す
。
前
掲
の
マ
ラ
ル
メ
に
よ
る
詩
に
も
、
エ
リ
オ
ッ

ト
に
よ
る
同
じ
詩
へ
の
言
及
に
も
、
ポ
ー
と
い
う
作
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
か
か
わ
る
同
様
の
憂
慮
と
、
お
そ
ら
く
恐
怖
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
マ
ラ
ル
メ
や
エ
リ
オ
ッ
ト
以
外
の
、
ポ
ー
に

続
く
作
家
や
詩
人
た
ち
の
憂
慮
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
古
典
的
な
作
家

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ラ
ル
メ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
死
後
に
も

そ
う
し
た
憂
慮
を
あ
る
種
の
余
剰
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
ポ
ー
の

他
者
性
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
不
気
味
な
も

の
と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
の
だ
。

Ⅲ
．
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
影
響

　　

Pauline B
urton

ら
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
ポ
ー
の
後
の
作
家

た
ち
へ
の
強
い
影
響
力
は
、
ポ
ー
の
文
学
的
力
量
を
否
定
す
る
作
家
た

ち
に
よ
っ
て
す
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
６
。
ポ
ー
は
生
前
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
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のTw
ice-told Tales

に
つ
い
て
現
在
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
書
評
を
書
き
、

共
通
点
も
多
い
同
世
代
の
ホ
ー
ソ
ー
ン
と
の
文
書
上
の
交
流
が
あ
っ
た
。

メ
ル
ヴ
ィ
ル
のM

oby-D
ick, “B

enito C
ereno,” 

と
く
にPierre; or the 

Am
biguities

な
ど
に
は
、
ポ
ー
の
影
響
の
痕
跡
が
消
し
が
た
く
顕
著
で
あ

る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、The Turn of the Screw

な
ど
の
中

期
の
幽
霊
譚
に
ポ
ー
の
痕
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い

し
、
同
時
代
の
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
のThe Tragedy of Pudd’n H
ead 

W
ilson

やThe Adventures of Tom
 Saw

yer, Adventures of H
uckleberry 

Finn

な
ど
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
パ
タ
ン
を
反
復
し
た
諸
作

品
は
、
ポ
ー
か
ら
の
影
響
を
抜
き
に
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
二
〇
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
あ
る
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ

オ
ッ
ト
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
、
直
接
的
に
影
響
の
起
源

で
あ
る
と
名
指
し
て
い
る
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
を
強
く
意
識
し
て
創

作
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
深
い
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
のAbsalom

, 
Absalom

! 

結
末
で
、
ク
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ
ン
プ
ソ
ン
と
シ
ュ
リ
ー
ヴ
・

マ
ッ
キ
ャ
ノ
ン
が
、
南
北
戦
争
当
時
に
生
き
た
ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ト
ペ
ン
、 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ン
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
サ
ト
ペ
ン
の
三
角
関
係
を
語
る

場
面
は
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
のPierre

が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
ポ
ー
の

“The Fall of the H
ouse of U

sher”

の
あ
る
種
の
反
復
に
ほ
か
な
ら
な
い

し
、
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
い
て
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ダ
ブ
リ

ン
グ
の
構
造
と
し
て
示
し
て
い
るLight in August

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、

ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
ポ
ー
の“Ligeia,” “The M

urder in the R
ue 

M
orgue,” “The B

lack C
at”

な
ど
に
お
け
る
人
種
の
定
義
と
、
ア
メ
リ

カ
社
会
で
の
そ
の
意
義
に
関
す
る
理
解
を
反
復
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
７
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ
ン
、 

ド
ン
・
デ
リ
ー
ロ
、

ド
ナ
ル
ド
・
バ
ー
セ
ル
ミ
な
ど
の
作
家
た
ち
や
、
先
述
の
ポ
ー
ル
・
オ
ー

ス
タ
ー
の
諸
作
品
な
ど
に
お
い
て
も
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
影
響
と
反
復

が
持
続
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ラ
ル
メ
に
よ
る
ポ
ー
の
受
容

と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ポ
ー
の
影
響
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も

ポ
ー
は
い
ま
だ
に
多
く
の
作
家
、
批
評
家
、
思
想
家
た
ち
の
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
未
来
に
開
か
れ
た
作
家
と
し
て

の
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
の
可
能
性
は
、
い
ま
だ
尽
く
さ
れ
た
と
は
い

え
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
を
代
表
と
す
る
主
流
の

純
文
学
作
家
・
詩
人
た
ち
は
、
小
説
や
詩
を
意
味
上
の
高
級
芸
術
（high 

art

）
と
し
て
定
義
づ
け
た
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
を
形

成
す
る
過
程
で
、
彼
ら
が
目
指
し
た
よ
う
な
高
級
芸
術
を
か
な
ら
ず
し
も

実
践
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ポ
ー
に
た
い
し
て
、
お
お
む
ね
否
定
的
な
見

解
を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
８
。
批
評
に
お
い
て
も
ポ
ー
は
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
は
マ
リ
ー
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
る
精
神
分
析
批
評
に

よ
っ
て
き
わ
め
て
顕
著
な
扱
い
を
受
け
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
時
代
に
は

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
、
バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ

ン
ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
論
集The Purloined Poe: Lacan, D

errida, 
and Psyhoanalytic Reading  （

一
九
八
七
）
の
出
版
な
ど
に
よ
っ
て
、
文

学
に
お
け
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
分
析
の
最
先
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

な
ど
し
た
。
し
か
し
、
マ
ラ
ル
メ
が
前
掲
の
詩
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
通

常
の
世
間
か
ら
の
批
判
も
あ
り
、
Ｆ
・
Ｏ
・
マ
シ
ー
セ
ン
がAm

erican 
Renaissance: Art and Expression in the Age of Em

erson and W
hitm

an

（
一
九
四
一
）
で
ポ
ー
を
議
論
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
ポ
ー
を
二
〇
世
紀
に

お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
の
正
典
形
成
の
過
程
か
ら
排
除
し
た
こ
と

は
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
９
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
人
種
を
基
盤
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と
し
た
そ
の
後
の“politically correct”

な
批
評
に
お
い
て
も
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
に
よ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
か
ら
排
除
さ
れ
る
な
ど
、
ポ
ー
は
批
評
史

の
な
か
で
も
肯
定
・
否
定
両
極
端
な
評
価
を
受
け
て
き
た
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
批
評
的
論
点
の
ひ
と
つ
に
、ジ
ョ
ン
・
カ
ー

ロ
ス
・
ロ
ー
（John C

arlos R
ow

e

）
な
ど
が
重
要
視
す
る
、
奴
隷
制
を
め

ぐ
る
ポ
ー
自
身
の
態
度
に
つ
い
て
の
長
い
議
論
な
ど
も
あ
る
。
ポ
ー
を

明
確
な
社
会
的
責
任
を
負
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
規
定
し
よ

う
と
す
る
き
わ
め
て
現
代
ア
メ
リ
カ
的
な
共
同
体
的
要
請
と
し
て
、
ポ
ー

「
自
身
」
が
奴
隷
制
度
を
肯
定
し
た
か
ど
う
か
、
極
端
な
奴
隷
制
支
持
論

者
の
態
度
を
表
明
す
る
無
記
名
の
書
評
の
筆
者
が
ポ
ー
自
身
だ
っ
た
の

か
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
が
議
論
の
対
象
に
も
な
っ
た
10
。

Ⅳ
．
ポ
ー
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
モ
リ
ソ
ン
と
黒
い
母
親

　　

と
は
い
え
、
上
述
の
よ
う
に
作
家
た
ち
は
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
た
え
ず

重
要
視
し
、
利
用
し
て
き
た
。
上
で
指
摘
し
た
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
や
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
に
よ
る
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
な
ど
に
つ
い
て
は
、
従
来
十
分

に
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
意
義
を
今
後
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
が
、
こ

れ
ら
の
作
家
た
ち
が
人
種
問
題
に
コ
メ
ン
ト
す
る
際
に
顕
著
に
観
察
さ

れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
上
で
注
目
し
た
他
者
性
が
た
ん
に
理

論
的
な
意
味
あ
い
を
も
つ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
種
に
か
か
わ
る
具
体
的
な

意
義
を
持
ち
得
る
こ
と
に
と
り
あ
え
ず
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。

　

た
と
え
ば
メ
ル
ヴ
ィ
ル
で
あ
る
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
通
常
は
黒
い
マ
ッ

コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
ア
ル
ビ
ノ
と
し
て
の
白
い
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
を
エ
イ
ハ

ブ
の
宿
敵
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
色
の
白
さ
と
黒
さ
が
持
つ
人
種
的
意

味
合
い
を
利
用
し
た
。
近
代
に
お
け
る
科
学
主
義
的
理
解
の
方
法
論
や
分

類
学
の
あ
り
か
た
が
強
く
前
景
化
さ
れ
て
い
る
『
白
鯨
』
に
お
い
て
そ
の

遺
伝
学
的
な
意
義
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
イ
ハ
ブ
が
モ
ウ

ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
の
身
体
に
銛
を
打
ち
込
む
結
末
の
一
場
面
は
、
エ
イ
ハ

ブ
と
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
と
の
性
的
な
結
合
の
隠
喩
と
な
っ
て
も
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
「
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
」
と
よ
ば
れ
る
ク

ジ
ラ
が
黒
い
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
ア
ル
ビ
ノ
だ
と
す
れ
ば
、
隠
喩
的
な
意

味
あ
い
と
し
て
予
想
さ
れ
る
結
果
は
、
ポ
ー
の
「
黒
猫
」
の
、
白
い
毛
が

黒
い
毛
に
混
じ
っ
た
二
匹
目
の
猫
の
出
現
が
示
唆
す
る
の
と
同
様
の
、
人

間
と
ク
ジ
ラ
が
入
り
交
じ
り
、
白
さ
と
黒
さ
が
混
じ
り
合
っ
た
混
血
児
の

誕
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

偶
然
な
の
か
ど
う
か
、
異
な
っ
た
種
類
の
動
物
が
入
り
混
じ
っ
た
動
物

を
意
味
す
る“chim

aera”

と
い
う
言
葉
が
意
義
深
い
文
脈
で
ポ
ー
の
「
黒

猫
」
の
語
り
手
に
よ
っ
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。「
黒
猫
」

か
ら
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
と
、“the m

erest chim
aera it is possible to 

conceive” （italics

は
筆
者
）
と
な
っ
て
お
り
、“conceive”

と
い
う
語
が

持
つ
「
考
え
つ
く
」「（
キ
リ
ス
ト
を
マ
リ
ア
が
）
懐
妊
す
る
」
と
い
う
二

重
の
意
味
が
、
お
そ
ら
く
宗
教
的
な
意
味
あ
い
も
ふ
く
め
て
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
11
。「
黒
猫
」
は
、
と
き
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
肌
の
黒
さ
や
白
黒
雑
婚
と
混
血
の
可

能
性
、
奴
隷
反
乱
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
ど
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
を
も

つ
が
12
、
キ
リ
ス
ト
を
懐
妊
す
る
マ
リ
ア
と
い
う
宗
教
的
な
意
味
あ
い
を

考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
語
り
手
の
家
の
地
下
室
の
壁
の
内
部
に
隠
さ
れ

た
語
り
手
の
遺
体
と
生
き
埋
め
に
さ
れ
た
二
匹
目
の
黒
猫
が
警
察
官
た

ち
の
目
の
前
で
あ
ら
わ
に
な
り
、
あ
た
か
も
出
産
の
場
面
で
あ
る
か
の
よ
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う
に
黒
猫
が
叫
び
声
を
あ
げ
る
結
末
は
、
近
親
相
姦
に
よ
る
懐
妊
と
そ
れ

に
よ
っ
て
黒
い
混
血
児
と
し
て
生
ま
れ
た
黒
い
キ
リ
ス
ト
（black C

hrist

）

生
誕
を
意
味
す
る
恐
怖
の
一
場
面
と
し
て
読
ま
れ
う
る
か
も
し
れ
な

い
13
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
黒
猫
」
は
、M

oby-D
ick

の
結
末
や
、

白
人
の
義
弟
ヘ
ン
リ
ー
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
るC

harles Bon

（
強
調
筆
者
）

の
混
血
の
子
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
ジ
ム
・
ボ
ン
ド
の
叫
び
声
を
喚
起
し

つ
つ
結
末
す
るAbsalom

, Absalom
! 

や
、
あ
る
種
の
キ
リ
ス
ト
像
で
も

あ
る
ベ
ン
ジ
ー
の
叫
び
で
終
わ
る
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
初
期
のThe Sound 

and the Fury

の
先
駆
け
と
も
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
14
。

　
「
黒
猫
」
な
ど
に
お
け
る
不
気
味
な
も
の
と
し
て
の
「
黒
さ
」
は
か
な

ら
ず
し
も
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
家
な
ど
の
内
部
に
潜
ん
で
お
り
、
不
意

に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
上
記
の
よ
う
な
「
黒
猫
」

の
解
釈
は
、
混
血
や
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」（passing
）
と
い
っ
た
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
白
人
と
の
混
血
の
社
会
的
な
あ
ら
わ
れ
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
的
な
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
告
白

の
形
式
で
黒
い
記
号
を
書
き
記
し
、
い
わ
ば
産
み
出
し
て
い
る
語
り
手
あ

る
い
は
書
き
手
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
のLight in August
の
ジ
ョ
ー
・
ク

リ
ス
マ
ス
の
父
親
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
内
に
秘
め
た
黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
を
再
生
産
す
る
の
か
も

知
れ
ず
、
そ
れ
が
理
由
で
無
意
識
的
に
二
匹
目
の
黒
猫
と
妻
の
死
体
の
あ

り
か
を
警
察
官
た
ち
に
知
ら
せ
、
一
匹
目
の
猫
と
同
様
に
み
ず
か
ら
絞
首

刑
に
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る

15
。「
黒
猫
」

の
語
り
手
は
、
た
と
え
ば
、
み
ず
か
ら
ゲ
イ
ル
・
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
部
屋
へ

と
逃
げ
込
み
、
混
血
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
し
て
パ
ー
シ
ー
・

グ
リ
ム
に
処
刑
さ
れ
る
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
の
原

型
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

あ
る
い
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
疑
問
を
提
示
し
て
み
る
こ
と
も
有
意
義

か
も
知
れ
な
い
。「
黒
猫
」
末
尾
で
語
り
手
の
家
を
訪
れ
る
警
察
官
た
ち

は
、
何
を
探
し
に
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
の
妻
の
死
体
だ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
、
社
会
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
、
白
い
家
の
内

部
に
お
け
る
黒
さ
の
遺
伝
学
的
な
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
が
述
べ

る
よ
う
に
、“perverse”

な
性
向
は
禁
止
を
規
定
す
る
法
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
た“w

itches”

と
い
う
言

葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
女
性
を
魔
女
と
し
て
処
刑
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

う
る
社
会
に
お
い
て
は
、
女
性
を
殺
す
こ
と
で
は
な
く
、
女
性
の
管
理
を

怠
り
、
人
種
的
雑
婚
を
ま
ね
く
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
犯
罪
的
と
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
こ
と
を
、
ポ
ー
は
お
そ
ら
く
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
16
。

　

メ
ル
ヴ
ィ
ル
のM

oby-D
ick

で
、
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
追
撃
の
間
際

ま
で
エ
イ
ハ
ブ
の
船
室
に
潜
ん
で
い
た
黒
い
肌
を
も
つ
異
教
徒
の
銛
打

ち
の
な
か
で
、
そ
れ
自
体
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
と
も
思
え
る
名
前
を
あ
た
え
ら

れ
た
パ
ー
シ
ー
（Parsee

）
が
死
体
と
な
っ
て
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
の

身
体
に
結
合
さ
れ
、
エ
イ
ハ
ブ
を
黒
い
ま
な
ざ
し
で
見
返
す
さ
ま
は
、
ナ

ル
シ
ス
の
鏡
と
し
て
の
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
の
白
い
身
体
が
、
エ
イ
ハ

ブ
自
身
が
内
化
し
て
い
る
黒
さ
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と

も
考
え
ら
れ
る
17
。
そ
し
て
も
し
、『
白
鯨
』
に
お
け
る
銛
打
ち
の
行
為

が
性
的
な
隠
喩
で
あ
り
う
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
エ
イ
ハ
ブ
は
み
ず
か
ら
が

黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
内
化
し
た
身
体
と
し
て
、
や
は
り
白
い
肌
に

黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
隠
し
た
女
性
と
し
て
の
ク
ジ
ラ
と
交
わ
ろ

う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り『
白
鯨
』結
末
の
場
面
は
、「
黒

猫
」
の
語
り
手
夫
妻
と
同
じ
よ
う
に
、
エ
イ
ハ
ブ
と
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ

ク
の
両
方
が
黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
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る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
エ
イ
ハ
ブ
の
片
足
の
欠
損
を
性
的
な

隠
喩
と
し
て
、
た
と
え
ば
女
性
器
に
よ
っ
て
絶
対
性
を
損
壊
さ
れ
た
男
根

な
ど
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
エ
イ
ハ
ブ
が
白
人
男
性
と
し
て

の
自
ら
の
身
体
の
十
全
性
を
損
な
っ
た
宿
敵
と
し
て
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ

ク
を
追
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
エ
イ
ハ
ブ
が
追
跡
す
る
対
象
は
、
じ
つ
は
黒

い
子
供
を
出
産
す
る
か
も
し
れ
な
い
黒
い
母
親
像
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
、「
黒
猫
」
結
末
で
、“w

om
b”

を
対
比
的
に
連
想
さ
せ
る“tom

b”

と
し
て
の
壁
の
穴
か
ら
、“sobbing like that of a child”

と
と
も
に
生
ま

れ
で
て
く
る
混
血
の
キ
リ
ス
ト
像
と
し
て
の
猫
の
母
の

│
つ
ま
り
語

り
手
の
妻
の

│
お
そ
ら
く
は
腐
敗
し
黒
ず
ん
だ
身
体
と
連
接
す
る
イ

メ
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
18
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
黒
猫
」
と
『
白
鯨
』

だ
け
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
戯
れ
に

よ
っ
て
、
可
能
性
と
し
て
の
新
た
な
解
釈
の
あ
り
か
た
が
見
え
隠
れ
し
て

く
る
。

Ⅴ
．
ポ
ー
に
お
け
る
人
種
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ア

　　

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
に

お
け
る
ポ
ー
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
、
お
そ
ら
く
一
九
九
〇

年
代
以
降
の
ポ
ー
研
究
の
再
興
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ト

ニ
・
モ
リ
ソ
ン
が
、Playing in the D

ark: W
hiteness and the Literary 

Im
agination （

一
九
九
一
）
の
序
文
で
、
こ
こ
で
の
議
論
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
奇
妙
に
符
号
す
る
か
た
ち
で
、
黒
い
母
親
殺
し
に
注
目
し
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
モ
リ
ソ
ン
が
と
り
あ
げ
る
の
は
、
白
人
男
性
で
は
な
く
白
人

女
性
の
、
思
春
期
に
お
け
る
性
的
覚
醒
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
の

失
敗
に
人
種
的
要
因
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
人
作
家
マ
リ
ー
・
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
病
の
記
録
で
あ
る
が
、
カ
ル
デ
ィ

ナ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
枠
組
み
が
撹
乱
さ
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
、

み
ず
か
ら
が
黒
い
子
供
を
出
産
し
得
る
女
性
で
あ
っ
て
、
黒
い
血
と
の
親

和
性
を
も
っ
て
い
る
と
感
覚
的
に
理
解
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
認
識
が

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
過
程
に
お
い
て
他
者
性
が
も
た
ら
す
恐
怖

と
し
て
認
識
さ
れ
、
混
血
の
可
能
性
と
黒
い
母
親
に
な
る
こ
と
に
た
い
す

る
憂
慮
と
恐
怖
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
だ
19
。

　

モ
リ
ソ
ン
は
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
精
神
的
病
に
侵
さ
れ
た
過
程
を
描
写

す
る
な
か
で
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
病
の
原
因
を
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
文
学

批
評
一
般
が
示
す
形
式
的
問
題
と
同
種
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
は
、
ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
よ
る

ジ
ャ
ズ
の
演
奏
を
伝
統
的
な
西
洋
音
楽
と
同
じ
解
釈
枠
で
と
ら
え
、
そ
こ

に
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
高
さ
、
つ
ま
り
、
上
下
の
階
層
構
造
の
絶
対
性
、
そ

し
て
内
部
性
、
つ
ま
り
、
外
部
性
と
の
絶
対
的
差
異
、
そ
し
て
驚
く
べ

き
こ
と
に
出
産
の
イ
メ
ジ
を
読
み
取
る
20
。
ル
イ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
名

が
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
想
像
力
を
触
発
す
る
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。
思
春
期
の
少
女
で
あ
っ
た
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル

は
性
的
興
奮
を
覚
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
人
の
国
で
あ
る
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
生
ま
れ
で
あ
る
と
い
う
み
ず
か
ら
の
出
自
に
つ
い
て
の
認
識

と
思
春
期
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
発
現
に
よ
っ
て
、
人
種
的
他
者
と
の

性
的
な
関
係
の
可
能
性
に
覚
醒
し
、
自
我
形
成
に
混
乱
を
き
た
す
の
だ
と

い
っ
て
よ
い
。
後
に
モ
リ
ソ
ン
は
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
出
生
地
で
あ
る
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
を
自
ら
が
内
部
に
抱
え
込
ん
だ
「
黒
い
母
親
」
に
例
え
、
白

い
娘
に
よ
る
黒
い
母
親
殺
し
を
意
識
し
つ
つ
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
み
ず
か

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
歴
史
化
し
よ
う
と
す
る
さ
ま
に
読
者
の
注
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意
を
向
け
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
と
っ
て
、
黒
い
母
は
よ
り
根
源
的
で
時

間
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
白
い
娘
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
過
程
に
お

い
て
殺
さ
れ
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
黒
い
母
と

白
い
娘
は
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
出
生
地
で
あ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

と
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
21
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に

と
っ
て
精
神
分
析
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
と

そ
の
回
復
を
語
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
ら
し
い
の
で
、
お
そ
ら
く
カ
ル

デ
ィ
ナ
ル
は
黒
い
母
を
フ
ロ
イ
ト
的
な
父
と
同
じ
よ
う
な
根
源
的
な
も

の
と
し
、
み
ず
か
ら
と
フ
ラ
ン
ス
の
白
い
文
化
を
そ
の
娘
と
し
て
意
識
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
治
癒
す
る
発
端
と
な
る
の
が
、

現
在
で
は
悪
名
高
い
精
神
分
析
医
ブ
ル
ー
ノ
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
お
そ

ら
く
は
白
い
分
析
室
で
、
部
屋
に
置
か
れ
た
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
か
ら
取
ら
れ

た
ガ
ー
ゴ
イ
ル

│
建
築
か
ら
水
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に

男
性
器
の
イ
メ
ジ
を
部
屋
か
ら
出
す
よ
う
に
と
言
葉
に
出
し
、
み
ず
か
ら

の
心
的
な
問
題
の
あ
り
か
を
認
知
す
る
と
同
時
に
、
白
い
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と

空
間
の
見
せ
か
け
を
完
成
さ
せ
た
か
に
思
わ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
こ
と
も

興
味
深
い
22
。

　

こ
こ
で
モ
リ
ソ
ン
は
、
精
神
分
析
的
枠
組
み
に
の
っ
と
っ
て
時
間
的
秩

序
と
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
父
親
殺
し
な
ら
ぬ
黒
い
母
親
殺
し
を
内
的
な
過

程
と
し
て
記
録
す
る
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
を
、
怜
悧
な
分
析
的
視
点
に
よ
っ
て

観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩

壊
と
そ
の
回
復
の
過
程
を
、
典
型
的
に
モ
ダ
ン
な
西
欧
的
知
性
の
あ
り
か

た
と
し
て
、
そ
の
精
神
分
析
的
枠
組
み
が
も
つ
意
味
合
い
も
含
め
て
分
析

的
に
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
先
行
す
る

黒
い
母
親
は
、
娘
と
し
て
の
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
隠
さ
れ
た
起
源
で
あ
り
、

殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
た
と
え
ば
同
じ
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
、ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
が
、

母
親
の
死
の
宣
告
で
始
ま
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
民
族
で
あ
る
ア
ラ
ブ
人

の
黒
さ
の
殺
害
を
プ
ロ
ッ
ト
展
開
の
重
要
な
転
機
と
し
て
い
る
こ
と
に

類
似
し
て
い
る
。

Ⅵ
．
モ
ダ
ニ
ズ
ム
批
評
と
死
ん
だ
母
親

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
モ
リ
ソ
ン
は
、
上
記
の
序
文
に
続
く

Playing in the D
ark

本
文
な
か
ほ
ど
で
、
あ
ら
た
め
て
ア
メ
リ
カ
文

学
史
に
お
け
る
ポ
ー
の
重
要
性
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
よ
っ

て
、
モ
リ
ソ
ン
の
本
の
一
章
の
タ
イ
ト
ル
を
書
名
と
し
たRom

ancing 
the Shadow

: Poe and Race （
二
〇
〇
一
）
な
ど
の
論
集
・
研
究
書

が
出
版
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ポ
ー
研
究
の
高
ま
り
が
導
か

れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
、
モ
リ
ソ
ン
が
そ
の
指
摘
の
意

味
を
深
く
論
究
す
る
こ
と
は
な
い
。
モ
リ
ソ
ン
が
提
示
す
る
重
要
な

論
点
の
ひ
と
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
作
品
に
お
い
て
は
、
ポ
ー
の

The N
arrative of Arthur G

ordon Pym

の
有
名
な
結
末
を
代
表
的
な

例
と
し
て
、
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
の
転
機
に
お
い
て
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
が
描
か
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
23
。
確
か
に
、The N

arrative of Arthur G
ordon Pym

の
結
末
で
は
、

南
極
近
く
に
住
む
黒
い
肌
の
民
族
に
船
ご
と
と
ら
わ
れ
、
虐
殺
と
破
壊

か
ら
逃
れ
て
ボ
ー
ト
で
南
極
と
お
ぼ
し
き
場
所
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
ピ
ム

の
一
行
の
う
ち
黒
い
肌
の
ヌ
ヌ
が
、
白
い
経
帷
子
を
身
に
ま
と
っ
た
人

の
姿
ら
し
い
白
い
イ
メ
ジ
が
現
れ
る
に
際
し
て
理
由
な
く
突
然
に
息
絶

え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
文
学
全
般
に
議
論
を
拡
げ
る
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な
ら
ば
、
ト
マ
ス
・
サ
ト
ペ
ン
の
息
子
ヘ
ン
リ
ー
が
、
黒
人
の
血
を
も
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
義
理
の
兄
チ
ャ
ー
ル
ズ
を
射
殺
す
る
こ
と
がAbsalom

, 
Absalom

!

の
プ
ロ
ッ
ト
の
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
他
に

も
数
多
く
の
類
似
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
上
記
の
よ
う

に
、
ア
メ
リ
カ
文
学
だ
け
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題

系
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
ま
で
も
が
、
母

親
と
黒
い
肌
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
を
反
復
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。L’Etranger

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
も
つ
小
説
作
品
が
そ
う
し
た
テ
ー
マ
を
も
つ
こ
と

は
、
考
え
て
み
れ
ば
ま
っ
た
く
自
然
な
こ
と
な
の
だ
が
、
従
来
か
な
ら
ず

し
も
そ
う
し
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
24
。

　

実
際
、
生
誕
二
〇
〇
周
年
に
あ
た
っ
て
ポ
ー
の
批
評
史
を
ひ
も
と
い
た

際
、
ポ
ー
の
批
評
史
そ
の
も
の
が
、
論
者
の
国
籍
と
か
か
わ
り
な
く
、
エ

デ
ィ
パ
ス
的
な
言
説
と
階
層
構
造
化
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
言
説

が
つ
く
り
だ
す
階
層
構
造
の
な
か
で
排
除
さ
れ
が
ち
な
黒
い
人
物
や
母

親
、
女
性
の
死
を
に
注
目
し
て
解
釈
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
以

下
そ
の
例
を
挙
げ
る
。
い
ず
れ
も
批
評
史
に
お
い
て
、
ポ
ー
の
重
要
性
を

高
く
評
価
し
た
論
者
た
ち
の
代
表
的
な
著
作
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

１
．D

. H
. Law

rence, Studies in C
lassic Am

erican Literature (1923)
B

ut Ligeia, true to the great tradition and m
ode of w

om
anly love, 

by her w
ill kept subm

issive, recipient. She is the passive body 
w

ho is explored and analysed into death. A
nd yet, at tim

es, her 
great fem

ale w
ill m

ust have revolted.

25

２
．M

arie B
onaparte, The Life and W

ork of Edgar Allan Poe: A 

Psychoanalytic Interpretation (1933)
N

evertheless, this sim
ple displacem

ent served to keep Poe 
ignorant, as for alm

ost a century his readers, that these ailing 
sylphs w

ere but form
s of Elizabeth A

rnold. A
t the m

ost, it 
w

as som
etim

es guessed that V
irginia m

ight be a surrogate of 
Elizabeth…

. There, the “live-in-death m
other” is represented not 

only by M
adeline’s hum

an form
 but as a building…

.

26

３
．Leslie Fiedler, Love and D

eath in the Am
erican N

ovel (1960)
Poe follow

s the footsteps not of C
aptain C

ook but of his ow
n 

first voyage in the arm
s of his m

other, undertaken before his 
m

em
ory began, from

 N
ew

 England to the South.

27

　

Ligeia

が
、
黒
髪
のdark lady

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
黒
い
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
、
人
種
的
差
異
が

き
わ
だ
っ
て
問
題
と
な
る
ア
メ
リ
カ
南
部
へ
の
、
ポ
ー
と
ポ
ー
の
母
親
の

想
像
上
の
旅
を
ね
つ
造
し
て
い
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
ポ
ー
批
評
の
す
べ

て
と
ま
で
は
い
わ
な
く
と
も
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
精
神
分
析
的
な
傾
向

を
も
つ
代
表
的
な
批
評
は
、
ポ
ー
に
か
ん
す
る
伝
記
的
細
部
の
解
釈
に
導

か
れ
て
か
、
女
性
と
し
て
の
母
親
の
喪
失
と
そ
れ
へ
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
、

あ
る
い
は
、
ラ
カ
ン
と
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
デ
リ
ダ
が

述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
を
去
勢
さ
れ
た
不
在
な
も
の
と
定
義
づ
け
る
方
向

性
を
基
調
と
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。“For 

B
onaparte too, the castration of the w

om
an (of the m

other)	is	the	final	
sense, w

hat “The Purloined Letter” m
eans.” 

28 

そ
れ
ら
は
、
ボ
ナ
パ
ル

ト
が
示
唆
す
る
よ
う
に
た
と
え
無
意
識
的
に
で
あ
っ
て
も
、
喪
失
さ
れ
た
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母
親
、
起
源
を
求
め
る
主
体
と
し
て
の
ポ
ー
解
釈
を
、
死
や
不
在
、
去
勢

と
の
関
係
に
お
い
て
真
理
と
し
て
「
客
観
的
に
」
構
造
化
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ポ
ー
批
評
は
、“m

ournful and never 
ending rem

em
brance”

と
い
っ
た
言
葉
で
語
ら
れ
る
ポ
ー
そ
の
人
に
お

け
る
自
己
形
成
と
批
評
そ
の
も
の
の
形
成
と
を
同
一
視
し
、
メ
ラ
ン
コ
リ

ア
と
精
神
分
析
的
な
構
造
、
母
親
と
父
親
と
の
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
階
層
構

造
化
な
ど
と
い
っ
た
、
批
評
そ
の
も
の
が
も
つ
無
意
識
的
な
構
造
を
自
家

撞
着
的
に
構
造
化
す
る
過
程
と
し
て
反
復
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
29
。
デ
リ
ダ
が
ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ナ
ー
に
即
し
て
詳
細

に
述
べ
た
の
も
、
ひ
と
つ
に
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

　

上
記
２
、３
の
引
用
に
お
い
て
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
批

評
家
の
観
点
か
ら
ポ
ー
の
生
涯
や
主
体
形
成
の
過
程
を
定
義
づ
け
て
い

る
こ
と
と
並
ん
で
、
ロ
レ
ン
ス
が
「
伝
統
」
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
レ
ン
ス
が
一
九
世

紀
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
い
て
人
種
的
差
異
が
も
つ
意
味
あ
い
に
気
づ
い

て
い
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
か
な
ら
ず
し
も
定
か
で
な
い
に
し
て
も
、

ロ
レ
ン
ス
は
、
近
年
の
批
評
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
具
体

的
な
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
表

象
と
し
て
のLigeia

解
釈
の
可
能
性
を
明
確
に
意
識
し
て
は
い
な
か
っ

た
は
ず
だ
30
。
な
ぜ
な
ら
、
も
しLigeia

が
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン

の
女
性
像
で
あ
る
と
い
っ
た
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
す
れ
ば
、Ligeia

は

白
人
女
性
を
対
象
と
し
た
、“the great tradition and m

ode of w
om

anly 
love”

と
は
無
関
係
な
女
性
像
と
し
て
、“Ligeia”

の
語
り
手
の
二
度
目

の
白
い
肌
の
妻
と
語
り
手
と
の
愛
を
可
能
に
す
る
、
原
初
的
な
、
死
ん
だ

不
在
の
女
性
と
し
て
立
ち
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
あ
た
か
も
無
意

識
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
批
評
家
た
ち
が
一
様
に
、
死
ん
だ
、
不
在

の
女
性
像
を
基
盤
と
し
て
ポ
ー
の
主
体
と
自
己
形
成
を
語
る
さ
ま
は
、
黒

猫
を
殺
そ
う
と
し
て
激
高
し
、
そ
れ
と
意
識
せ
ず
に
妻
の
頭
を
斧
で
打
ち

砕
き
殺
す
「
黒
猫
」
の
語
り
手
の
ふ
る
ま
い
に
む
し
ろ
類
似
し
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ポ
ー
批
評
あ
る
い
は
批
評
家
た
ち
は
、
ポ
ー

の
テ
ク
ス
ト
に
類
似
す
る
の
で
は
な
く
、
ポ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち

と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
整

合
性
を
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
認
め
よ
う
と
し
た
り
、Jonathan A

uerbach

が
優
れ
た
研
究
書Rom

ance of Failure: First-Person Fictions of Poe, 
H

aw
thorne, and Jam

es

（
一
九
八
九
）
で
そ
う
す
る
よ
う
に
、
マ
ラ
ル
メ

が
指
摘
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
ポ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
奇
妙
さ

を
そ
れ
と
し
て
理
解
し
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
批
評
に
お
け
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
階
層
構
造
化
が
必
然
と
な
る
だ
ろ
う
31
。
確
か
に
ポ
ー

は
、「
美
し
い
女
性
の
死
」
を
も
っ
と
も
美
的
な
文
学
的
テ
ー
マ
で
あ
る

と
の
べ
た
が
、
女
性
の
死
を
観
察
す
る
の
は
通
常
語
り
手
で
あ
り
、
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
自
分
は
狂
っ
て
は
い
な
い
の
だ
と
こ
と
さ
ら
に
強
調

す
る
「
黒
猫
」
の
語
り
手
の
、
お
そ
ら
く
現
実
的
に
は
狂
っ
た
想
像
力
の

な
か
で
は
、
妻
の
殺
害
は
通
常
雄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
最
初
の
黒

猫
の
殺
害
の
反
復
と
な
る
32
。
し
か
し
、
二
度
目
の
妻
の
殺
害
が
、
ポ
ー

の
典
型
的
な
女
性
殺
し
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
黒
猫
」
の
一
匹
目

の
猫
も
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
的
な
痕
跡
が
示
唆
し
な
い
で
も
な
い
よ
う
に
、

黒
い
女
性
像
な
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
語
り
手
が
妻
の
迷
信

と
し
て
紹
介
す
る
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
黒
猫
は
語
り
手
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
な
か
で
は
、
本
当
に“w

itches in disguise”

で
あ
る
の
か
も
知

れ
な
い
の
だ
33
。
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Ⅶ
．
反
復
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
時
間
性

　　

マ
ラ
ル
メ
が
上
掲
の“Le Tom

beau D
’Edgar Poe”

に
お
い
て
、“noir 

m
élange” （

強
調
筆
者
）
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深

い
。
そ
の
こ
と
で
世
間
は
ポ
ー
を
非
難
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、確
か
に
、

ポ
ー
の
作
品
に
お
い
て
は
、Ligeia

に
し
て
も
黒
猫
に
し
て
も
、
抑
圧
さ

れ
た
何
か
は
回
帰
し
て
、
そ
の
姿
を
明
瞭
に
あ
ら
わ
す
。“N

everm
ore”

と
い
う
叫
び
を
反
復
す
る
大
鴉
も
、
批
評
家
た
ち
が
指
摘
し
て
き
た
よ

う
に
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

詩
「
大
鴉
」
に
お
い
て“N

everm
ore”

と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
が
反
復
さ
れ

る
と
き
、“N

everm
ore”

と
い
う
言
葉
が
時
間
性
と
反
復
可
能
性
（never

）

や
存
在
（m

ore

）
を
含
意
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
は
、
そ
れ

に
先
だ
つ
何
ら
か
の
出
来
事
や
実
体
の
反
復
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
自
体
の
反
復
で
し
か
あ
り
え
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
ポ
ー
の
反

復
の
方
法
は
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
のPierre

に
お
け
る
ピ
エ
ー
ル
の
父
親
の

二
枚
の
肖
像
画
と
ピ
エ
ー
ル
と
イ
ザ
ベ
ル
誕
生
の
時
間
的
前
後
関
係
や
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
のAbsalom

, Absalom
!

に
お
け
る
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ

ン
プ
ソ
ン
と
ト
マ
ス
・
サ
ト
ペ
ン
と
の
関
係
な
ど
に
お
い
て
も
反
復
さ
れ

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。“Ligeia”

や“The B
lack C

at”

に
お
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
神
話
的
な
構
成
を
も
つ
作
品
前
半
の
原
初
的
な
場
面
そ
の
も

の
が
事
実
と
し
て
生
起
し
た
と
も
い
え
な
い
か
ら
だ
。

　

ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ナ
ボ
コ
フ
が
、Lolita

に
お
い
て
ポ
ー
の
喪
失
の

詩
で
あ
る“A

nnabel Lee”

に
コ
メ
ン
ト
す
る
際
、
ナ
ボ
コ
フ
は
上
記

の
よ
う
な
反
復
の
構
造
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
。Lolita

に
お
け
る

H
um

bert H
um

bert

の
愛
が
愛
と
し
て
実
現
す
る
の
も
、
ポ
ー
の
作
品

の
場
合
に
似
て
、
や
は
り
反
復
の
効
果
と
し
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

H
um

bert

に
よ
るLolita

へ
の
愛
は
、“A

nnabel Leigh”

と
い
う
少
女
と

の
「
初
恋
」
の
反
復
と
し
て
、
作
品
冒
頭
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
義
づ
け
ら

れ
て
い
る
34
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
始
源
と
し
て
の
「
初
恋
」
そ
の
も
の

は
、
反
復
と
し
て
の
二
度
目
の
愛
と
の
関
係
に
お
い
て
再
構
築
さ
れ
る

か
ら
だ
。「
初
恋
」
は
常
に
す
で
に
失
わ
れ
た
恋
で
あ
り
、John C

arlos 
R

ow
e

が
か
つ
て
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
読
解
の
基
本
的
概
念
と
し
て

利
用
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
概
念
で
あ
る“N

achträglichkeit”

の
働
き
が
外

傷
体
験
の
起
源
を
「
事
後
的
」
に
再
構
築
す
る
よ
う
に
、
現
在
あ
る
自
我

や
恋
と
の
関
係
に
お
い
て
再
構
築
さ
れ
る
35
。「
黒
猫
」
と
似
て
犯
罪
者

の
告
白
録
の
形
式
を
と
るLolita

の
主
要
部
分
に
お
い
て
は
、
通
常
の
時

間
的
秩
序
に
の
っ
と
り
、
父
─
息
子
や
そ
れ
と
の
類
比
で
あ
る
母
─
娘
と

い
う
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
先
行
者
と
そ
れ
に
時
間
的
に
従
属
す
る
も
の
の

見
か
け
上
の
差
異
に
よ
っ
て
時
間
的
階
層
構
造
化
が
行
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。H

um
bert

は
お
そ
ら
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
精
神
分

析
的
言
説
の
蔓
延
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
の
だ
36
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
同
時

に
、
先
行
者
と
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
の
関
係
を
、
時
間
的
に
絶
対
的
な
差

異
に
も
と
づ
か
な
い
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
同
時
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
通
常
の
歴
史
化
の
規

範
と
な
る
時
間
軸
と
、
そ
れ
を
解
体
す
る
、
反
復
に
よ
る
同
一
性
と
の
差

異
を
基
本
的
な
意
味
と
時
間
性
の
生
成
装
置
と
す
る
戯
れ
に
よ
っ
て
、
失

わ
れ
、
死
ん
だ
起
源
を
不
在
と
し
て
絶
対
化
す
る
論
理
を
相
対
化
し
う
る

過
程
を
意
識
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
デ
リ
ダ
や
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
上
の
引
用

で
指
摘
し
た
よ
う
な
、
一
致
し
え
な
い
時
間
性
を
殺
す
、
あ
る
い
は
死
と

連
接
す
る
モ
ダ
ン
な
精
神
分
析
的
言
説
の
反
復
に
よ
る
共
同
体
的
な
絶

対
化
の
過
程
を
解
体
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
37
。
そ
れ
は
い

わ
ば
、
そ
う
し
た
言
説
の
な
か
で
殺
さ
れ
る
始
源
と
し
て
の
黒
さ
、
女
性
、
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死
な
ど
を
、
同
じ
言
説
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
鏡

像
と
し
て

│
つ
ま
り
、
実
体
を
反
映
す
る
虚
像
と
し
て
の
鏡
像
で
は
な

く
、
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
の
理
論
に
お
け
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

そ
の
も
の
の
輪
郭
を
明
確
化
す
る
実
体
像
の
規
範
と
し
て

│
認
識
す

る
こ
と
を
可
能
に
し
、
ポ
ー
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
な
ど
と
も

か
か
わ
り
が
深
い
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
趣
味
が
お

そ
ら
く
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
と
っ
て
も
っ
た
意
義
な
ど

と
と
も
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
、
モ
ダ
ン
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の

過
程
の
写
し
絵
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
装
置
と
な
る
38
。

　

デ
リ
ダ
自
身
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
で
、
不
在
や
去
勢
さ

れ
た
女
性
が
真
実
の
形
成
に
と
っ
て
い
か
に
不
可
欠
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
が

「
盗
ま
れ
た
手
紙
」
に
読
み
込
ん
だ
エ
デ
ィ
パ
ス
の
三
角
関
係
の
構
造
と

し
て
の
真
実
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

…
castration-truth is the opposite of fragm

entation, the very antidote 
for fragm

entation: that w
hich is m

issing from
 its place has in 

castration	a	fixed,	central	place,	freed	from
	all	substitution.

39

（
去
勢
と
し
て
の
真
実
は
、
断
片
化
の
正
反
対
で
あ
る
。
そ
れ
は
断
片
化

を
妨
げ
る
ま
さ
に
そ
の
も
の
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
の
在
処
か
ら

失
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
去
勢
に
お
い
て
は
、
固
定
し
た
、
中
心
的
な
場

所
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
置
き
換
え
の
可
能
性
か
ら
解
き
放
た

れ
て
い
る
か
ら
だ
。）

　

そ
の
後
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
、
デ
リ
ダ
の
読

解
に
残
っ
た
構
造
を
さ
ら
に
脱
構
築
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

の
で
、
も
ち
ろ
ん
、
議
論
は
こ
こ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ポ
ー
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
ナ
ボ
コ
フ
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
モ
リ
ソ
ン
、
そ
し

て
や
は
り
ポ
ー
に
お
け
る
反
復
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
お
け

る
歴
史
・
時
間
表
象
の
先
例
と
し
て
利
用
す
る
オ
ー
ス
タ
ー
や
ド
ン
・
デ

リ
ー
ロ
な
ど
に
よ
る
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
を
す
こ
し
で
も
仔
細
に

観
察
し
て
み
る
な
ら
ば
、
ポ
ー
の
不
気
味
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
義

深
さ
は
、
時
代
を
と
わ
ず
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
と

わ
か
る
40
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
は
、
い
ま

だ
に
広
く
開
か
れ
て
い
る
。
作
家
た
ち
に
よ
る
ポ
ー
の
反
復
と
そ
の
利
用

法
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
ー
の
そ
の
次
の
変
容
を
観
察

し
、
従
来
以
上
に
豊
か
な
ポ
ー
研
究
の
成
果
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。＊　

　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

二
〇
〇
九
年
は
、
一
八
〇
九
年
に
生
ま
れ
た
エ
ド
ガ
ー
・
Ａ
・
ポ
ー
の
生
誕

二
〇
〇
周
年
に
あ
た
り
、
日
本
ポ
ー
学
会
の
記
念
大
会
、
ア
メ
リ
カ
のPoe Studies 

A
ssociation

に
よ
る
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
の
記
念
学
会
ほ
か
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン

ス
な
ど
世
界
各
地
で
学
会
が
企
画
、開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
、リ
ッ

チ
モ
ン
ド
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
ポ
ー
ゆ
か
り
の
地
で
も
、
記
念
行
事
が
盛
ん
に
お

こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
生
誕
二
〇
〇
周
年
と
い
う
区
切
り
そ
の
も
の
に
本
来
的
な
意

味
は
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
一
連
の
行
事
に
よ
っ
て
ポ
ー
が
い
ま
だ
に
世
界
的
な
人

気
を
も
つ
作
家
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
筆
者
は
、
新
参
者

の
ポ
ー
研
究
者
な
が
ら
、
日
本
と
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
の
記
念
学
会
の
両
方
で
研
究

発
表
を
さ
せ
て
頂
く
機
会
を
頂
戴
し
て
、
あ
ら
た
め
て
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
「
ポ
ー
を
（
脱
）
歴
史
化
す
る

│
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
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現
代
批
評
に
お
け
る
作
家
像
の
形
成
」“W

hen W
e W

ere O
rphans: Poe, N

avokov, and 

N
ew

 D
irections in C

ontem
porary C

ulture”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
発
表
で
、
本
稿
の
一

部
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
稿
と
同
じ
く
ポ
ー
研
究
の
可
能
性
の
概

略
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
、
い
つ
も
な
が
ら
研
究
の
道
の
り
は
険
し
い

と
再
認
識
す
る
結
果
に
終
わ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
伊
藤
紹
子
先
生
、
野
口
啓
子

先
生
な
ど
日
本
ポ
ー
学
会
の
み
な
さ
ん
、
ア
メ
リ
カPoe Studies A

ssociation

の
み
な

さ
ん
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
御
一
緒
し
た
筑
波
大
学
の
鷲
津
浩
子
先
生
、
か
つ
て
の

加
藤
ゼ
ミ
の
メ
ン
バ
ー
で
、
初
め
て
の
国
際
学
会
で
の
研
究
発
表
を
難
な
く
乗
り
切
っ

た
東
京
大
学
大
学
院
生
の
高
橋
留
美
さ
ん
な
ど
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
関
係
者
み
な

さ
ん
に
御
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
注
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後
に
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メ
ル
ヴ
ィ
ル
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
に
お
け
る
ポ
ー
の
影
響
は
、
個
別
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、M

ichel G
resset

やN
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Polk

な
ど
も
ポ
ー
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
お
り
、
ポ
ー
の
影
響
を
無
視
す
る
論
者
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少
な
い
が
、
作
品
に
お
け
る
反
復
の
意
義
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
議
論
し
て
い
る
例
は

少
な
い
は
ず
で
あ
る
。

８　

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
い
く
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
や
講
演
で
ポ
ー
に
言
及
し
て

い
る
が
、
ポ
ー
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
高
く
評
価
す
る
と
同
時
に
、
限
界
の
あ
る
作

家
・
詩
人
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
エ
ッ
セ
イ
、“From

 

Poe to Valéry”

な
ど
を
参
照
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪

の
華
』
の
書
評
な
ど
で
、
ポ
ー
を
手
ひ
ど
く
け
な
し
て
い
る
。

９　

マ
シ
ー
セ
ン
が
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
か
ら
ポ
ー
を
排
除
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
従
来
も
議
論
が
あ
り
す
ぎ
る
ほ
ど
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
カ
ー
ロ
ス
・
ロ
ー
が
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
あ
っ

た
マ
シ
ー
セ
ン
が
た
ん
に
ポ
ー
を
ど
う
扱
っ
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
、
実
際
的
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。John C

arlos 

R
ow

e, At Em
erson’s Tom

b: The Politics of C
lassic Am

erican Literature (N
ew

 

York: C
olum

bia U
niversity Press, 1997), 60.

10　

R
ow

e, At Em
erson’s Tom

b

の
三
章
、“A

ntebellum
 Slavery and M

odern C
riti-
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: Edgar A

llan Poe’s Pym
 and “The Purloined Letter””

を
参
照
。 

11　
Edgar A

. Poe, “The B
lack C

at,”O
liver M

abbott, ed., Tales and Sketches, vol. 2.
12　

Lesley G
insberg, “Slavery and the G

othic H
orror of Poe’s “The B

lack C
at,”” 

Am
erican G

othic: N
ew

 Interventions in a N
ational N

arrative (Iow
a C

ity: 

U
niversity of Iow

a Press, 1998), 99-128

な
ど
を
参
照
。

13　

こ
こ
で
の
「
黒
猫
」
分
析
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ク
ス
フ
ォ
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ド
大
学
の
ロ
ザ
メ
ア
・
ア
メ
リ
カ
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た“Transatlanticism

 in 

A
m

erican Literature: Em
erson, H

aw
thorne, and Poe”

で
の
研
究
発
表
、“B

efore 

C
hrist, There W

as a B
lack C

hrist: R
acializing, Sexualizing, and C

ontextualizing 

Edgar A
. Poe’s ‘The B

lack C
at’”

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、

原
稿
を
書
く
時
間
が
と
れ
れ
ば
、
ま
た
別
の
機
会
に
総
括
的
な
論
文
と
し
て
発
表
す

る
予
定
で
あ
る
が
、
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れ
は
も
と
も
と
は
東
京
外
国
語
大
学
の
英
語
専
攻
２
年
生
の

た
め
に
行
っ
て
い
る
授
業
で
使
わ
れ
た
も
の
で
、
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
のPlaying in 

the D
ark

と
な
ら
ん
で
、
筆
者
や
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
な
じ
み
深
い

古
典
的
な
ネ
タ
で
あ
る
。
仕
事
の
進
行
ぶ
り
が
こ
う
し
た
ペ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
関
係
者
み
な
さ
ま
に
御
謝
罪
申
し
上
げ
ま
す
。
公
式
に
ひ
と
つ
の
論
文
と
し

て
発
表
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
概
略
だ
け
を
し
め

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
筆
者
は
も
と
も
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル

の
研
究
者
だ
っ
た
の
で
、こ
こ
で
展
開
し
て
い
る「
黒
猫
」読
解
は
、む
し
ろ
メ
ル
ヴ
ィ

ル
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
に
お
け
る
ポ
ー
の
反
復
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
頂
く
。

14　

伝
統
的
で
あ
る
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自
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作
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あ
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。
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!
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源
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っ
て
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か
わ
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議
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さ
れ
て
も
い
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。
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通
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迷
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わ
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。
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作
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す
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さ
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。
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問
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テ
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史
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１　
妻
へ
の
評
価
の
揺
れ

　

夏
目
漱
石
の『
こ
ゝ
ろ
』（
一
九
一
四
）の「
下
」巻
を
な
す「
先
生
と
遺
書
」

に
語
ら
れ
る
、
先
生
の
妻
に
対
す
る
感
情
に
は
、
一
つ
の
断
層
が
見
出
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
先
生
は
、
妻
の
か
つ
て
の
姿
で
あ
る
下
宿
先
の
「
お
嬢

さ
ん
」
を
神
聖
な
愛
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る

一
方
で
、
同
じ
家
に
住
む
近
し
い
生
活
者
と
し
て
は
、
決
し
て
高
い
評
価

を
与
え
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
、「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
す

る
「
信
仰
に
近
い
愛
」
の
表
白
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
お
嬢
さ
ん
」
を
め
ぐ

る
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
同
居
人
の
Ｋ
を
下
宿
に
導
き
入
れ
る
前
の
段
階
に

お
け
る
十
四
章
に
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。

　

私
は
其
人
に
対
し
て
、殆
ん
ど
信
仰
に
近
い
愛
を
有
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。

私
が
宗
教
に
だ
け
用
い
る
此
言
葉
を
、
若
い
女
に
応
用
す
る
の
を
見
て
、

貴
方
は
変
に
思
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
今
で
も
固
く
信
じ
て
ゐ
る

の
で
す
。
本
当
の
愛
は
宗
教
心
と
さ
う
違
つ
た
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
事

を
固
く
信
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。
私
は
御
嬢
さ
ん
の
顔
を
見
る
た
び
、
自
分

が
美
し
く
な
る
や
う
な
心
持
が
し
ま
し
た
。御
嬢
さ
ん
の
事
を
考
へ
る
と
、

気
高
い
気
分
が
す
ぐ
自
分
に
乗
り
移
つ
て
来
る
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
。
も

し
愛
と
い
ふ
不
可
思
議
な
も
の
に
両
端は

じ

が
あ
つ
て
、
そ
の
高
い
端
に
は
神

聖
な
感
じ
が
働
い
て
、
低
い
端
に
は
性
欲
が
動
い
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
私

の
愛
は
た
し
か
に
そ
の
高
い
極
点
を
捕つ

ら

ま
え
た
も
の
で
す
。
私
は
も
と
よ

り
人
間
と
し
て
の
肉
を
離
れ
る
事
の
出
来
な
い
身
体
で
し
た
。
け
れ
ど
も

御
嬢
さ
ん
を
見
る
私
の
眼
や
、
御
嬢
さ
ん
を
考
へ
る
私
の
心
は
、
全
く
肉

の
臭
を
帯
び
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
十
四
）

　　

こ
の
自
身
の
妻
に
対
す
る
「
信
仰
に
近
い
愛
」
は
、
鎌
倉
の
海
岸
で
知

己
と
な
っ
た
若
い
学
生
の
「
私
」
と
の
や
り
取
り
で
、
先
生
が
口
に
す
る

「
私
は
世
の
中
で
女
と
い
ふ
も
の
を
た
つ
た
一
人
し
か
知
ら
な
い
。
妻
以

外
の
女
は
殆
ん
ど
女
と
し
て
私
に
訴
へ
な
い
の
で
す
。
妻
の
方
で
も
、
私

を
天
下
に
た
ゞ
一
人
し
か
な
い
男
と
思
つ
て
呉く

れ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
い
ふ

意
味
か
ら
云
つ
て
、
私
達
は
最
も
幸
福
に
生
れ
た
人
間
の
一
対
で
あ
る
べ

き
筈
で
す
」（
上
十
）
と
い
う
言
葉
と
も
響
き
合
う
形
で
、
相
互
の
情
愛

と
信
頼
に
よ
っ
て
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
一
組
の
夫
婦
の
姿
を
浮
び
上

が
ら
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
私
」
が
疑
念
を
覚
え
る
よ
う
に
、「
私
達

は
最
も
幸
福
に
生
れ
た
人
間
の
一
対
で
あ
る
べ
き
筈
で
す
」
と
い
う
当
為

の
表
現
は
、
彼
ら
の
結
び
つ
き
が
「
幸
福
」
に
逆
行
す
る
側
面
を
は
ら
ん

で
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
も
い
る
が
、
そ
の
曖
昧
さ
も
、
先
生
が
妻

と
の
関
係
を
よ
り
「
幸
福
」
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
の
表
明

〈
遺
書
〉
と
〈
物
語
〉
の
間
で
─
『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
の
〈
か
た
ち
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
二
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と
し
て
転
化
さ
せ
う
る
。
実
際
「
私
」
の
眼
に
は
、
彼
ら
は
「
仲
の
好
い

夫
婦
の
一
対
」（
上
九
）
と
し
て
映
っ
て
お
り
、
ま
た
先
生
自
身
、
妻
の

母
親
の
死
ん
だ
後
、「
私
と
妻
と
は
元
の
通
り
仲
好
く
暮
し
て
き
ま
し
た
。

私
と
妻
は
決
し
て
不
幸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幸
福
で
し
た
」（
下
五
十
四
）

と
記
し
て
い
て
、〈
お
嬢
さ
ん
─
妻
〉
へ
の
愛
情
の
絆
を
、
結
婚
前
か
ら

死
を
決
意
し
た
現
在
に
至
る
ま
で
持
続
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

反
面
、
彼
女
へ
の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
を
語
る
、
引
用
し
た
箇
所
の
記

述
が
、
観
念
的
な
表
白
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
裏
返
す
よ
う
に
、
下
宿

先
の
「
お
嬢
さ
ん
」
と
し
て
彼
女
と
接
し
て
い
た
当
時
、
先
生
が
彼
女
を

理
想
的
な
女
性
と
し
て
眺
め
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
具
体
的
な
根
拠

は
乏
し
い
。
む
し
ろ
彼
女
の
日
常
の
立
ち
居
振
舞
い
に
対
し
て
、
先
生

は
あ
ま
り
好
ま
し
い
印
象
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
く
だ
り
が
少

な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
お
嬢
さ
ん
」
の
弾
く

琴
に
対
し
て
「
余
り
込
み
入
っ
た
手
を
弾
か
な
い
所
を
見
る
と
、
上
手
な

の
ぢ
や
な
か
ら
う
と
考
へ
」（
下
十
一
）
る
の
で
あ
り
、
生
け
花
に
つ
い

て
も
「
御
嬢
さ
ん
は
決
し
て
旨
い
方
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
」（
下
十
一
）

と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
外
に
出
か
け
た
は
ず
の「
お
嬢
さ
ん
」

が
Ｋ
と
一
緒
に
家
に
い
る
と
こ
ろ
を
眼
に
し
た
先
生
が
そ
の
理
由
を
尋

ね
る
と
、彼
女
は「
た
ゞ
笑
つ
て
ゐ
る
」だ
け
な
の
で
あ
り
、そ
の
姿
に「
私

は
こ
ん
な
時
に
笑
ふ
女
が
嫌き

ら
いで

し
た
」（
上
二
十
六
）
と
い
う
感
慨
を
覚
え

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
Ｋ
が
傍
ら
に
い
る
状
況
が

先
生
の
嫉
妬
を
か
き
立
て
、「
お
嬢
さ
ん
」
の
印
象
を
悪
く
し
て
い
る
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
笑
い
方
は
彼
女
の
癖
で
も
あ
る
ら
し
く
、
そ

れ
に
つ
づ
け
て
「
若
い
女
に
共
通
な
点
だ
と
云
へ
ば
そ
れ
迄
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、御
嬢
さ
ん
も
下
ら
な
い
事
に
能
く
笑
ひ
た
が
る
女
で
し
た
」（
下

二
十
六
）
と
い
う
、
性
格
一
般
の
地
平
に
置
き
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
妻
と
な
っ
た
女
性
に
対
す
る
評
価
の
揺
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら

先
生
が
下
宿
を
し
て
い
た
学
生
の
頃
と
、
鎌
倉
で
若
い
「
私
」
と
出
会

い
、
明
治
天
皇
の
死
と
そ
れ
に
つ
づ
く
乃
木
希
典
の
殉
死
を
契
機
と
し
て

自
殺
を
決
意
す
る
に
至
る
時
間
と
の
間
で
生
じ
て
い
る
、
先
生
の
彼
女
に

対
す
る
認
識
の
変
化
と
呼
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
」
が
感
じ
る

よ
う
に
、
先
生
と
妻
は
現
実
に
「
仲
の
好
い
夫
婦
」
と
し
て
暮
ら
し
て
お

り
、
子
供
が
い
な
い
淋
し
さ
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
相
互
の
親
密
さ
を

保
っ
た
日
々
を
送
っ
て
い
る
。「
私
」
が
家
を
訪
問
し
た
際
に
耳
に
す
る
、

先
生
が
妻
に
呼
び
か
け
る
声
も
「
優
し
く
聞
え
た
」（
上
九
）
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
応
え
て
「
返
事
を
し
て
出
て
来
る
奥
さ
ん
の
様
子
も
甚
だ
素
直
で

あ
つ
た
」（
上
九
）
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
は
二
人
で
連
れ
立
っ
て
「
音

楽
会
だ
の
芝
居
だ
の
」（
上
九
）
に
足
を
運
び
、
ま
た
「
夫
婦
づ
れ
で
一

週
間
以
内
の
旅
行
を
し
た
事
も
、
私
の
記
憶
に
よ
る
と
、
二
三
度
以
上
あ

つ
た
」（
上
九
）
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
親
密
さ
は
、『
門
』
に
お
け
る
宗
助
と
御
米
夫
婦
の
そ
れ
を

連
想
さ
せ
る
。『
こ
ゝ
ろ
』
の
前
身
を
な
す
と
も
い
え
る
こ
の
作
品
で
は
、

主
人
公
の
夫
婦
は
や
は
り
子
供
に
恵
ま
れ
な
い
淋
し
さ
を
抱
き
つ
つ
暮

ら
し
て
い
る
。
彼
ら
も
『
こ
ゝ
ろ
』
の
夫
婦
と
同
様
に
、「
一
所
に
な
つ

て
か
ら
今
日
ま
で
六
年
程
の
長
い
月
日
を
ま
だ
半
日
も
気き

ま
ず

不
味
く
暮
し

た
事
は
な
か
つ
た
」（
十
四
）
と
記
さ
れ
よ
う
な
、
平
穏
さ
を
保
ち
つ
つ
、

こ
れ
ま
で
日
々
を
送
っ
て
き
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、『
門
』
に
描
か
れ

る
夫
婦
仲
の
安
定
が
、
淋
し
さ
の
裏
面
と
し
て
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、

そ
の
後
身
と
い
う
べ
き
先
生
と
そ
の
妻
の
間
に
も
、
こ
う
し
た
欠
如
の
感

覚
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
現
に
先
生
は
「
私
」
に
「
私
は

淋
し
い
人
間
で
す
」（
上
七
）
と
明
言
し
て
お
り
、
傍
目
に
は
親
密
に
映
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る
妻
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
先
生
の
内
面
が
充
実
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
漂
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
こ
の
〈
淋
し
さ
〉
の
根
元
に
妻

を
得
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
が
後
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
が
、
同
時
に

そ
の
〈
淋
し
さ
〉
を
癒
す
相
手
と
し
て
現
在
の
妻
が
存
在
し
て
も
い
る
。

お
そ
ら
く
先
生
が
妻
に
対
し
て
抱
く
情
愛
は
、
こ
う
し
た
結
婚
後
の
日
々

の
な
か
で
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
先
生
が
伴
侶
と
し
て
の
妻

を
尊
ん
で
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
そ
し
て
世
間
と
ほ
と
ん
ど
交
わ
り
を

も
た
な
い
孤
独
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
先
生
が
、
貴
重
な
共
生
者
で
あ
る

妻
を
尊
重
す
る
情
感
を
、
過
去
に
遡
及
的
に
振
り
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
、「
下
」
巻
で
語
ら
れ
て
い
る
「
お
嬢
さ
ん
」
へ

の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
記
述
で
は
、「
愛
と
云
ふ
不
可
思
議
な
も
の
」
の
「
高
い
端
に
は

神
聖
な
感
じ
が
働
い
て
、
低
い
端
に
は
性
欲
が
動
い
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、

私
の
愛
は
た
し
か
に
そ
の
高
い
極
点
を
捕つ

ら

ま
え
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
、
さ
ら
に
「
御
嬢
さ
ん
を
考
へ
る
私
の
心
は
、
全
く
肉
の
臭
を
帯

び
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
眼
差
し
の
主
体

は
、
下
宿
し
て
い
た
当
時
の
先
生
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
、
遺
書
を
書
こ

う
と
す
る
時
点
の
先
生
に
寄
り
添
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
遺
書
の
末
尾

に
先
生
は
「
私
は
妻
に
は
何
に
も
知
ら
せ
た
く
な
い
の
で
す
。
妻
が
己
れ

の
過
去
に
対
し
て
も
つ
記
憶
を
、
な
る
べ
く
純
白
に
保
存
し
て
置
い
て
遣

り
た
い
の
が
私
の
唯
一
の
希
望
な
の
で
す
か
ら
」（
下
五
十
六
）
と
述
べ
、

妻
を
「
神
聖
」
な
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
中
年
の
域
に
至
り
、
貴
重
な
共
生
者
と
し
て
妻
を
眺
め
て
い
る
先
生
の

心
の
な
か
に
は
、
妻
は
す
で
に
「
全
く
肉
の
臭
を
帯
び
て
ゐ
」
な
い
存
在

と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
一
方
先
の
引
用
に
見
た
よ

う
に
、
下
宿
先
の
同
居
人
と
し
て
「
お
嬢
さ
ん
」
を
眺
め
て
い
た
頃
の
先

生
の
眼
差
し
に
は
、
軽
侮
や
嫌
悪
の
念
も
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
女

を
神
聖
視
の
対
象
と
し
て
い
た
と
は
思
い
難
い
の
で
あ
る
。

２　
〈
物
語
〉
と
し
て
の
遺
書

　

こ
う
し
た
一
人
の
女
性
に
対
す
る
捉
え
直
し
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
、
先
生
の
遺
し
た
も
の
が
果
た
し
て
本
当
に
〈
遺
書
〉
で
あ
っ

た
か
を
疑
わ
し
く
さ
せ
る
。『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
下
」
巻
が
「
先
生
と
遺
書
」

と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
と
」
と
い
う
接
続
詞
に
よ
っ
て
「
先
生
」

と
「
遺
書
」
が
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
両
者
の
間
に
む
し
ろ
距
離
が
存
在

す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
も
と
も
と
「
心　

先
生
の
遺
書
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
連
載
さ
れ
た
作
品
が
単
行
本
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、「
自
か
ら
独
立
し
た
や
う
な
又
関
係
の

深
い
や
う
な
三
個
の
姉
妹
篇
」（
序
文
）の
集
合
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
の
初
め
の
二
つ
に
「
先
生
と
私
」「
父
親
と
私
」
と
い
う
題
が
与
え
ら

れ
た
の
に
形
式
を
揃
え
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
結
果
的
に
『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
下
」
巻
は
、
先
生
の
遺

し
た
遺
書
と
し
て
の
体
裁
を
も
ち
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
書
い
て
い
る

記
述
者
と
し
て
の
意
識
的
な
主
体
性
を
強
く
浮
上
さ
せ
た
テ
ク
ス
ト
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
が
一
般
の
遺
書
と
比
較
し
て
、
様
々
な
破
格
な
〈
か
た
ち
〉
を

呈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
ず
原
稿
用
紙
に
し
て
二
百
枚
を

超
え
る
と
い
う
分
量
自
体

１
が
、
遺
書
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
。
現
実
に

遺
さ
れ
る
遺
書
は
多
く
の
場
合
、
便
箋
数
枚
程
度
の
分
量
に
と
ど
ま
り
、

「
下
」
巻
に
含
ま
れ
る
、
自
殺
し
た
Ｋ
の
遺
書
に
し
て
も
、「
自
分
は
薄
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志
弱
行
で
到
底
行
先
の
望
み
が
な
い
か
ら
、
自
殺
す
る
と
い
ふ
丈
」（
下

四
十
八
）
の
「
簡
単
」
で
「
抽
象
的
」
な
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
遺
書

が
言
語
に
よ
る
自
己
表
現
で
あ
り
つ
つ
、
と
く
に
自
殺
の
場
合
、
そ
こ
で

表
現
さ
れ
て
い
る
自
己
を
無
化
す
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
た
め
に
、
両

者
の
均
衡
の
な
か
で
表
現
が
肥
大
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
遺
書
の
書
き
手
の
顧
慮
は
、
自
己
の
死
に
よ
っ
て
動
揺
や
混
乱
を
き

た
す
で
あ
ろ
う
遺
族
た
ち
に
、
わ
び
の
言
葉
と
と
も
に
向
け
ら
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
マ
ラ
ソ
ン
選
手
の
円
谷
幸
吉
の
遺
書
が
、
様
々
な
食
べ

物
の
思
い
出
と
と
も
に
親
し
い
人
び
と
の
追
憶
を
語
っ
た
後
、「
父
上
様

母
上
様
、
幸
吉
は
も
う
す
っ
か
り
疲
れ
切
っ
て
走
れ
ま
せ
ん
、
何
卒
、
お

許
し
下
さ
い
」
と
い
う
文
句
に
繋
が
っ
て
い
く
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、文
学
者
の
遺
書
に
お
い
て
も
、芥
川
龍
之
介
は
妻
文
子
に
宛
て
て
「
あ

ら
ゆ
る
人
々
の
赦
さ
ん
こ
と
を
請
ひ
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
赦
さ
ん
と
す
る

わ
が
心
中
を
忘
る
勿
れ
」
と
記
し
、
火
野
葦
平
は
「
す
み
ま
せ
ん
。
お
ゆ

る
し
下
さ
い
。
さ
よ
う
な
ら
」
と
記
し
て
い
た
。
ま
た
江
藤
淳
は
「
乞
う
、

諸
君
よ
、
こ
れ
を
涼
と
せ
ら
れ
よ
」
と
記
し
、「
自
ら
処
決
」
す
る
こ
と

へ
の
許
し
を
求
め
て
い
た

2
。

　

自
殺
者
が
示
す
、
こ
う
し
た
遺
さ
れ
た
近
親
者
へ
の
わ
び
や
顧
慮
を

『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
下
」
巻
に
当
て
は
め
れ
ば
、
当
然
先
生
が
第
一
に
配
慮

す
べ
き
対
象
は
妻
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
先
生
の
遺
書
が
破
格
で
あ
る
の

は
、
こ
の
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
先
生
が
遺
書
を
宛
て
る
べ
き

第
一
の
相
手
は
、
遺
族
と
な
る
妻
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実

に
は
血
の
つ
な
が
り
が
な
く
、
共
生
者
で
も
な
い
「
私
」
に
宛
て
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
は
り
妻
が
、
先
生
が
真
の
愛
を
向
け
る

相
手
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
疑
わ
し
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
確
か
に
先
生

は
、
今
後
の
生
活
に
不
自
由
し
な
い
だ
け
の
遺
産
を
妻
に
遺
し
て
命
を
絶

と
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
妻
に
対
す
る
配
慮
は
な
さ
れ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
「
私
は
妻
に
残
酷
な
驚
怖
を
与
へ
る
事
を
好
み
ま
せ
ん
。

私
は
妻
に
血
の
色
を
見
せ
な
い
で
死
ぬ
積つ

も
りで

す
」（
下
五
十
六
）
と
記
し
、

ま
た
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、「
私
は
妻
に
は
何
に
も
知
ら
せ
た
く
な

い
の
で
す
」（
下
五
十
六
）
と
述
べ
る
先
生
の
妻
に
対
す
る
顧
慮
は
、
彼

女
を
観
念
的
に
美
化
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
自
己
の
内
面
を
さ
ら
け
出

す
相
手
と
し
て
彼
女
が
選
び
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

も
し
先
生
が
一
個
の
人
間
と
し
て
妻
を
愛
し
て
い
る
な
ら
ば
、
醜
悪
な
面

を
も
含
む
形
で
、
彼
女
に
向
け
て
自
己
の
軌
跡
が
語
ら
れ
る
可
能
性
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
遺
書
を
書
き
出
そ
う
と
す
る

時
点
の
先
生
の
意
識
の
な
か
で
、
妻
と
の
間
に
距
離
が
置
か
れ
て
い
る
こ

と
は
否
定
し
え
な
い
。
一
方
妻
の
側
に
も
、
結
婚
に
至
る
経
緯
の
な
か
で

Ｋ
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
が
生
じ
た
こ
と
を
「
今
で
も
知
ら
ず
に
ゐ
る
」（
上

十
二
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
関
心
の
乏
し
さ
が
あ
り
、
先
生
自
身
に
対
し

て
も
、
そ
の
内
面
を
知
ろ
う
と
す
る
接
近
を
図
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が

察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

反
面
「
上
」
巻
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
生
の
「
私
」
が
先
生
に
接
近

を
試
み
る
有
様
は
、
ほ
と
ん
ど
同
性
愛
的
な
強
度
を
帯
び
て
お
り
、
ま
た

そ
の
地
平
に
こ
の
作
品
を
位
置
づ
け
る
読
解
も
な
さ
れ
て
い
る

３
。
先
生

は
、
自
分
に
接
近
す
る
「
私
」
に
対
し
て
「
あ
な
た
の
心
は
と
つ
く
の
昔

か
ら
恋
で
動
い
て
ゐ
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」（
上
十
三
）
と
告
げ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
否
認
す
る
「
私
」
に
対
し
て
、
先
生
は
さ
ら
に
「
恋
に

至
る
段
階
な
ん
で
す
。
異
性
と
抱
き
合
う
順
序
と
し
て
、
ま
ず
同
性
の
私

の
所
へ
動
い
て
来
た
ん
で
す
」（
上
十
三
）
と
断
定
し
て
い
る
。『
こ
ゝ
ろ
』

に
お
い
て
は
、
人
間
が
異
な
っ
た
人
間
に
惹
か
れ
る
情
動
が
、
異
性
間
と

同
性
間
で
ほ
と
ん
ど
差
別
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
異
性
愛
と
同
性
愛
を
平
準
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化
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
性
の
垣
根
を
越
え
た

人
間
の
「
心
」
の
運
動
性
が
こ
の
作
品
の
表
題
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

　

遺
書
が
宛
て
ら
れ
る
の
が
、
自
分
に
も
っ
と
も
親
し
い
相
手
に
対
し
て

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
先
生
の
心
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
き
な
比
重
を

占
め
る
人
間
は
「
私
」
で
あ
っ
て
妻
で
は
な
く
、
彼
と
の
間
に
精
神
的
な

紐
帯
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
営
為
こ
そ
が
、
こ
の
遺
書
の
執
筆
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
ま
た
「
私
」
が
遺
族
や
近
親
者
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

遺
書
が
一
人
の
〈
読
者
〉
に
対
し
て
宛
て
ら
れ
た
言
説
と
し
て
の
性
格
を

強
め
る
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
「
下
」
巻
の
内
容
は
、
遺
書
の
形
式
を

も
ち
な
が
ら
、
む
し
ろ
一
篇
の
〈
物
語
〉
と
し
て
の
趣
き
を
帯
び
る
こ
と

に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
文
学
作
品
の
一
部
と
し
て
提
示
さ
れ
る
登
場
人
物

の
遺
書
が
、
す
べ
か
ら
く
〈
物
語
〉
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。『
こ
ゝ
ろ
』
と
同
じ
く
明
治
天
皇
、
乃
木
希
典
の
死
に
触
発
さ
れ
て

書
か
れ
た
森
鴎
外
の
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』（
一
九
一
二
）
も
そ

の
一
つ
で
あ
り
、
や
は
り
遺
書
の
体
裁
が
取
ら
れ
な
が
ら
、
実
際
に
叙
さ

れ
て
い
る
も
の
は
、
自
死
に
よ
っ
て
自
己
の
生
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る

一
人
の
武
士
の
自
己
表
白
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
肥
後
藩
主
細
川

忠
利
に
仕
え
る
侍
で
あ
る
興
津
弥
五
右
衛
門
が
、
茶
事
に
用
い
る
伽
羅
の

香
木
を
入
手
す
る
命
を
受
け
て
長
崎
に
赴
き
、
そ
こ
で
高
価
な
本
木
を
購

入
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
安
価
な
末
木
の
購
入
を
主
張
す
る
同
輩
の
横

田
清
兵
衛
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
さ
か
い
の
末
横
田
を
斬
殺
す
る

に
至
っ
た
顛
末
が
語
ら
れ
、
そ
の
後
忠
利
が
没
す
る
こ
と
で
自
身
の
生
を

長
ら
え
て
い
る
意
味
を
見
出
し
難
く
な
っ
た
興
津
が
自
害
を
決
意
す
る

に
至
っ
た
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
遺
書
は
息
子
の
興
津
才
右
衛
門
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
点
で
通
例

の
形
式
を
有
し
て
お
り
、
分
量
的
に
も
『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
に
比
べ
れ

ば
は
る
か
に
少
な
い
が
、
内
容
的
に
は
主
君
の
命
を
絶
対
の
も
の
と
し
て

行
動
し
、
そ
の
遂
行
の
た
め
に
は
同
輩
を
斬
る
こ
と
に
も
躊
躇
し
な
い
武

士
と
し
て
の
自
覚
を
是
認
す
る
物
語
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
遺
族
に

対
す
る
顧
慮
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
香
木
の
購
入
を
め

ぐ
る
横
田
と
の
対
立
の
様
相
は
、
ほ
と
ん
ど
小
説
中
の
一
場
面
と
し
て
の

生
彩
を
放
っ
て
い
る
。「
た
か
が
四
畳
半
の
炉
に
く
べ
る
木
の
切
れ
な
ら

ず
や
、（
略
）
た
と
ひ
主
君
が
強
ひ
て
本
木
を
手
に
入
れ
た
く
思
召
さ
れ

な
ん
と
も
、
そ
れ
を
遂
げ
さ
せ
申
す
こ
と
阿
諛
便
佞
の
所
為
な
る
べ
し
」

と
い
う
合
理
的
な
主
張
を
お
こ
な
う
横
田
に
対
し
て
、
興
津
は
「
某
は
た

だ
主
命
と
申
す
も
の
が
大
切
な
る
に
て
、
主
君
あ
の
城
を
落
せ
と
仰
せ
ら

れ
候
は
ば
、
鉄
壁
な
り
と
も
乗
つ
取
り
申
す
べ
く
、
あ
の
首
を
取
れ
と
仰

せ
候
は
ば
、
鬼
神
な
り
と
も
討
ち
果
た
し
申
す
べ
く
と
同
じ
く
、
珍
し
き

品
を
求
め
参
れ
と
仰
せ
ら
れ
候
へ
ば
、
こ
の
上
な
き
名
物
を
求
め
ん
所
存

な
り
、
主
命
た
る
以
上
は
、
人
倫
の
道
に
悖
り
候
こ
と
は
格
別
、
そ
の
事

柄
に
立
入
り
候
批
判
が
ま
し
き
儀
は
無
用
な
り
」
と
応
え
、
武
士
と
し
て

の
意
識
を
明
確
化
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
現
在
の
視
点
で
過
去
の
軌
跡
を
綴
り
直
す
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
を
再
認
識
し
よ
う
と
す
る
営
為
が
、
本
来
物
語
叙
述

の
中
心
的
な
職
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
物
語
構
築
の
本
質

が
、
過
去
の
時
間
を
あ
ら
た
め
て
ミ
メ
ー
シ
ス
的
に
生
き
直
す
こ
と
に
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
『
時
間
と
物
語
』
で
あ
っ

た
が
、
一
見
江
戸
時
代
の
武
士
と
し
て
の
倫
理
観
を
表
明
し
た
だ
け
の
書

の
よ
う
に
映
る
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
過
去

の
時
間
を
生
き
直
す
こ
と
に
よ
る
自
己
の
再
認
識
と
い
う
、
物
語
行
為
の

本
質
は
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
作
品
の
例
を
も
う
一
つ
挙
げ
れ
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ば
、
太
宰
治
の
『
斜
陽
』（
一
九
四
八
）
に
含
ま
れ
る
、
主
人
公
か
ず
子

の
弟
で
あ
る
直
治
の
遺
し
た
遺
書
も
同
様
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。「
姉

さ
ん
。
／
だ
め
だ
。
さ
き
に
行
く
よ
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
こ
の

遺
書
に
お
い
て
前
景
化
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、「
人
間
は
、
み
な
同
じ
も

の
だ
」
と
い
う
観
念
を
通
俗
な
も
の
と
し
て
斥
け
、
自
己
を
「
貴
族
」
と

し
て
差
別
化
し
よ
う
と
す
る
一
人
の
青
年
の
意
識
的
な
営
為
で
あ
り
、
後

半
で
あ
る
人
妻
へ
の
愛
着
が
告
白
さ
れ
て
い
る
一
方
、
自
分
の
死
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
混
乱
や
迷
惑
な
ど
に
は
や
は
り
顧
慮
は
払

わ
れ
て
い
な
い
。
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
貴
族
」
と
し
て
生

ま
れ
、
死
ん
で
い
く
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
、
執
筆
時
に
明
確
化
さ
れ
た

自
己
像
の
提
示
な
の
で
あ
る
。

３　
叙
述
の
現
在
と
過
去

　　

こ
う
し
た
作
品
の
一
部
な
い
し
全
部
を
な
す
遺
書
に
お
い
て
も
、
書
く

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
再
構
築
す
る
と
い
う
方
向
性
は
明
瞭
で
あ
っ
た

が
、『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
で
は
、
遺
族
で
は
な
い
人
間
を
読
み
手
と
し
て

想
定
し
て
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
叙
述
の
特
質
が
一
層
顕

著
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
叙
述
の
焦
点
を
な
す
、
妻
と

な
っ
た
女
性
を
め
ぐ
る
関
係
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
女
性
が
過
去
の

存
在
で
は
な
く
、
執
筆
時
に
お
い
て
も
共
生
者
と
し
て
の
位
置
を
保
持
し

て
い
る
た
め
に
、
そ
の
時
間
的
な
推
移
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
評
価
の
変

化
が
、
叙
述
に
断
層
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
遺
書
が
妻

自
身
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
生
活
を
共
に
し

て
き
た
者
へ
の
謝
意
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
彼
女
に
か
つ

て
否
定
的
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
隠
蔽
な
い
し
糊
塗

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
先
生
の
遺
書
に
お
け

る
妻
は
、語
り
が
向
け
ら
れ
た
相
手
で
は
な
い
た
め
に
、第
三
者
的
な
〈
登

場
人
物
〉
と
し
て
の
位
置
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
彼
女
に
対
す
る
評
価
の

時
間
的
な
変
化
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
下
」
巻
の
叙
述
の
な
か
で
、
先
生
の
眼
差
し
に
捉
え
ら
れ
た
「
お
嬢

さ
ん
」
が
「
肉
の
臭
」
と
無
縁
な
「
神
聖
」
な
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
て
提

示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
執
筆
時
に
お
け
る
妻
へ
の
尊
重

が
遡
及
的
に
多
分
に
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
こ
そ
、
物

語
叙
述
に
お
け
る
自
己
構
築
作
用
が
姿
を
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
後

の
叙
述
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
生
は
下
宿
の
同
居
人
で
あ
る
Ｋ

と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
で
、
彼
を
出
し
抜
く
形
で
「
お
嬢
さ
ん
」
の
母

親
に
結
婚
の
申
し
出
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
で
彼
女
を

妻
と
し
た
の
だ
っ
た
が
、
Ｋ
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
を
派
生
さ
せ
つ
つ
得
た

女
性
が
、
そ
の
重
み
に
値
す
る
相
手
で
あ
る
こ
と
を
先
生
は
願
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
妻
と
な
っ
た
相
手
が
、「
神
聖
」
な
ほ

ど
の
高
み
に
置
か
れ
る
女
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
女
を
手
に
入
れ
た
自
分

の
所
行
が
肯
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
妻
と

な
っ
た
「
お
嬢
さ
ん
」
は
、
先
生
に
と
っ
て
良
き
伴
侶
と
な
っ
た
の
で
あ

り
、
先
生
は
彼
女
を
妻
と
し
た
こ
と
を
、
結
果
と
し
て
は
後
悔
し
て
い
な

い
に
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も
漱
石
自
身
の
妻
を
下
敷
き
と
す
る『
道
草
』

（
一
九
一
五
）
の
御
住
が
夫
の
健
三
を
苛
立
た
せ
る
よ
う
な
、
相
容
れ
な

い
他
者
性
を
『
こ
ゝ
ろ
』
の
妻
は
夫
に
突
き
つ
け
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
「
下
」
巻
第
十
四
章
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
お
嬢
さ
ん
」
の
「
神

聖
」
な
像
は
、
悲
劇
の
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
女
性
と
、
彼
女
を
得
た
自

分
を
と
も
ど
も
肯
定
す
る
た
め
に
、
事
後
的
に
な
さ
れ
た
理
想
化
で
あ
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
遺
書
の
〈
か
た
ち
〉
が
強
く

滲
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
点
で
『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
は
、
遺
書
と
い
う
よ
り
も
、
一
人
称

告
白
体
に
よ
る
物
語
の
一
般
的
な
性
格
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ

の
形
式
の
作
品
が
、
執
筆
時
の
視
点
か
ら
自
身
の
軌
跡
を
語
り
直
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
己
を
肯
定
的
に
再
構
築
す
る
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
森
鴎
外
の
『
舞
姫
』（
一
八
九
○
）
や

三
島
由
紀
夫
の
『
仮
面
の
告
白
』（
一
九
四
九
）
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ

り
、
た
と
え
ば
前
者
は
小
森
陽
一
が
指
摘
す
る

4
よ
う
に
、
留
学
先
で
恋

仲
と
な
り
、
妊
娠
ま
で
し
た
現
地
の
女
性
を
見
捨
て
て
日
本
に
帰
っ
て
来

よ
う
と
す
る
主
人
公
─
語
り
手
が
、
そ
の
所
以
を
自
己
の
「
弱
き
心
」
に

帰
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
不
可
抗
力
的
な
帰
趨
と
し
て
是
認

し
よ
う
と
す
る
物
語
と
し
て
眺
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
取
ら
れ
て
い
る
自
己

肯
定
的
な
叙
述
の
方
向
性
が
、『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
お
け
る

そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
強
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で

も
な
い
。
ま
た
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
も
、
前
半
で
綿
密
に
な
さ
れ

て
い
る
同
性
愛
者
と
し
て
の
自
己
造
形
は
、
後
半
で
語
ら
れ
る
異
性
愛
の

失
敗
に
対
す
る
理
由
づ
け
と
し
て
作
用
し
て
お
り
、
三
浦
雅
士
が
指
摘
す

る
5

よ
う
に
、
前
者
の
構
図
は
む
し
ろ
後
者
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
遡

及
的
な
自
己
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
「
仮
面
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

　
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
は
、
前
半
と
後
半
に
お
け
る
性
愛
の
ベ
ク

ト
ル
に
ズ
レ
が
生
じ
て
お
り
、
宿
命
的
な
同
性
愛
者
を
自
認
す
る
人
間
が

少
女
と
の
平
凡
な
恋
愛
に
陥
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
、
素
朴
な
疑
問
を
投

げ
か
け
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
が
目
立
た
な
く
さ
れ
て
い
る
の
は

こ
の
作
品
の
叙
述
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
に
見

出
さ
れ
た
ズ
レ
は
、
そ
れ
と
近
似
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
、
過
去
の
経
験
を
現
在
時
の
意
識
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
象
に
対
す
る
異
種
の
評
価
を
混
在
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
、
女
性
が
主
人
公
の
興
味
を
呼
ば
な
い

対
象
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
深
刻
な
関
心
事
で
も
あ
る
よ
う
に
、『
こ
ゝ

ろ
』
に
お
け
る
「
お
嬢
さ
ん
」
は
、「
肉
の
臭
」
を
喚
起
し
な
い
精
神
的

な
愛
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、「
是
非
御
嬢
さ
ん
を
専
有
し
た
い
と
い

う
強
烈
な
一
念
に
動
か
さ
れ
て
ゐ
る
私
」（
下
三
十
二
）
と
い
う
一
文
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
を
確
保
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
手
に
入
れ
ね

ば
な
ら
な
い
〈
物
〉
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
な
か
に
女
性
に
対
す
る
二
種

の
対
照
的
な
姿
勢
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
前

者
の
言
説
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、『
こ
ゝ
ろ
』
に
お
け
る

異
性
愛
を
精
神
的
、
感
情
的
な
方
面
に
引
き
つ
け
て
捉
え
、
さ
ら
に
そ
れ

を
漱
石
自
身
の
恋
愛
観
、
人
間
観
と
連
携
さ
せ
る
見
方
が
取
ら
れ
が
ち
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
江
藤
淳
は
「
明
治
の
一
知
識
人
」
で
『
こ
ゝ
ろ
』

の
先
生
に
つ
い
て
彼
が
「
Ｋ
に
忠
実
で
あ
り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、

彼
は
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
愛
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、逆
に
、

「
先
生
」
が
「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
す
る
自
分
の
感
情
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と

す
る
な
ら
、
彼
は
唯
一
の
親
友
Ｋ
を
裏
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
葛
藤
の
な
か
で
後
者
を
選
び
取
り
、
そ
の
結
果
自
己
を
動
か
し
て
い

る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
把
握
を
示
し
て

い
る

6
。
こ
こ
で
は
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
先
生
の
愛
情
が
第
一
に
前
提
さ

れ
、
そ
れ
を
貫
く
た
め
に
友
人
を
裏
切
っ
た
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
な
人

間
観
が
浮
上
し
て
い
る
が
、山
崎
正
和
の
「
淋
し
い
人
間
」
に
お
い
て
も
、

先
生
が
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
を
語
る
く
だ
り
が
「
ま
っ
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た
く
正
常
」
な
恋
愛
観
で
あ
る
と
さ
れ
、
先
生
が
恋
愛
の
精
神
的
な
面
に

あ
ま
り
に
も
潔
癖
で
あ
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
Ｋ
と
の
せ
め
ぎ
合
い
と
い
う

状
況
を
み
ず
か
ら
招
き
寄
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
見
方
が
提
示
さ
れ
て

い
た

7
。

　

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
生
の
「
お
嬢
さ
ん
」

へ
の
精
神
的
な
愛
情
で
あ
り
、
そ
れ
を
ロ
マ
ン
主
義
的
に
尊
重
し
す
ぎ
た

こ
と
が
Ｋ
と
の
葛
藤
、
さ
ら
に
は
Ｋ
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
把
握
が
示
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
先
生

が
遺
書
の
執
筆
時
に
お
こ
な
っ
て
い
る
、
叙
述
の
戦
略
に
素
朴
に
は
ま
り

込
ん
だ
読
解
と
し
て
の
趣
き
を
帯
び
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ま
で

眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
先
生
の
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
「
愛
」
は
、
事
後
的

に
明
確
化
さ
れ
た
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
を
捨
象
し
て
眺
め
れ
ば
、
先
生
が

下
宿
先
の
娘
で
あ
る
「
お
嬢
さ
ん
」
を
積
極
的
に
愛
し
て
い
た
こ
と
の
根

拠
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
先
生
に
と
っ
て
は
、
彼
女
は
美

し
い
に
し
て
も
、
琴
や
生
け
花
の
下
手
な
、
意
味
も
な
く
笑
う
不
愉
快
な

癖
を
も
っ
た
若
い
女
で
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
母
親
が
自
分
と
め
あ
わ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
節
も
感
じ
ら
れ
、
か
つ
て
叔
父
に
縁
談
が
ら
み
で
遺

産
の
一
部
を
使
い
込
ま
れ
た
経
験
を
も
つ
先
生
に
と
っ
て
は
、
お
嬢
さ
ん

は
警
戒
を
要
す
る
相
手
で
も
あ
っ
た
。
遺
書
に
記
さ
れ
た
「
お
嬢
さ
ん
」

へ
の
賛
辞
は
、
こ
の
距
離
を
美
的
に
転
化
さ
せ
た
も
の
以
外
で
は
な
い
。

そ
し
て
Ｋ
と
い
う
友
人
を
下
宿
に
導
き
入
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
警
戒
心

か
ら
、「
お
嬢
さ
ん
」
母
娘
と
の
間
に
緩
衝
材
を
置
こ
う
と
す
る
ゆ
え
の

選
択
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
山
崎
正
和
が
「
ま
っ
た
く
正
常
な
も
の
」
と
評
価
す
る
、
先

生
の
語
る
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
が
虚
構
的
な
産
物
で

あ
る
こ
と
は
、
漱
石
自
身
の
言
説
と
照
ら
し
て
も
傍
証
さ
れ
る
。
漱
石
は

『
文
学
論
』
で
、
ベ
ル
ギ
ー
や
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
者
の
説
を
引
用
し
つ

つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

D
elboeuf

な
る
人
か
く
云
へ
る
こ
と
あ
り
。「
凡
そ
年
若
き
男
女
が
、

慕
ひ
合
ふ
は
、彼
等
が
自
覚
せ
ず
し
て
、精
子
の
意
志
に
従
ふ
も
の
な
り
」、

B
ain

も
亦
「
触
は
恋
の
始
に
し
て
終
な
り
」
と
云
へ
り
。
随
分
如
何
は
し

き
言
葉
の
や
う
な
れ
ど
、
赤
裸
々
に
云
ひ
放
て
ば
、
真
相
は
か
く
あ
る
べ

き
な
り
。
た
ゞ
恋
は
神
聖
な
り
抔な

ど

、
説
く
論
者
に
は
頗
る
妥
当
を
欠
く
感

あ
る
べ
し
。
所
謂Plato

式
恋
愛
な
る
も
の
、
若
し
世
に
存
在
す
る
と
仮

定
せ
ば
、
こ
れ
に
は
劣
情
の
混
入
し
あ
ら
ざ
る
こ
と
勿
論
な
れ
ど
も
、
同

時
に
ま
た
劇
烈
の
情
緒
と
し
て
存
在
し
能
は
ざ
る
こ
と
も
明
か
な
り
。

（
第
一
編　

第
二
章
「
文
学
的
内
容
の
基
本
成
分
」）

　
『
こ
ゝ
ろ
』
の
執
筆
か
ら
五
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
文
で
あ
る
と
は
い

え
、
四
十
歳
に
達
し
て
い
た
漱
石
の
恋
愛
観
が
、
そ
の
後
大
き
く
変
化
す

る
と
は
考
え
難
い
。
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
恋
愛
が
性
欲
の
衝
動
に
導
か

れ
て
成
就
す
る
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
、「
恋
は
神
聖
な
り
抔な

ど

、
説
く
論

者
に
は
頗
る
妥
当
を
欠
く
感
あ
る
べ
し
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ

う
し
た
恋
愛
観
は
当
然
漱
石
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
明
治
四
〇

年
代
の
日
本
に
浸
透
し
て
い
た
一
般
的
な
考
え
方
に
属
す
る
。『
文
学
論
』

と
同
じ
明
治
四
〇
年（
一
九
〇
七
）に
発
表
さ
れ
た
二
葉
亭
四
迷
の『
平
凡
』

で
も
、
恋
愛
の
精
神
性
を
認
め
な
が
ら
も
、「
わ
た
し
ど
も
の
恋
の
本
体

は
い
つ
も
性
欲
だ
。
性
欲
は
高
尚
な
物
で
は
な
い
。
が
、
下
劣
な
物
と
も

思
へ
ん
。
中
性
だ
。
イ
ン
ジ
フ
ェ
レ
ン
ト
の
物
だ
」と
明
言
さ
れ
て
い
た
。

あ
る
い
は
小
説
作
品
で
は
な
い
が
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
出
さ

れ
た
『
恋
愛
と
女
性
』（
風
俗
矯
正
会
）
と
い
う
本
に
お
い
て
も
、
男
女
の



86

肉
体
の
和
合
を
も
っ
て
恋
愛
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
嗚
呼

恋
を
以
て
肉
交
に
非
ず
と
断
ず
る
世
の
論
者
は
、
蓋け

だ

し
皮
想
の
み
客
観
の

み
、
極
限
す
れ
ば
、
吾
人
を
し
て
以
て
痩
我
慢
に
非あ

ら
ざる

か
と
疑
は
し
む
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
明
治
二
〇
年
代
に
北
村
透
谷
や
厳
本
善
治

は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
基
底
と
し
た
精
神
的
恋
愛
の
価
値
を
称
揚
し
、

青
年
層
に
強
い
影
響
を
与
え
た
が
、「
自
然
主
義
」
の
時
代
と
な
っ
て
い
っ

た
日
露
戦
争
後
の
流
れ
の
な
か
で
、
人
び
と
は
性
欲
と
い
う
肉
体
的
「
自

然
」
を
排
除
し
な
い
形
で
の
恋
愛
の
あ
り
方
を
当
然
視
す
る
に
至
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

４　
自
己
確
保
の
行
動

　

も
っ
と
も
『
こ
ゝ
ろ
』
の
先
生
が
大
学
生
と
し
て
「
お
嬢
さ
ん
」
の
い

る
下
宿
で
暮
ら
し
て
い
た
の
は
明
治
三
〇
年
代
前
半
で
あ
っ
た
と
想
定

さ
れ
、
当
時
に
お
い
て
は
ま
だ
ロ
マ
ン
的
な
精
神
主
義
の
影
響
力
は
失
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
先
生
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
Ｋ
自
身

が
、
し
ば
し
ば
北
村
透
谷
と
も
比
較
さ
れ
る
、
宗
教
的
な
志
向
の
強
い

精
神
主
義
者
で
あ
り
、
そ
う
し
た
時
代
の
色
合
い
を
作
中
に
漂
わ
せ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
遺
書
に
含
ま
れ
る
「
信
仰
に
近
い
愛
」
の
言
説
が
、
執
筆

時
に
付
加
さ
れ
た
虚
構
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
前
提
す
れ
ば
、
む

し
ろ
先
生
は
〈
書
く
時
間
〉
と
〈
書
か
れ
る
時
間
〉
の
差
を
巧
み
に
活
用

し
て
、過
去
の
思
潮
を
取
り
込
み
つ
つ
青
年
期
の
〈
純
粋
な
愛
〉
の
イ
メ
ー

ジ
を
、
過
去
の
自
分
に
付
与
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

遺
書
の
な
か
で
な
さ
れ
る
、
先
生
の
よ
り
具
体
的
な
行
動
や
感
情
の
動

き
を
追
っ
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
決
し
て
強
い

牽
引
を
感
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
警
戒
の
交
え
た
視
線
を
向
け

る
相
手
で
あ
っ
た
下
宿
先
の
娘
が
、
友
人
の
欲
望
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
知
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
に
わ
か
に
確
保
す
べ
き
対
象
と
し
て

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
友
人
と
の
せ
め
ぎ
合
い
で
一
敗
地
に
ま
み
れ

な
い
た
め
に
、
策
を
尽
く
し
て
そ
れ
を
成
就
し
た
男
の
軌
跡
で
あ
る
。
総

じ
て
先
生
は
、
事
後
的
に
付
加
さ
れ
た
精
神
的
愛
の
言
説
と
は
裏
腹
に
、

む
し
ろ
物
質
的
な
執
着
の
強
い
人
間
で
あ
り
、
自
分
に
帰
属
し
て
い
る
、

あ
る
い
は
帰
属
す
べ
き
物
を
失
う
こ
と
を
耐
え
難
く
思
う
側
面
を
備
え

て
い
る
。
遺
産
相
続
を
め
ぐ
る
叔
父
と
の
軋
轢
は
、
そ
れ
を
端
的
に
物
語

る
挿
話
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

先
生
は
父
親
の
遺
産
の
管
理
を
叔
父
に
任
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
叔
父
が

そ
の
一
部
を
費
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
人
間
に
対
す
る

認
識
が
変
化
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。「
上
」

巻
で
先
生
は
若
い
「
私
」
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
私
は
他
に
欺
む
か
れ
た
の
で
す
。
し
か
も
血
の
つ
づ
い
た
親
戚
の
も
の

か
ら
欺
む
か
れ
た
の
で
す
。
私
は
決
し
て
そ
れ
を
忘
れ
な
い
の
で
す
。
私

の
父
の
前
に
は
善
人
で
あ
つ
た
ら
し
い
彼
等
は
、
父
の
死
ぬ
や
否
や
許
し

が
た
い
不
徳
義
漢
に
変
つ
た
の
で
す
。
私
は
彼
等
か
ら
受
け
た
屈
辱
と
損

害
を
子
供
の
時
か
ら
今
日
ま
で
脊
負
は
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
死
ぬ
ま
脊

負
わ
さ
れ
通
し
で
せ
う
。
私
は
死
ぬ
ま
で
そ
れ
を
忘
れ
る
事
が
出
来
な
い

ん
だ
か
ら
。
然
し
私
は
ま
だ
復
讐
を
し
ず
に
ゐ
る
。
考
へ
る
と
私
は
個
人

に
対
す
る
復
讐
以
上
の
事
を
現
に
遣
つ
て
ゐ
る
ん
だ
。
私
が
彼
等
を
憎
む

ば
か
り
ぢ
や
な
い
、
彼
等
が
代
表
し
て
ゐ
る
人
間
と
云
ふ
も
の
を
、
一
般

に
憎
む
事
を
覚
へ
た
の
だ
。
私
は
そ
れ
で
沢
山
だ
と
思
ふ
」　　
（
上
三
十
）
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こ
の
時
点
で
は
、
先
生
が
「
他
に
欺
む
か
れ
た
」
内
容
は
未
だ
明
ら
か

に
な
っ
て
い
な
い
が
、「
金
を
見
る
と
ど
ん
な
君
子
で
も
す
ぐ
悪
人
に
な

る
の
さ
」（
上
二
十
九
）
と
い
う
感
慨
の
説
明
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
の
表
白

に
含
ま
れ
る
憎
悪
は
、「
下
」
巻
の
遺
書
で
語
ら
れ
る
経
緯
と
照
ら
せ
ば
、

い
さ
さ
か
過
剰
な
も
の
と
し
て
響
か
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
先
生
が
父

の
遺
産
を
す
べ
て
叔
父
に
奪
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
困
窮
を
強
い
ら
れ
た

と
す
れ
ば
、
全
身
を
浸
す
ほ
ど
の
憎
悪
に
捉
え
ら
れ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
先
生
は
叔
父
に
そ
の
一
部
を
費
消

さ
れ
た
父
の
遺
産
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
〈
豊
か
〉
に
な
り
、
そ
の

た
め
「
お
嬢
さ
ん
」
母
娘
が
営
む
下
宿
で
悠
々
と
し
た
生
活
を
送
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
残
っ
た
遺
産
を
友
人
に
頼
ん
で
現
金
に
換

え
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
少
な
い
額
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い

て
、「
下
」
巻
九
章
で
、
先
生
は
は
っ
き
り
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

親
の
遺
産
と
し
て
は
固
よ
り
非
常
に
減
っ
て
ゐ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
私
が
積
極
的
に
減
ら
し
た
の
で
な
い
か
ら
、
猶
心
持
が
悪
か

つ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
学
生
と
し
て
生
活
す
る
に
は
そ
れ
で
充
分
以
上

で
し
た
。
実
を
い
ふ
と
私
は
そ
れ
か
ら
出
る
利
子
の
半
分
も
使
へ
ま
せ
ん

で
し
た
。
此
余
裕
の
あ
る
私
の
学
生
々
活
が
私
を
思
ひ
も
寄
ら
な
い
境
遇

に
陥
し
入
れ
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
九
）

　

こ
の
く
だ
り
に
つ
づ
く
「
下
」
巻
十
章
の
冒
頭
も
、「
金
に
不
自
由
の

な
い
私
は
、
騒
々
し
い
下
宿
を
出
て
、
新
ら
し
く
一
戸
を
構
へ
て
見
や
う

か
と
い
ふ
気
に
な
つ
た
の
で
す
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
記
述
を
見
る
限
り
、
先
生
が
金
に
関
し
て
叔
父
に
そ
れ
ほ
ど
強
い

憎
悪
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
的
な
根
拠
は
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
先
生
と
叔
父
を
比
較
す
れ
ば
、
執
拗
な
金
銭
欲
に
動
か
さ
れ
て

い
る
の
は
む
し
ろ
先
生
の
方
で
あ
る
。
先
生
は
叔
父
の
裏
切
り
を
通
し

て
、「
金
に
対
し
て
人
類
を
疑
ぐ
つ
た
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

大
仰
な
い
い
方
は
、
そ
れ
だ
け
先
生
が
「
金
」
に
対
し
て
置
い
て
い
る
比

重
の
大
き
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
逆
に
叔
父
は
単
に
金
銭
に
無
頓
着
で

あ
っ
た
た
め
に
、
兄
弟
の
遺
産
に
無
自
覚
に
手
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
も

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

先
生
が
「
金
」
に
代
表
さ
れ
る
物
質
的
な
富
に
対
す
る
欲
求
と
執
着
の

強
い
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
叔
父
と
の
確
執
の
挿
話
に
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
お
嬢
さ
ん
」
を
め
ぐ
る
Ｋ

と
の
せ
め
ぎ
合
い
を
眺
め
れ
ば
、
先
生
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
の
意
味
も
明

ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
先
生
は
「
お
嬢
さ
ん
」
に
と
く
に
異
性
と
し
て
強

く
惹
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
物
質
的
な
執
着
心
の
強
さ
か

ら
、
彼
女
が
自
分
以
外
の
人
間
に
奪
い
去
ら
れ
る
可
能
性
が
生
じ
た
時
、

全
力
を
挙
げ
て
そ
の
確
保
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
先
生
が
Ｋ

を
下
宿
の
同
居
人
と
し
て
導
き
入
れ
た
動
機
に
、
そ
の
物
質
主
義
的
な
志

向
が
う
ご
め
い
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
叔

父
と
の
来
歴
か
ら
、
先
生
は
自
分
に
接
近
し
て
く
る
よ
う
に
映
る
「
お
嬢

さ
ん
」
母
娘
に
警
戒
心
を
覚
え
て
お
り
、
Ｋ
を
導
き
入
れ
た
の
は
、
彼
等

と
の
間
に
距
離
を
置
く
と
い
う
含
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
忖
度
さ
れ
る
。
け

れ
ど
も
動
機
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
宗
教
や
哲
学
を
学
ぼ
う
と

し
た
た
め
に
、
彼
を
医
者
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
養
家
か
ら
絶
縁
を
言
い

渡
さ
れ
、
困
窮
し
て
い
た
Ｋ
を
同
居
人
と
す
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
彼
に

対
す
る
物
質
的
な
優
位
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
が
先
生

の
配
慮
の
起
点
に
あ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
水
川
隆
夫
の
『
夏
目
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』
を
読
み
な
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お
す
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
五
）
に
お
け
る
指
摘
が
当
を
得
て
い
る
。

水
川
は
Ｋ
を
同
居
人
と
し
た
動
機
と
し
て
、「
お
嬢
さ
ん
」
が
結
婚
に
値

す
る
女
性
で
あ
る
こ
と
を
、
尊
敬
す
る
友
人
で
あ
る
Ｋ
に
保
証
し
て
も

ら
い
、
ま
た
そ
の
相
手
を
彼
に
誇
り
た
か
っ
た
と
す
る
作
田
啓
一
の
見
方

や
、
愛
に
関
し
て
積
極
的
な
行
動
者
と
な
れ
な
い
先
生
が
、
自
己
を
行
動

に
駆
り
立
て
る
べ
く
、
Ｋ
を
「
潜
在
的
な
競
争
者
」
と
し
て
導
き
入
れ
た

と
す
る
山
崎
正
和
の
見
方
を
斥
け
、「「
先
生
」
の
心
の
奥
に
は
、
Ｋ
を
経

済
的
な
「
保
護
の
下
」（
下
二
十
一
）
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
何
を
し

て
も
Ｋ
に
及
ば
な
い
と
い
ふ
自
己
」（
下
二
十
四
）
か
ら
脱
出
し
、
心
理
的

な
優
位
を
回
復
し
た
い
と
い
う
競
争
心
も
潜
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
」

と
い
う
解
釈
を
提
示
し
て
い
る

8
。
こ
の
水
川
の
把
握
は
妥
当
な
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
物
質
主
義
者
と
し
て
の
先
生
の
輪
郭
が
明
瞭
に
浮
び
上

が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
先
生
が
Ｋ
を
下
宿
に
導
き
入
れ
た
の
は
、
経
済

的
に
窮
迫
し
て
い
た
Ｋ
を
救
う
た
め
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
け
れ

ど
も
そ
う
し
た
状
態
に
あ
る
Ｋ
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
は
、
つ

ね
づ
ね
勉
学
面
で
劣
等
感
を
抱
か
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
Ｋ
と
の
優
劣
関

係
を
逆
転
さ
せ
る
意
味
を
も
ち
、
し
か
も
下
宿
先
の
美
し
い
娘
と
い
つ
で

も
結
婚
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
の
だ
と
い
う
状
況
を
Ｋ
に
誇
示
す
る

こ
と
に
も
な
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
自
己
顕
示
を
、
先
生
は
友
愛
の
名
の

下
に
隠
蔽
し
、
心
理
的
な
負
担
を
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
Ｋ
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
先
生
の
眼
に
映
っ
た
限
り
で
は
、

女
性
に
興
味
を
示
さ
な
い
〈
堅
物
〉
で
あ
り
、
こ
う
し
た
優
位
性
が
覆
さ

れ
る
危
惧
は
乏
し
か
っ
た
。

　

加
え
て
Ｋ
を
「
お
嬢
さ
ん
」
母
娘
と
の
間
に
置
く
こ
と
で
、
彼
ら
の
接

近
を
牽
制
す
る
働
き
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
り
、
確
か
に
金

銭
的
余
裕
の
あ
る
先
生
に
と
っ
て
、
Ｋ
を
食
客
と
し
て
同
居
さ
せ
る
こ
と

は
、
何
重
に
も
有
利
な
取
引
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
計
算
の
下
に
先
生
は

Ｋ
と
の
同
居
生
活
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
計
算
違
い
で
あ
っ
た
の

は
、
Ｋ
が
異
性
に
対
し
て
不
感
症
で
は
な
く
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
る
可

能
性
を
は
ら
ん
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ

と
も
そ
れ
は
Ｋ
自
身
に
と
っ
て
も
意
想
外
の
展
開
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
彼

は
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
恋
情
を
意
識
す
る
こ
と
で
自
己
認
識
の
変
改
を
迫

ら
れ
、
そ
れ
が
自
己
否
認
的
な
意
味
を
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
苦
悩
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
一
方
先
生
は
Ｋ
の
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
恋
情
を
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｋ
と
の
優
劣
関
係
が
再
度
逆
転
す
る
可
能
性
が
発
生
し

た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
恐
慌
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
Ｋ
は
単
に
学
業
に
秀

で
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
一
人
の
男
と
し
て
の
魅
力
に
も
富
ん
で
い
る
よ

う
に
見
え
た
の
で
あ
り
、
恋
愛
の
担
い
手
と
し
て
の
相
貌
を
呈
す
る
こ
と

で
、
Ｋ
の
そ
の
側
面
は
一
層
強
く
映
じ
る
よ
う
に
な
る
。

　

容
貌
も
Ｋ
の
方
が
女
に
好
か
れ
る
や
う
に
見
え
ま
し
た
。
性
質
も
私
の

や
う
に
こ
せ
〳
〵
く
し
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
が
、
異
性
に
は
気
に
入
る
だ
ら

う
と
思
は
れ
ま
し
た
。
何
処
か
間
が
抜
け
て
ゐ
て
、
そ
れ
で
何
処
か
に
確し

つ

か
り
し
た
男
ら
し
い
と
こ
ろ
の
あ
る
点
も
、私
に
は
優
勢
に
見
え
ま
し
た
。

学が
く
り
き力

に
な
れ
ば
専
門
こ
そ
違
ひ
ま
す
が
、
私
は
無
論
Ｋ
の
敵
で
は
な
い
と

自
覚
し
て
ゐ
ま
し
た
。
─
凡
そ
向
ふ
の
好
い
所
丈
が
斯
う
一
度
に
眼
に

散
ら
つ
き
出
す
と
、
一
寸
安
心
し
た
私
は
す
ぐ
元
の
不
安
に
立
ち
返
る
の

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
二
十
九
）

　

経
済
的
条
件
を
捨
象
し
て
、
男
と
し
て
の
性
質
や
属
性
を
比
較
す
れ

ば
、
自
分
の
方
が
Ｋ
の
劣
位
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
先
生
は
自

覚
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
先
生
が
自
身
の
拠
り
所
と
す
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る も の が 物 質 的 な 所 有 に あ っ た こ と を 物 語 っ て も い る 。 そ の なか に は 「 お 嬢 さ ん 」 そ の 人 の 帰 属 も 含 ま れ て い た の で あ り 、

そ

の た め 先 生 は 自 身 の 根 拠 を 守 る べ く 、  「 お 嬢 さ ん 」 を 確 保 す る行 動 に 駆 り 立 て ら れ る の で あ る 。５
　
模 倣 さ れ る 欲 望

　
こ こ で 想 起 さ れ る の が 、 ル ネ ・ ジ ラ ー ル の よ く 知 ら れ た 「 欲

望 の 三 角 形 」 の 理 論 で あ ろ う 。 ジ ラ ー ル は 人 間 の 欲 望 は 基 本 的に 「 他 者 に よ る 欲 望 」 で あ り 、 人 間 は こ の 「 他 者 に よ る 欲 望 」を 模 倣 す る こ と で 自 身 の 欲 望 を 意 識 す る と さ れ る

9。 水 川 隆 夫

が 言 及 し て い る 作 田 啓 一 の 論 も こ の ジ ラ ー ル の 図 式 を 踏 ま えて い る が 、 こ こ で は 先 生 は Ｋ の 欲 望 そ の も の を 模 倣 す る と い うよ り 、 尊 敬 す べ き 「 師 」 的 存 在 と し て 彼 の 人 間 性 全 体 に 敬 意 を払 い 、 模 倣 の 対 象 と す る と い う 見 方 が 取 ら れ て い た

1 0。 そ こ か

ら 先 生 は そ う し た 人 物 で あ る Ｋ に 、 自 分 が 結 婚 す る 可 能 性 の ある 女 性 を 見 せ よ う と し た と い う 解 釈 が 生 ま れ て い た が 、 作 田 が捉 え る 以 上 に 端 的 な 形 で 、 先 生 は 「 欲 望 の 三 角 形 」 の 図 式 を 満た し て い る と 思 わ れ る 。　
す な わ ち 、 ジ ラ ー ル は 三 角 形 的 な 欲 望 の 主 体 を 虚 栄 心 の 強 い

人 間 な い し ス ノ ッ ブ と 見 な し 、  「 虚 栄 心 を 持 っ た 人 間 が あ る 対象 を 欲 望 す る た め に は 、 そ の 対 象 物 が 、 彼 に 影 響 力 を も つ 第 三者 に よ っ て す で に 欲 望 さ れ て い る と い う こ と を 、 そ の 男 に 知 らせ る だ け で 十 分 で あ る 」

（ 古 田 幸 男 訳 ）

と 述 べ て い る 。 こ の 規 定

は 『 こ ゝ ろ 』 の 先 生 に ほ ぼ そ の ま ま 適 用 し う る だ け で な く 、 先

生 の 「 欲 望 」 の 性 質 と と も に 、 彼 が 「 虚 栄 心 を 持 っ た 男 」 で ある こ と を 示 唆 し て い る 。 こ れ ま で の 検 討 か ら も 、 先 生 が 虚 栄心 の 強 い 人 間 で あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 Ｋ を 自 分 の 下 宿 に 居候 さ せ る こ と に な っ た 動 機 も そ こ に あ っ た 。 先 生 の 生 活 ス タ イル も 、 学 生 の 身 分 に は 贅 沢 な 下 宿 で 「 主 人 の や う な 」

（ 下 十 六 ）

顔 を し て 暮 ら し て い る こ と を は じ め と し て 、 物 質 的 な 余 裕 にの っ と っ た も の で あ る 。 週 末 に は 「 御 嬢 さ ん の 気 に 入 る や う な帯 や 反 物 を 買 つ て 遣 り た か つ た 」

（ 下 十 七 ）

こ と か ら 、  「 お 嬢 さ

ん 」 母 娘 と 日 本 橋 に 買 い 物 に 出 か け 、 履 き 物 に し て も 「 ハ イ カラ で 手 数 の か ゝ る 編 上 」

（ 下 二 十 六 ）

と い う 、  ま さ に 「 ス ノ ッ ブ 」

な 物 を 履 い て い る の で あ る 。　
こ う し た 人 間 と し て 象 ら れ て い る 先 生 が 、  「 他 者 に よ る 欲 望 」

を 模 倣 し て 自 分 の も の と す る 、 三 角 形 的 な 欲 望 の 主 体 と な る のは 自 然 な 成 り 行 き で あ る 。 ジ ラ ー ル の 図 式 を 引 き 継 い で 述 べ れば 、 虚 栄 心 の 強 い ス ノ ッ ブ 的 な 人 間 が 「 他 者 に よ る 欲 望 」 に 感染 し や す い の は 、 自 己 愛 の 強 さ か ら 派 生 し て い る 。 心 理 学 者 のネ ー サ ン ・ シ ュ ワ ル ツ ＝ サ ラ ン ト は 自 己 愛 者 的 性 格 の 人 間 を 分析 し 、 彼 ら に 「 憎 悪 、 憎 し み 、 羨 望 と い っ た 情 動 が 際 立 っ て いる こ と が 確 か で あ る 」

（ 穂 刈 千 恵 ら 訳 、  以 下 同 じ ）

と 述 べ て い る が 、

こ う し た 情 動 に 動 か さ れ や す い の は 、 彼 ら が 「 内 的 支 え が 何 もな い こ と を 察 し て 自 分 自 身 の 内 的 資 質 を 信 頼 し な い た め 」 に ほか な ら な か っ た

1 1。 こ う し た 特 質 は ほ と ん ど 『 こ ゝ ろ 』 の 先 生

の も の で も あ る 。 先 生 は 「 内 的 支 え が 何 も な い 」 た め に 、 物 質的 条 件 に 執 着 す る ほ か な く 、 そ こ か ら 叔 父 へ の 「 憎 し み 」 や Ｋへ の  「 羨 望 」  を 生 じ さ せ て し ま う の で あ る 。 こ う し た  「 内 的 支 え 」を も た な い 人 間 は 、 一 つ の 時 代 や 共 同 体 の 潮 流 の な か で 、 他 者
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が
得
よ
う
と
す
る
も
の
を
手
に
し
て
い
な
い
こ
と
に
欠
如
感
を
覚
え
、
そ

れ
に
よ
っ
て
自
己
が
劣
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
払
拭
す
る
べ
く
「
他
者
に
よ
る
欲
望
」
を
模
倣
し
つ
つ
、
そ
れ
を
過
剰

に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

先
生
が
、「
お
嬢
さ
ん
」
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
Ｋ
の
告
白
を
聞
い
た

時
に
動
揺
し
た
の
も
、
こ
の
自
己
を
浸
食
す
る
欠
如
感
の
到
来
の
予
感
ゆ

え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
時
点
か
ら
「
お
嬢
さ
ん
」
は
、
彼
女
へ
の
感

情
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
を
保
持
す
る
た
め
に
手
に
入
れ
る
べ
き
対

象
と
し
て
せ
り
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
予
感
は
Ｋ
の

告
白
に
よ
っ
て
突
然
訪
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
予
兆
と
い
う
べ
き
段
階

が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
化
さ
れ
る
見
通
し
を
確
定
さ

せ
た
も
の
が
Ｋ
の
告
白
で
あ
っ
た
。
先
生
は
下
宿
で
Ｋ
と
「
お
嬢
さ
ん
」

が
接
近
す
る
と
こ
ろ
を
し
ば
し
ば
目
撃
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
警

戒
心
の
対
象
で
も
あ
っ
た
彼
女
が
、
今
度
は
何
と
し
て
も
「
専
有
し
た
い

と
云
ふ
強
烈
な
一
念
に
動
か
さ
れ
」（
下
三
十
二
）
る
存
在
に
変
じ
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
す
で
に
「
お
嬢
さ
ん
」
は
「
専
有
」
と
い
う

物
質
的
所
有
の
対
象
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｋ
の
告
白
を
聞
く
に
あ
た

り
、彼
女
は
完
全
に
、あ
ら
ゆ
る
方
策
を
尽
く
し
て
手
に
入
れ
る
べ
き
〈
獲

物
〉
と
し
て
先
生
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
Ｋ
は
、

打
ち
倒
す
べ
き
〈
敵
〉
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
丁
度
他
流
試
合
で
も
す
る
人
の
や
う
に
Ｋ
を
注
意
し
て
見
て
ゐ
た

の
で
す
。
私
は
、
私
の
眼
、
私
の
心
、
私
の
身
体
、
す
べ
て
私
と
い
ふ
名

の
付
く
も
の
を
五
分
の
隙
間
も
な
い
や
う
に
用
意
し
て
、
Ｋ
に
向
つ
た
の

で
す
。
罪
の
な
い
Ｋ
は
穴
だ
ら
け
と
い
ふ
よ
り
寧
ろ
明
け
放
し
と
評
す
る

の
が
適
当
な
位
に
無
用
心
で
し
た
。
私
は
彼
自
身
の
手
か
ら
、
彼
の
保
管

し
て
ゐ
る
要
塞
の
地
図
を
受
取
つ
て
、
彼
の
眼
の
前
で
ゆ
つ
く
り
そ
れ
を

眺
め
る
事
が
出
来
た
も
同
じ
で
し
た
。

　

Ｋ
が
理
想
と
現
実
の
間
に
彷
徨
し
て
ふ
ら
〳
〵
し
て
ゐ
る
の
を
発
見
し

た
私
は
、
た
ゞ
一
打
で
彼
を
倒
す
事
が
出
来
る
だ
ら
う
と
い
ふ
点
に
ば
か

り
眼
を
着
け
ま
し
た
。
さ
う
し
て
す
ぐ
彼
の
虚
に
付
け
込
ん
だ
の
で
す
。

私
は
彼
に
向
つ
て
急
に
厳
粛
な
改
た
ま
つ
た
態
度
を
示
し
出
し
ま
し
た
。

無
論
策
略
か
ら
で
す
が
、
そ
の
態
度
に
相
応
す
る
位
な
緊
張
し
た
気
分
も

あ
つ
た
の
で
す
か
ら
、
自
分
に
滑
稽
だ
の
羞
恥
だ
の
を
感
ず
る
余
裕
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
四
十
一
）

  

こ
こ
に
含
ま
れ
る
「
他
流
試
合
」「
要
塞
の
地
図
」「
一
打
で
彼
を
倒
す
」

「
策
略
」
と
い
っ
た
言
葉
が
す
べ
て
〈
戦
い
〉
な
い
し
〈
戦
争
〉
と
直
結

す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
明
ら
か
に
先
生
は
「
お
嬢

さ
ん
」
の
帰
趨
を
め
ぐ
っ
て
Ｋ
に
戦
い
を
仕
掛
け
、
彼
女
の
「
専
有
」
を

果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
せ
め
ぎ
合
い
に
お
い
て
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
先
生
に
と
っ
て
は
「
お
嬢
さ
ん
」
の
心
で
は

な
く
身
体
の
帰
属
先
で
あ
り
、
そ
れ
を
結
婚
と
い
う
形
で
自
分
の
元
に

固
定
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
Ｋ
に
対
す
る
敗
者
と
な
る
と
い
う
自
己
喪
失
を

回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
生
は
Ｋ
に
対
す
る
勝
利
を
得
る
た
め
、
か

つ
て
自
分
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
「
精
神
的
な
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿

だ
」（
下
四
十
一
）
と
い
う
言
葉
を
Ｋ
に
浴
び
せ
て
動
揺
さ
せ
、
そ
の
上

で
「
お
嬢
さ
ん
」
の
母
親
に
「
奥
さ
ん
、御
嬢
さ
ん
を
私
に
下
さ
い
」（
下

四
十
五
）
と
い
う
申
し
出
を
お
こ
な
い
、
た
だ
ち
に
そ
れ
に
対
す
る
同
意

を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

　

先
生
が
Ｋ
に
勝
利
す
る
た
め
に
、
せ
め
ぎ
合
い
の
地
平
を
〈
恋
愛
〉
か

ら
〈
結
婚
〉
に
移
し
た
の
は
賢
明
な
選
択
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
生
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は
自
分
が
負
け
を
喫
さ
な
い
土
俵
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
先
生

は
Ｋ
を
「
お
嬢
さ
ん
」
を
め
ぐ
る
〈
敵
〉
と
し
て
認
識
し
て
以
降
、
彼
女

を
Ｋ
に
渡
さ
な
い
た
め
の
作
戦
を
練
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
先
生
が

「
お
嬢
さ
ん
」
を
独
立
し
た
人
格
で
は
な
く
、一
個
の
〈
物
〉
と
し
て
扱
っ

た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
彼
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
差
別
意
識
の
現
れ
で
は
な

い
。
明
治
期
の
社
会
が
ま
だ
女
性
を
独
立
し
た
人
格
と
し
て
見
な
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
当
時
の
民
法
に
お
い
て
も
、
女
性
の
主
体
性
は

相
対
的
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
二
十
五
歳
以
下
の

女
性
は
、
親
の
承
諾
な
く
結
婚
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
そ
の
年
齢
の
域
に
あ
る
「
お
嬢
さ
ん
」
が
、
結
婚
の
相
手
を
自
身
の
判

断
で
選
び
取
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
一
方
妻
を
娶
る
男
性
の
側
に

は
、
妻
を
扶
養
し
て
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
責
務
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、

居
候
の
身
で
扶
養
能
力
を
も
た
な
い
Ｋ
が
、「
お
嬢
さ
ん
」
を
妻
と
す
る

こ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
困
難
で
あ
っ
た
。
先
生
は
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え

た
上
で
、
主
体
的
な
感
情
の
圏
域
に
生
起
す
る
〈
恋
愛
〉
で
は
な
く
、
そ

の
外
側
に
成
り
立
つ
〈
結
婚
〉
の
地
平
で
自
己
の
優
位
性
を
確
保
し
、
Ｋ

を
凌
駕
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
先
生
は
目
論
見
ど
お
り
、
Ｋ
を
出
し
抜
く
形
で
「
お
嬢
さ
ん
」

を
妻
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
至
る
過
程
で
、
先
生

は
「
お
嬢
さ
ん
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
Ｋ
に
優
越
す
る
自
己
を
失
う

ま
い
と
す
る
焦
慮
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、「
上
」
巻
十
四

章
で
先
生
が
「
私
」
に
言
う
自
己
不
信
の
言
葉
は
、
こ
の
衝
動
的
な
自
己

確
保
の
行
動
へ
の
没
入
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
生
は
「
私
」

に
「
私
は
私
自
身
さ
え
信
用
し
て
ゐ
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
自
分
で
自
分

が
信
用
で
き
な
い
か
ら
、
人
も
信
用
で
き
な
い
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で

す
」
と
言
い
、「
私
」
が
「
さ
う
む
づ
か
し
く
考
へ
れ
ば
、
誰
だ
つ
て
確

か
な
も
の
は
な
い
で
せ
う
」
と
反
駁
し
た
の
に
対
し
て
、「
い
や
考
へ
た

ん
ぢ
や
な
い
。
遣
つ
た
ん
で
す
。
遣
つ
た
後
で
驚
い
た
ん
で
す
。
さ
う
し

て
非
常
に
怖
く
な
つ
た
ん
で
す
」
と
応
え
て
い
る
。
こ
の
時
先
生
の
念
頭

に
浮
か
ん
で
い
た
も
の
は
、
Ｋ
と
の
せ
め
ぎ
合
い
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た

結
果
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
先
生
が
Ｋ
を
押
し
の
け
て
「
お
嬢
さ
ん
」

を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
正
当
な
行
為
で
あ
る
か
否

か
を
「
考
へ
」
る
余
地
も
な
い
切
迫
感
に
促
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

先
生
は
と
に
か
く「
お
嬢
さ
ん
」を
獲
得
す
る
た
め
の
最
短
の
行
為
を「
遣

つ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
Ｋ
の
自
殺
と
い
う
結
果
に
「
遣

つ
た
後
で
驚
い
た
」
の
で
あ
る
。

　

そ
の
〈
驚
き
〉
は
同
時
に
自
身
の
内
の
「
考
へ
」
の
空
白
、
い
い
か
え

れ
ば
「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
す
る
感
情
的
内
実
の
欠
如
を
先
生
に
実
感
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
露
骨
な
対
照
を
な
す
の
が
、
Ｋ
が
自
殺
の
際

に
ほ
と
ば
し
ら
せ
た
「
血
」
の
激
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
が
意
図
し

た
の
で
は
な
く
と
も
、
先
生
の
内
に
欠
如
し
て
い
る
「
お
嬢
さ
ん
」
と

い
う
対
象
に
対
す
る
内
的
感
情
の
希
薄
さ
を
先
生
に
振
り
向
か
せ
る
〈
あ

て
つ
け
〉
と
し
て
の
効
果
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
先
生
に
、
Ｋ
の
死
を

十
字
架
と
し
て
負
わ
せ
、
毎
月
の
墓
参
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
妻

と
な
っ
た
「
お
嬢
さ
ん
」
と
の
生
活
に
お
い
て
、
彼
が
欠
如
さ
せ
て
い
た

も
の
を
事
後
的
に
取
り
戻
さ
せ
る
機
縁
と
し
て
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
現
実
に
「
お
嬢
さ
ん
」
は
共
生
者
と
し
て
、
少
な
く
と
も

先
生
に
不
適
な
女
性
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
日
々
の
積
み
重
ね

の
な
か
で
彼
女
を
慈
し
む
心
と
し
て
の
愛
情
は
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
先
生
が
、
明
治
と
い
う
時
代
の
終
わ
り
と
と
も
に
自
己

の
生
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
は
、
も
ち
ろ
ん
妻
と
の
関
係
と
は
別

の
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
場
所
で
述
べ
る
必
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要
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
自
己
の
生
の
収
束
地
点
で
、
先
生
は
そ

れ
ま
で
の
軌
跡
を
辿
り
直
し
、
か
つ
て
の
「
お
嬢
さ
ん
」
を
妻
と
し
、
彼

女
と
共
に
生
き
て
き
た
時
間
を
肯
定
す
る
た
め
の
〈
物
語
〉
を
仮
構
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
過
去
の
描
出
と
現
在
の
感
慨
の
微
妙
な

交
錯
が
、
焦
点
と
な
る
妻
へ
の
眼
差
し
に
揺
れ
を
生
じ
さ
せ
、
結
果
と
し

て
断
層
を
は
ら
ん
だ
一
編
の
〈
物
語
〉
と
し
て
の
〈
か
た
ち
〉
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
注

１　
『
こ
ゝ
ろ
』
の
原
稿
自
体
は
、
十
九
字
詰
十
行
の
「
漱
石
山
房
」
原
稿
用
紙
に
書
か

れ
、
連
載
一
回
分
の
分
量
が
お
よ
そ
八
枚
で
あ
る
。「
下
」
相
当
分
は
初
出
の
五
十
五

回
分
か
ら
百
十
回
分
ま
で
の
五
十
六
回
分
で
あ
り
、
全
体
の
ち
ょ
う
ど
半
分
強
を
占

め
て
い
る
（『
漱
石
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
・
九
、
に
お
け
る
重
松

泰
雄
の
後
記
に
よ
る
）。

２　

こ
れ
ら
の
遺
書
に
つ
い
て
は
、
瀬
古
浩
爾
『
日
本
人
の
遺
書
』（
洋
泉
社
、

二
〇
〇
八
）
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

３　

大
岡
昇
平
は
『
小
説
家　

夏
目
漱
石
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
）
で
、「
奥
さ
ん

は
男
同
士
の
劇
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
、
外
国
で
は
『
こ
ゝ
ろ
』
は
同
性
愛

の
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
く
ら
い
な
ん
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
宮
崎
か
す
み

『
百
年
後
に
漱
石
を
読
む
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
九
）
で
は
、
先
生
と
Ｋ
と

の
関
係
が
相
互
の
分
身
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
と
り
わ
け
先
生
の
Ｋ
に
対
す
る
執

着
は
同
性
愛
の
一
つ
の
形
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。

４　

小
森
陽
一
「
結
末
か
ら
の
物
語

─
『
舞
姫
』
に
お
け
る
一
人
称
」（『
文
体
と
し

て
の
物
語
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
、
に
所
収
）。

５　

三
浦
雅
士『
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
水
脈
』（
福
武
書
店
、一
九
八
四
）。
三
浦
は「
第
一
章
、

第
二
章
で
語
ら
れ
る
同
性
愛
は
、
第
三
章
、
第
四
章
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
事
件
の
原

因
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

６　

江
藤
淳「
明
治
の
一
知
識
人
」（『
決
定
版　

夏
目
漱
石
』新
潮
社
、一
九
七
四
、所
収
）。

７　

山
崎
正
和
「
淋
し
い
人
間
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
七
・
一
一
→
『
淋
し
い
人
間
』

河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
八
）。

８　

も
っ
と
も
論
全
体
に
お
け
る
把
握
と
し
て
は
、
水
川
と
山
崎
の
間
に
さ
ほ
ど
の
差

は
な
い
。
水
川
は
先
生
が
「
ど
う
し
て
も
奥
さ
ん
を
通
し
て
お
嬢
さ
ん
に
結
婚
の
申

し
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
彼
が
「
愛
を
固
定

的
に
考
え
、
愛
が
求
婚
や
交
際
に
よ
っ
て
変
化
し
成
長
し
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
山
崎
の
観
点
と
同
じ
で

あ
る
。
ま
た
水
川
は
Ｋ
の
告
白
を
聞
い
た
後
に
「
自
分
も
お
嬢
さ
ん
を
愛
し
て
い
る

こ
と
を
切
り
出
す
の
は
、
表
面
的
に
は
「
変
」
で
あ
り
「
不
自
然
」
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
異
性
へ
の
接
近
の
〈
時
機
〉
を
め
ぐ
る
葛
藤
に
お
い
て
は
、

精
神
面
で
は
Ｋ
に
劣
る
と
考
え
る
先
生
が
物
質
面
で
凌
ご
う
と
す
る
と
い
う
、
両
者

の
微
妙
な
優
劣
関
係
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

９　

Ｒ
・
ジ
ラ
ー
ル
『
欲
望
の
現
象
学
』（
古
田
幸
男
訳
、
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
七
一
、
原
著
は
一
九
六
一
）。

10　

作
田
啓
一
『
個
人
主
義
の
運
命

─
近
代
小
説
と
社
会
学
』（
岩
波
新
書
、

一
九
八
一
）。
ジ
ラ
ー
ル
の
論
の
理
解
と
し
て
は
、
小
論
よ
り
も
む
し
ろ
作
田
の
論
の

方
が
趣
旨
に
叶
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ジ
ラ
ー
ル
の
主
題
は
自
己
の
分
身
的
な
鏡

像
を
模
倣
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階

論
を
拡
張
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
ラ
カ
ン
が
鏡
像
段
階
を
離
乳

期
の
幼
児
に
限
定
し
て
考
え
る
の
は
、
こ
の
観
念
の
範
疇
を
や
や
狭
く
限
定
し
す
ぎ

る
こ
と
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ラ
ー
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
人
間
は

成
人
し
て
後
も
、
鏡
像
に
動
か
さ
れ
る
振
舞
い
を
取
り
つ
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。



— — — 　〈 か た ち 〉 の 変 容 　 — — —

9 3

1 1　
Ｎ ・ シ ュ ワ ル ツ ＝ サ ラ ン ト 『 自 己 愛 と そ の 変 容

─
ナ ル シ シ ズ ム

と ユ ン グ 派 の 心 理 療 法 』  （ 小 川 捷 之 監 訳 、 新 曜 社 、 一 九 九 五 、 原 著 は一 九 八 二 ）  。
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は
じ
め
に

　

一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
、
大
日
本
帝
国
か
ら
の
真
珠
湾
奇
襲
攻
撃
を

受
け
て
対
日
宣
戦
布
告
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
合
州
国
は
、

そ
の
翌
年
二
月
に
大
統
領
令
を
公
布
し
て
軍
事
地
域
か
ら
の
民
間
人
排

除
を
宣
言
し
、
三
月
に
入
る
と
北
米
の
西
海
岸
地
域
に
居
住
す
る
一
一
万

人
を
超
え
る
日
系
住
民
に
対
し
て
強
制
退
去
を
敢
行
し
、
強
制
収
容
を

行
っ
た

１
。
こ
の
出
来
事
は
合
州
国
史
上
最
大
の
違
憲
行
為
の
ひ
と
つ
と

さ
れ

2
、
実
際
、
戦
後
四
〇
年
以
上
経
た
後
に
、
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た

と
は
い
え
、
合
州
国
政
府
は
も
と
収
容
者
た
ち
に
対
し
て
公
式
に
謝
罪

し
、
補
償
を
行
っ
た

3
。
確
か
に
、
憲
法
で
住
民
の
自
由
と
平
等
を
謳
う

民
主
的
な
は
ず
の
法
治
国
家
が
、
自
国
内
の
特
定
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を

市
民
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
敵
性
外
国
人
（enem

y alien
）
と
一
方
的

に
断
定
し
、
法
的
な
根
拠
と
吟
味
を
著
し
く
欠
い
た
ま
ま
立
法
措
置
を
講

じ
て
、
血
統
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
住
民
丸
ご
と
（
祖
先
が
日
本
人
で
あ

る
者
）
を
広
範
な
地
域
か
ら
、
ご
く
短
期
間
の
う
ち
に
強
制
的
に
財
産
を

処
分
さ
せ
た
上
で
退
去
さ
せ
、
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
に
強
制
収
容

し
た
事
態
は
、
許
さ
れ
ざ
る
国
家
犯
罪
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
や
人
種
的
に
規
定
さ
れ
た

集
団
に
対
す
る
法
に
基
づ
く
強
制
退
去
・
強
制
収
容
な
ら
ば
、
合
州
国
史

上
に
先
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ
り
ま
ず
民
族
絶
滅
政
策
の
プ

ロ
セ
ス
と
い
っ
て
い
い
先
住
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
が
あ
る

4
。
あ
る
い
は

奴
隷
制
下
は
も
と
よ
り
奴
隷
解
放
後
で
も
一
九
六
四
年
に
公
民
権
法
が

可
決
さ
れ
る
ま
で
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
対
す
る
人
種
差
別
と

人
種
隔
離
が
、
い
わ
ば
政
策
と
し
て

0

0

0

0

0

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
強
制
退
去

や
強
制
収
容
に
つ
な
が
る
、
国ス

テ

イ

ト

家
お
よ
び
州
に
よ
る
人
種
的
に
規
定
さ
れ

た
特
定
の
集
団
に
対
す
る
移
動
と
居
住
を
制
限
す
る
差
別
的
な
囲
い
込

み
政
策
と
い
っ
た
文
脈
で
と
ら
え
る
こ
と
も
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い

だ
ろ
う

5
。

　

ま
た
、
交
戦
状
態
に
あ
る
敵
国
民
や
そ
の
子
孫
た
ち
へ
の
強
制
退
去
・

強
制
収
容
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
ド
イ

ツ
系
住
民
の
一
部
に
対
し
て
強
制
収
容
・
強
制
退
去
が
行
わ
れ
て
い
る

し
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
始
ま
り
と
と
も
に
、
全
米
中
に
反
ド
イ
ツ
感
情

が
高
ま
り
、
排
斥
と
暴
力
が
吹
き
荒
れ
（
死
者
ま
で
が
出
て
い
る
）、
ド
イ

ツ
文
化
、
ド
イ
ツ
語
、
ド
イ
ツ
系
住
民
の
団
体
や
学
校
の
排
除
・
否
定
に
、

政
府
の
設
立
し
た
機
関
が
積
極
的
に
関
与
し
て
も
い
る

6
。
第
二
次
世
界

大
戦
時
に
は
、
イ
タ
リ
ア
系
住
民
に
対
し
て
も
（
一
部
に
合
州
国
市
民
権

保
持
者
が
含
ま
れ
て
い
た
）、
日
系
住
民
に
比
べ
て
か
な
り
人
数
は
少
な
い

も
の
の
、
強
制
退
去
や
強
制
収
容
が
行
わ
れ
た

7
。

　

あ
る
い
は
日
系
住
民
の
強
制
退
去
・
強
制
収
用
を
排
外
主
義
の
延
長
と

あ
べ
よ
し
お
『
二
重
国
籍
者
』
と
「
解
放
」
の
か
た
ち
─
日
系
二
世
の
忠
誠
と
反
逆
を
越
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

李
孝
徳
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し
て
捕
え
る
な
ら
ば
、
日
系
住
民
の
排
除
は
一
九
世
紀
末
か
ら
起
こ
っ
て

い
た
一
連
の
（
新
参
の
）
移
民
排
除
政
策
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
日
本
と
大
日
本
帝
国
の
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮

半
島
か
ら
の
移
民
を
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
二
四
年
の

移
民
法
の
改
正
は
、
優
越
種
で
あ
る
北
欧
人
種
以
外
の
移
民
の
流
入
は
合

州
国
を
人
種
的
に
退
化
さ
せ
る
と
い
う
優
生
思
想
に
も
基
づ
い
た
も
の

で
、
日
本
お
よ
び
朝
鮮
半
島
か
ら
の
移
民
だ
け
で
な
く
、
一
八
九
〇
年
代

以
降
、
特
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
急
増
し
て
い
た
東
欧
・
南
欧
か
ら
の

移
民
を
制
限
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た

8
。
そ
れ
以
前
に
も
、
白
人

優
越
主
義
、
移
民
数
の
増
加
、
黄
禍
論
の
台
頭
が
あ
い
ま
っ
て
、
ア
ジ
ア

か
ら
の
移
民
と
し
て
は
日
本
人
お
よ
び
朝
鮮
人
移
民
の
禁
止
に
先
立
ち
、

一
八
八
二
年
に
は
中
国
か
ら
の
移
民
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
し
（「
中
国
人

排
斥
法
」）、
一
九
一
八
年
に
は
ア
ラ
ブ 

地
域
、
ア
ジ
ア
地
域
、
太
平
洋
諸

島
か
ら
の
移
民
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
米
墨
戦
争
が
終
結
し
た

一
八
四
八
年
以
後
、
メ
キ
シ
コ
系
住
民
は
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン

（
Ｋ
Ｋ
Ｋ
）
か
ら
リ
ン
チ
を
受
け
る
な
ど
反
メ
キ
シ
コ
人
の
暴
力
に
晒
さ

れ
続
け
た
だ
け
で
な
く
、
合
州
国
が
深
刻
な
不
況
に
陥
っ
た
一
九
二
〇
年

代
・
三
〇
年
代
に
は
、
政
府
が
支
援
し
た
メ
キ
シ
コ
系
移
民
の
本
国
送
還

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
一
〇
〇
万
人
以
上
の
メ
キ
シ
コ
系
住
民
が
（
当
人
た
ち

の
意
志
に
反
し
て
）
メ
キ
シ
コ
に
送
還
さ
れ
た
が
、そ
の
う
ち
の
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
は
合
州
国
生
ま
れ
（
す
な
わ
ち
合
州
国
市
民
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
9

。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
日
系
住
民
の
強
制
退
去
・
強
制
収
容
の
特
異

な
点
は
、
出
来
事
と
し
て
の
稀
有
さ
と
い
う
よ
り
、
そ
う
し
た
出
来
事
を

可
能
に
し
た
諸
条
件
の
重
層
性
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
は

近
代
社
会
の
存
立
を
特
徴
づ
け
る
と
言
っ
て
い
い
帝
国
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
、
排
外
主
義
、
人
種
主
義
と
い
っ
た
制
度
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
暴

力
が
交
差
す
る
な
か
、
民
主
国
家
が
自
ら
の
法
的
原
則
を
侵
犯
す
る
立
法

措
置
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
件
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
で
覇
権
を
争
っ
て
い
た
米
国
と
日
本
が
交
戦
状
態
に
入

る
と
（
帝
国
主
義
）、
白
系
米
国
人
の
産
業
や
雇
用
を
脅
か
す
存
在
と
し
て

バ
ッ
シ
ン
グ
や
差
別
を
被
り
、
新
た
な
移
民
受
け
入
れ
が
禁
止
さ
れ
る
ま

で
に
な
っ
て
い
た
日
系
住
民
へ
の
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
が
社
会
的
に
激
し

く
高
ま
っ
て
（
排
外
主
義
）、
市
民
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
血

統
の
ゆ
え
に
合
州
国
に
忠
誠
を
持
た
な
い
／
持
て
な
い
同
化
不
能
な
劣

等
民
族
と
見
な
さ
れ
（
人
種
主
義
）、
敵
性
外
国
人
と
し
て
そ
れ
以
前
に

は
持
っ
て
い
た
市
民
権
を
法
的
に
剥
奪
さ
れ
て
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）、
特

定
地
域
か
ら
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
丸
ご
と
の
強
制
退
去
・
強
制
収
容
が
実
施

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
出
来
事
を
引
き
起
こ
し
た
要

因
の
重
層
性
は
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
い
。

　

だ
が
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
特
異
性
が
貫
い
た
の
は
具

体
的
な
個
々
の
人
間
の
身
体
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
対
象
と
な
っ
た

個
々
人
の
生0

が
こ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
根
本
的
に
変
質
し
た
こ
と
で
あ

る
。
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
暮
ら
し
て
い
た
人
々
が
、
あ
る
日
突
然
、

丸
ご
と
「
敵
」
と
見
な
さ
れ
、
人
種
化
さ
れ
、
財
産
を
放
棄
さ
せ
ら
れ
、

職
と
人
権
を
奪
わ
れ
、
土
地
を
追
わ
れ
、
見
ず
知
ら
ず
の
収
容
所
（
多
く

は
砂
漠
に
建
設
さ
れ
た
）
に
強
制
収
容
さ
れ
た
。
収
容
（
お
よ
び
解
放
）
へ

の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
分
裂
し
、
解
放
さ
れ
た
後
も
元
の

居
住
地
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
再
現
・
再
生
で
き
ぬ
ま
ま
、
人
種
差
別
と
ヘ

イ
ト
ク
ラ
イ
ム
の
残
る
環
境
で
生
活
を
戦
後
も
強
い
ら
れ
、
こ
う
し
た
強

制
退
去
・
強
制
収
容
の
経
験
自
体
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
、

ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
る
こ
と
の
〈
傷
〉
と
し
て
長
ら
く
沈
黙
の
ま
ま
に
置
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か
れ
た

10
。

　

本
稿
で
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
の
は
、
そ
う
し
た
特
異
な
経
験
を
対
象

化
し
よ
う
と
し
た
言
葉
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
系
住
民
の
強
制
退
去
・
強

制
収
容
に
関
し
て
は
合
州
国
内
で
の
諸
研
究
は
も
と
よ
り
日
系
移
民
研

究
か
ら
の
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
め
て
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
学
問
的
な
業
績
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
的
に
大
き
な
意
義
を

持
っ
た
仕
事
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
あ
る
い
は
合
州
国
に
強
制
退
去
・
強

制
収
容
の
賠
償
・
補
償
と
歴
史
の
公
共
化
を
求
め
た
リ
ド
レ
ス
運
動
の
過

程
で
顕
わ
れ
、
集
め
ら
れ
た
当
事
者
た
ち
の
証
言
も
き
わ
め
て
貴
重
な
歴

史
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
の
関
心
は
、
い
わ
ゆ
る
国
家
政

治
を
前
提
に
し
て
語
ら
れ
る
、
奪
わ
れ
た
社
会
性
の
回
復
を
目
指
し
た
言

葉
で
は
な
く
、
社
会
性
を
徹
底
的
に
奪
わ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
不

条
理
を
引
き
起
こ
し
た
国
家
政
治
の
基
盤
そ
の
も
の
を
再
分
節
化
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
べ
よ
し
お
の
小
説
『
二
重
国
籍
者
』
で
あ

る
11

。
主
人
公
岩
村
武
（
タ
ッ
ク
）
は
、
米
国
生
ま
れ
で
日
本
で
育
ち
、

再
び
米
国
に
戻
っ
た
日
系
二
世
の
（「
帰
米
」
と
呼
ば
れ
る
）
二
重
国
籍
を

持
つ
青
年
で
、
日
本
で
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
学
生
運
動
に
関
わ
り
、
特
高
に

捕
ま
り
拘
留
さ
れ
て
尋
問
・
拷
問
を
受
け
、
日
常
的
に
監
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
満
州
事
変
が
勃
発
す
る
と
米
国
に
逃
亡
し
て
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
に
入
学
し
な
が
ら
経
済
的
に
困
窮
し
て
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
島
で
漁
夫

と
し
て
働
い
て
い
る
と
き
に
強
制
退
去
・
強
制
収
容
を
経
験
す
る
。
収
容

所
で
は
周
囲
か
ら
は
孤
絶
し
た
生
活
を
送
る
も
の
の
、
決
定
的
な
出
来
事

に
遭
遇
し
、
日
系
二
世
男
子
の
徴
兵
が
再
開
さ
れ
る
と
、
合
州
国
軍
部
か

ら
提
示
さ
れ
た
英
国
情
報
局
の
対
日
翻
訳
・
通
訳
と
し
て
従
軍
す
る
仕
事

を
受
諾
し
、
収
容
所
を
出
て
一
定
の
訓
練
を
受
け
た
あ
と
、
イ
ン
ド
で
日

本
軍
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
分
析
役
と
し
て
働
く
と
い
う
設
定
と
な
っ

て
い
る
。
ど
こ
ま
で
が
事
実
に
即
し
て
い
る
の
か
は
不
分
明
だ
が
、
物
語

が
自
伝
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
著
者
は
表
明
し
て
い
る

12
。

　

物
語
の
舞
台
自
体
は
、
第
一
部
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
」
が
日
系
住
民

を
一
時
的
に
収
容
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
サ
ン
タ
・
ア
ニ
タ
の
ア
セ
ン
ブ

リ
・
セ
ン
タ
ー
、
第
二
部
「
ロ
ッ
キ
ー
の
東
で
」
が
コ
ロ
ラ
ド
州
の
砂
漠

に
建
設
さ
れ
た
戦
時
再
定
住
セ
ン
タ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
る
グ
ラ
ナ
ダ
（
ア

マ
チ
）
収
容
所
、
第
三
部
「
イ
ン
ド
で
」
が
イ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー
・
デ
リ
ー

な
の
だ
が
、
強
制
退
去
・
強
制
収
容
さ
れ
る
ま
で
の
主
人
公
の
過
去
が
断

片
的
に
随
所
に
挿
入
さ
れ
、
物
語
の
背
景
を
構
成
し
て
い
る
。

　

登
場
人
物
た
ち
を
通
じ
て
披
露
さ
れ
る
文
学
観
や
過
剰
な
政
治
主
義

的
物
言
い
が
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
種
の
古
典
的
な
文
学
主
義
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
て
鼻
白
む
部
分
が
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
本
作
品
に

は
、
リ
ド
レ
ス
運
動
を
通
じ
て
よ
う
や
く
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

く
強
制
退
去
・
強
制
収
容
、
収
容
所
生
活
の
実
態
や
、
あ
ま
り
語
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
戦
時
情
報
局
に
参
加
し
た
日
系
二
世
の
姿
が
克
明
に
描
か

れ
て
お
り
、
歴
史
的
証
言
と
し
て
き
わ
め
て
貴
重
な
作
品
と
な
っ
て
い
る

（
実
際
、
実
在
の
人
物
が
数
多
く
登
場
す
る
）。
と
同
時
に
、
国
家
政
治
や
戦

争
に
翻
弄
さ
れ
た
無
垢
0

0

な
主
体
の
主
権
奪
回
の
物
語
と
見
な
し
う
る
他

の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
文
学
作
品
と
は
違
っ
て

13
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
の

日
系
人
強
制
退
去
・
強
制
収
容
と
い
う
不
条
理
な
事
態
を
通
じ
て
、
国
家

政
治
の
も
と
で
は
強
迫
的
な
「
他
者
」
排
除

─
本
稿
で
は
そ
れ
を
人
種

主
義
と
み
な
す
わ
け
だ
が

─
を
通
じ
て
し
か
主
体
が
構
築
さ
れ
え
な

い
事
態
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
極
め
て
稀
有
な
作
品
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
作
品
が
国
家
政
治
の
も
と
で
は
主
体
が
構
築
さ
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れ
え
な
い
少マ

イ
ノ
リ
テ
ィ

数
者
の
あ
り
よ
う
を
描
く
こ
と
で
、
強
制
退
去
・
強
制
収
容

を
め
ぐ
る
歴
史
認
識
へ
の
批
判
的
介
入
と
な
っ
て
い
る
の
を
示
す
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
学
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
も
の
の
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い

わ
ゆ
る
文
学
研
究
の
そ
れ

─
テ
ク
ス
ト
分
析
に
基
づ
い
た
、
作
品
世
界

の
解
釈
と
い
っ
た
よ
う
な

─
で
は
な
い
。
む
し
ろ
歴
史
分
析
に
関
わ
る

問
題
関
心
か
ら
こ
の
作
品
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
第
一

章
で
は
、
強
制
退
去
・
強
制
収
容
に
い
た
る
ま
で
の
合
州
国
に
お
け
る
日

系
移
民
の
歴
史
を
、
先
述
し
た
重
層
的
な
視
点
か
ら
祖
述
す
る
。『
二
重

国
籍
者
』
が
立
ち
向
か
っ
て
い
る
歴
史
的
現
実
を
示
す
こ
と
が
必
要
不
可

欠
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
章
で
『
二
重
国
籍
者
』
が
「
作
品
」

と
し
て
ど
の
よ
う
に
そ
う
し
た
歴
史
を
再
分
節
し
て
い
る
か
を
示
し
、
最

後
に
あ
べ
よ
し
お
が
『
二
重
国
籍
者
』
を
通
じ
て
希
求
し
た
「
抵
抗
」
が
、

近
代
の
国
家
政
治
を
支
え
る
国
民
の
忠
誠
と
反
逆
を
越
え
る
解
放
の
「
か

た
ち
」
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
い
と
思
う
。

第
一
章　
日
系
移
民
の
歴
史
─
強
制
退
去
・
強
制
収
容
の
背
景

日
本
か
ら
合
州
国
へ
の
移
民

　　
日
本
か
ら
合
州
国
へ
の
移
民
が
本
格
化
し
た
の
は
一
八
九
〇
年
代
で

あ
る
。
日
本
に
移
民
会
社
が
複
数
設
立
さ
れ
、
組
織
的
に
移
民
が
送
り
出

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
移
民
送
り
出
し
が
増
大
す
る

背
景
に
は
、
ま
ず
、
莫
大
な
軍
事
支
出
を
作
り
出
す
た
め
に
一
八
七
三

年
の
地
租
改
正
条
例
に
始
ま
る
増
税
と
、
そ
れ
に
伴
う
イ
ン
フ
レ
抑
制

策
と
し
て
講
じ
ら
れ
た
松
方
デ
フ
レ
に
よ
る
農
村
の
困
窮
化
が
あ
っ
た
。

と
同
時
に
、
一
八
八
〇
年
代
半
ば
に
渡
米
論
が
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
し
、

一
八
九
〇
年
代
に
は
具
体
的
な
渡
米
指
南
書
が
数
多
く
発
行
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る

14
。

　

加
え
て
、
自
由
民
権
運
動
の
敗
北
が
運
動
家
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
に
向
か

わ
せ
て
も
い
た
。
そ
も
そ
も
米
留
経
験
を
持
つ
社
会
主
義
者
の
片
山
潜
が

新
天
地
と
し
て
の
米
国
移
住
を
強
く
訴
え
る
強
力
な
唱
導
者
で
あ
っ
た

し
、二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
だ
が
、安
藤
磯
男
、金
子
喜
一
、幸
徳
秋
水
、

三
〇
年
代
で
は
野
坂
参
三
な
ど
の
社
会
主
義
者
・
無
政
府
主
義
者
・
共
産

主
義
者
が
治
安
維
持
法
や
共
産
党
の
弾
圧
な
ど
で
身
動
き
の
取
れ
な
く

な
っ
た
日
本
を
離
れ
て
合
州
国
に
渡
っ
て
活
動
す
る
こ
と
が
あ
り
、
岡
茂

樹
（
本
作
品
の
第
三
部
に
も
登
場
す
る
）
な
ど
は
す
で
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
に
平
民
社
の
支
部
を
作
っ
て
労
働
運
動
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
に
、
社

会
改
良
を
望
む
者
た
ち
に
と
っ
て
、
北
米
は
「
新
天
地
」
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
た
。
ハ
ワ
イ
に
し
て
も
謝
花
昇
を
は
じ
め
と
す
る
自
由
民
権
運

動
家
た
ち
の
新
社
会
の
開
拓
地
と
考
え
ら
れ
て
い
た

15
。『
二
重
国
籍
者
』

で
も
こ
う
し
た
移
民
に
お
け
る
社
会
運
動
の
側
面
が
大
き
く
焦
点
化
さ

れ
て
い
る
が
、
日
系
移
民
の
問
題
が
労
働
問
題
で
も
あ
っ
た
以
上
、
日
系

移
民
史
に
お
け
る
社
会
運
動
の
観
点
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
だ
ろ
う
。

　

一
九
〇
八
年
以
降
、
日
本
か
ら
の
移
民
が
急
激
に
減
少
す
る
が
、
そ
れ

は
前
世
紀
末
か
ら
西
海
岸
を
中
心
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
排
日
運
動
に

対
し
、
外
交
的
な
影
響
を
考
慮
し
た
明
治
政
府
が
、
再
三
移
民
規
制
を
訴

え
る
合
州
国
と
日
米
紳
士
協
定
を
結
び
、
移
民
を
（
非
移
民
の
ほ
か
、
米

国
で
の
定
住
経
験
の
あ
る
者
や
家
族
の
呼
び
寄
せ
、「
定
住
農
夫
」
と
い
わ
れ

る
特
別
な
農
民
な
ど
の
例
外
を
除
い
て
）
禁
止
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に

一
九
〇
〇
─
〇
二
年
に
も
、
西
海
岸
で
起
こ
っ
た
排
日
暴
動
を
受
け
て
、

明
治
政
府
は
合
州
国
と
カ
ナ
ダ
へ
の
移
民
を
禁
止
し
て
い
た
。
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ホ
ス
ト
社
会
と
し
て
の
合
州
国

　　
一
九
世
紀
後
半
の
合
州
国
は
、
南
北
戦
争
が
終
結
し
て
国
民
国
家
の

統
合
力
を
強
め
、
交
通
革
命
（
鉄
道
網
の
拡
充
）
と
産
業
革
命
を
背
景
に
、

北
部
は
先
進
産
業
地
域
と
し
て
発
展
し
、
西
部
開
拓
は
い
っ
そ
う
進
め
ら

れ
て
、
多
く
の
労
働
力
が
世
界
各
地
か
ら
流
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一

方
で
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
（
明
白
な
天
命
）
に
よ
っ
て
正

当
化
さ
れ
た
一
八
四
五
年
の
テ
キ
サ
ス
併
合
、
一
八
四
六
─
四
八
年
の
メ

キ
シ
コ
戦
争
と
そ
れ
に
続
く
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
併
合
と
い
っ
た
一
連
の

膨
張
主
義
政
策
は
、
奴
隷
制
（
黒
人
支
配
）
や
先
住
ア
メ
リ
カ
人
の
撲
滅

政
策
を
経
由
し
つ
つ
、
社
会
進
化
論
の
思
潮
に
裏
打
ち
さ
れ
た
白
人
優
越

主
義
的
植
民
地
主
義
の
実
践
で
あ
り
、
Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｐ
を
頂
点
と
す
る
人
種
秩

序
が
合
州
国
に
確
立
し
た
こ
と
の
現
わ
れ
だ
っ
た

16
。
実
際
、
人
種
秩
序

の
体
系
化
に
学
問
が
明
示
的
に
着
手
す
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
ま

た
、
一
八
八
六
年
に
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
（
Ａ
Ｆ
Ｌ
）
が
成
立
し
て
い

る
よ
う
に
、
産
業
の
発
展
と
と
も
に
（
白
人
）
労
働
者
は
そ
の
権
利
意
識

を
高
め
、
組
合
運
動
を
通
じ
て
州
政
・
国
政
に
ま
で
影
響
力
を
持
つ
よ
う

に
も
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
低
廉
な
移
民
労
働
者
の
排
斥
に
つ
な
が
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。
事
実
、
日
本
人
お
よ
び
朝
鮮
人
移
民
を
完
全
に
禁
止

し
た
一
九
二
四
年
の
移
民
法
の
制
定
に
積
極
的
に
動
い
た
主
力
団
体
の

一
つ
は
こ
の
Ａ
Ｆ
Ｌ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
白
人
の
労
働
運
動
組
織
は
有
色
の

0

0

0

移
民
労
働
者
に
対
し
て
き
わ
め
て
排
他
的
で
あ
っ
た

17
。

　

日
本
人
は
、
こ
う
し
た
合
州
国
の
強
い
移
民
吸
引
力
と
排
斥
力
の
狭
間

で
移
民
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
先
行
者
が
い
た
。
中
国
か
ら
の

移
民
（
苦ク

ー
リ
ー力

）
で
あ
る
。
西
欧
列
強
の
侵
略
、
経
済
的
な
衰
退
、
太
平
天

国
の
乱
な
ど
に
よ
る
国
内
の
混
乱
と
、
ア
メ
リ
カ
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ

の
影
響
も
あ
っ
て
一
八
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
中
国
か
ら
の
移
民
は
本
格

化
し
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
起
点
と
す
る
大
陸
横
断
鉄
道
の
建
設
を

担
っ
た
の
が
こ
の
中
国
人
労
働
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
労
働
の
過
酷

さ
と
と
も
に
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
中
国
系
移
民
は
、
低
廉
な
労
働
力
と
し
て
搾
取
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
合
州
国
へ
の
入
国
と
同
時
に
人
種
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
、

人
種
差
別
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
五
四
年
の
時

点
で
す
で
に
人
種
的
に
公
民
権
を
剥
奪
さ
れ
て
い
た
黒
人
、「
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
」
と
同
等
と
見
な
さ
れ
る
判
決
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
判
所

で
下
さ
れ
て
い
る

18
。
一
八
七
〇
年
代
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は

不
作
と
不
況
に
よ
っ
て
失
業
率
が
高
ま
り
、
白
人
労
働
者
か
ら
中
国
人
労

働
者
や
中
国
人
街
が
襲
撃
さ
れ
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
が
頻
発
し
た
。
こ
う

し
た
排
斥
感
情
の
高
ま
り
か
ら
、
一
八
七
八
年
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

で
は
中
国
人
の
私
的
・
公
的
な
雇
用
が
禁
止
さ
れ
、
同
州
へ
の
中
国
人
移

民
が
制
限
さ
れ
た
。
一
八
八
〇
年
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
世
論
に
押
さ

れ
て
、
合
州
国
は
米
中
相
互
の
自
由
な
移
住
を
認
め
た
バ
ー
リ
ン
ガ
ム
条

約
を
破
棄
し
、
中
国
人
移
民
規
制
の
権
利
を
合
州
国
が
持
つ
こ
と
に
し
た

「
中
国
人
排
斥
条
約
」
を
中
国
と
締
結
し
た
。
ち
な
み
に
合
州
国
は
こ
の

排
斥
法
を
一
九
四
三
年
に
撤
廃
す
る
が
、
そ
れ
は
中
国
人
が
連
合
国
の
一

員
と
し
て
対
日
戦
争
を
戦
う
た
め
だ
っ
た

19
。

　

こ
の
中
国
系
移
民
の
排
斥
は
、
そ
の
ま
ま
あ
る
い
は
強
化
さ
れ
て
日
系

移
民
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
低
廉
な
移
民
労
働
者
の

需
要
は
増
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
人
移
民
の
数
が
減
る
こ
と

で
、
白
人
か
ら
す
れ
ば
中
国
人
移
民
と
区
別
の
つ
か
な
い
日
本
人
移
民
が



———　〈かたち〉の変容　———

99

そ
の
補
填
の
一
翼
を
担
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
実
際
、
日
系
移
民
が
本
格
的

な
労
働
者
と
し
て
従
事
し
た
の
は
、
中
国
系
移
民
が
働
い
て
い
た
鉄
道
産

業
、
鉱
山
、
製
材
業
だ
っ
た

20
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ
た
黄
禍

論
が
一
九
世
紀
末
に
は
合
州
国
に
も
広
が
り
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
日
露
戦

争
で
の
日
本
の
勝
利
は
こ
の
黄
禍
論
の
対
象
を
中
国
か
ら
日
本
へ
と
変

容
さ
せ
た

21
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
白
人
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
、
低
廉
な
労
働
力
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
「
成
功
者
」
へ
の
妬
み
と
し
て
も
日
系
移
民
に
向
け
ら

れ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
請
負
小
作
と
し
て
農
業

に
従
事
し
始
め
て
い
た
日
系
移
民
は
、
ハ
ワ
イ
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ

の
砂
糖
産
業
の
移
転
や
近
郊
農
業
の
発
生
な
ど
に
よ
る
西
海
岸
の
農
産

業
の
発
展
に
つ
れ
て
、
一
九
〇
〇
年
代
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
農
業
の

有
力
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
し

22
、
西
海
岸
都
市
部
の
日

系
移
民
は
小
規
模
で
は
あ
っ
て
も
自
営
業
を
営
む
割
合
が
か
な
り
高
く

な
っ
て
、
日
系
移
民
の
一
部
は
一
世
代
の
間
に
中
流
下
層
の
階
層
を
形
成

す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
主
流
社
会
か
ら
は
当
然
排
除
さ
れ

て
は
い
た
が
）

23
。
実
際
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
四
二
年
の

日
系
人
の
強
制
退
去
・
強
制
収
容
を
一
般
住
民
が
後
押
し
し
た
要
因
に
は

経
済
的
な
競
合
者
の
排
除
も
含
ま
れ
て
い
た

24
。

　

こ
う
し
た
「
成
功
」
が
一
九
〇
八
年
以
降
も
継
続
し
た
こ
と
が
、
日

系
移
民
を
排
斥
す
る
た
め
の
法
律
が
出
さ
れ
続
け
た
理
由
で
も
あ
る
。

一
九
一
三
年
に
は
全
米
の
日
系
人
の
約
半
数
が
住
む
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
で
「
外
国
人
土
地
法
」
が
制
定
さ
れ

25
、
そ
れ
ま
で
は
可
能
で
あ
っ
た

一
世
（
厳
密
に
は
「
帰
化
不
能
外
国
人
」）
の
土
地
所
有
が
禁
止
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
一
九
二
〇
年
に
改
定
さ
れ
た
「
外
国
人
土
地
法
」
で
は
、
ア
メ

リ
カ
市
民
権
を
持
つ
二
世
名
義
に
し
て
土
地
の
所
有
を
計
っ
て
い
た
一

世
が
土
地
所
有
の
後
見
人
に
な
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
借
地
す
る
権
利
も

剥
奪
さ
れ
た
。
ま
た
同
じ
年
に
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
定
住
志
向
を
強
め

て
い
た
日
系
男
性
（
一
九
一
〇
年
の
人
口
比
で
は
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
が

日
本
か
ら
の
伴
侶
を
求
め
て
行
っ
て
い
た
写
真
結
婚
は
、
日
系
女
性
が
労

働
力
と
な
っ
て
い
る
以
上
日
米
紳
士
協
約
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
非
文

明
的
な
慣
習
と
も
見
な
さ
れ
て
大
規
模
な
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
そ
れ

を
受
け
て
日
本
政
府
は
写
真
花
嫁
へ
の
旅
券
発
給
を
停
止
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
写
真
婚
が
反
対
さ
れ
た
実
際
の
理
由
は
、
日
系
人
の
出

生
率
の
高
さ
を
日
系
女
性
の
多
産
性
に
直
結
さ
せ
、
米
国
（
具
体
的
に
は

西
岸
部
）
に
お
け
る
日
本
人
の
増
加
を
「
侵
略
」
と
見
な
し
て
日
系
移
民

を
排
斥
す
る
た
め
だ
っ
た

26
。
実
際
、
こ
の
時
期
に
は
移
民
排
斥
に
生
権

力（
フ
ー
コ
ー
）が
発
動
さ
れ
る
法
律
が
数
々
出
さ
れ
て
い
る

27
。カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
で
は
一
九
〇
五
年
に
、
そ
れ
ま
で
は
中
国
人
と
白
人
の
結
婚
を

禁
止
し
て
い
た
法
律
が
改
定
さ
れ
て
「
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
全
般
と
の
結
婚

に
拡
大
さ
れ
、
一
九
三
三
年
に
は
マ
レ
ー
人
も
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。
連

邦
法
レ
ベ
ル
で
も
、
一
九
二
二
年
に
は
ケ
ー
ブ
ル
法
（
正
式
に
はM

arried 
W

om
en’s Independent N

ationality A
ct

）
に
よ
っ
て
、
帰
化
不
能
外
国
人
と

結
婚
し
た
合
州
国
の
市
民
権
を
持
つ
女
性
は
そ
の
市
民
権
が
剥
奪
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
日
系
一
世
の
男
性
が
市
民
権
を
持
つ
女
性
（
日
系

二
世
の
女
性
を
含
む
）
と
結
婚
し
て
も
合
州
国
の
市
民
権
を
持
て
な
い
こ

と
を
意
味
し
た
（
た
だ
し
こ
の
ケ
ー
ブ
ル
法
は
一
九
三
一
年
に
は
女
性
は
誰
と

結
婚
し
て
も
市
民
権
を
保
持
で
き
る
よ
う
に
改
定
さ
れ
、
一
九
三
五
年
に
は
撤

廃
）。

　

第
一
次
世
界
大
戦
時
に
は
好
景
気
を
受
け
て
発
展
し
た
農
産
業
も
、
戦

後
の
不
況
か
ら
世
界
恐
慌
へ
い
た
る
過
程
で
日
系
移
民
の
農
業
も
打
撃

を
受
け
、
移
民
法
の
改
定
と
い
っ
た
様
々
な
制
約
が
そ
の
打
撃
に
追
い
討
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ち
を
か
け
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
日
系
人
の
農
業
は
合
州
国
の
農

産
業
に
食
い
込
ん
で
い
っ
た
。
一
九
四
〇
年
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
人

口
の
一
・
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
日
系
人
が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
は

青
果
物
の
供
給
機
構
を
牛
耳
っ
て
い
た
し
、
一
九
四
二
年
に
は
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
の
市
場
向
け
の
野
菜
生
産
の
三
〇
～
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
見

込
ま
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
実
際
、
白
人
の
農
業
生
産
者
の
多
く
が

よ
り
利
益
の
上
が
る
軍
事
関
連
産
業
に
仕
事
を
鞍
替
え
し
て
い
る
な
か
、

一
九
四
二
年
の
日
系
人
の
強
制
退
去
に
よ
っ
て
野
菜
生
産
が
激
減
し
て

社
会
に
影
響
が
出
る
こ
と
を
怖
れ
た
政
府
は

─
日
系
農
民
に
す
れ
ば

き
わ
め
て
カ
フ
カ
的
な
状
況
だ
が

─
退
去
の
寸
前
ま
で
日
系
農
民
に

野
菜
の
生
産
を
奨
励
し
、
そ
う
し
な
い
こ
と
は
敵
対
行
為
に
な
る
と
い
う

脅
し
を
ち
ら
つ
か
せ
さ
え
し
た
の
で
あ
る

28
。

　

他
方
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
日
本
の
参
戦
と
そ
の
後
の
シ
ベ
リ
ア

出
兵
、
朝
鮮
独
立
運
動
の
弾
圧
、
山
東
省
問
題
な
ど
、
軍
事
大
国
化
と
そ

の
拡
張
主
義
に
対
す
る
国
際
的
な
日
本
批
判
は
高
ま
り
、
合
州
国
内
で
は

そ
の
激
し
い
反
日
感
情
が
〈
繁
殖
と
事
業
と
で
拡
大
を
続
け
る
と
想
像
さ

れ
た
〉
日
系
人
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
二
年
に
日
本
人

の
帰
化
の
承
認
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
小
沢
訴
訟
で
日
本
人
は
白
人
で

0

0

0

は
な
い
が
ゆ
え
に

0

0

0

0

0

0

0

帰
化
不
能
外
国
人
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
、
一
九
二
四

年
の
移
民
法
で
は
「
市
民
権
を
得
る
資
格
の
な
い
外
国
人
」
は
移
民
に
な

れ
な
い
と
い
う
規
定
が
加
わ
っ
て
、
日
本
か
ら
の
合
州
国
へ
の
移
民
は
完

全
に
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る

29
。

日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
亀
裂

　

「
排
日
移
民
法
」
の
制
定
以
降
、日
系
社
会
は
分
裂
的
な
二
重
性
（duality

）

に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
世
紀
末
か
ら
排
日
論
者
に
よ
っ
て
言
い

立
て
ら
れ
て
い
た
「
合
州
国
社
会
に
溶
け
込
ま
な
い
出
稼
ぎ
性
」
や
「
同

化
不
可
能
な
外
国
人
」
と
い
っ
た
批
判
に
対
し
、
定
住
志
向
の
強
ま
り

も
あ
っ
て
、
日
系
社
会
で
は
積
極
的
な
同
化
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た

が
30

、
一
方
で
、
天
皇
へ
の
忠
誠
に
代
表
さ
れ
る
日
本
へ
の
傾
倒
が
一
世

に
は
強
力
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
世
界
に
冠
た
る
大
日

本
帝
国
の
「
大
和
魂
」
を
持
ち
つ
つ
、
米
国
で
定
住
す
る
た
め
に
合
州
国

の
理
念
を
信
じ
、
実
践
す
る
こ
と
は
、
過
酷
な
人
種
主
義
と
排
外
主
義
下

に
置
か
れ
た
日
系
人
に
と
っ
て
、
社
会
的
に
は
矛
盾
し
て
い
て
も
心
理
的

0

0

0

に
は
0

0

決
し
て
矛
盾
し
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
に

入
っ
て
日
本
が
中
国
に
対
し
て
侵
略
を
開
始
し
て
十
五
年
戦
争
に
突
入

す
る
と
、
合
州
国
社
会
の
反
日
感
情
は
激
し
さ
を
増
し
、
在
米
中
国
人
の

抗
議
行
動
な
ど
も
あ
っ
た
も
の
の
、
在
米
日
本
人
社
会
が
積
極
的
に
日
本

へ
の
「
祖
国
」
支
援
を
行
っ
た
の
は
、そ
う
し
た
形
で
の
日
本
信
仰
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
合
州
国
の
人
種
秩
序
と
近
代
国
家
日
本
が
帝
国

化
の
過
程
で
作
り
出
し
た
人
種
秩
序
（
八
紘
一
宇
）
が
重
な
っ
て
の
こ
と

で
も
あ
っ
た

31
。

　

こ
の
分
裂
・
矛
盾
（
二
重
性
）
は
、
一
世
と
二
世
と
の
隔
絶
と
し
て
も

働
い
た
。
合
州
国
の
移
民
に
対
す
る
強
い
同
化
圧
力
と

32
、
排
日
論
や
移

民
規
制
法
へ
対
応
す
る
た
め
の
一
世
の
積
極
的
な
定
住
志
向
は
、
子
ど
も

の
教
育
に
強
く
向
け
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
平
均
学
齢
が
合
州
国
平
均
を
超

え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
高
い
教
育
水
準
は
、
二
世
が
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ

さ
れ
る
こ
と
を
促
進
し
た

33
。
確
か
に
一
世
は
自
分
た
ち
の
未
来
と
子
ど

も
の
将
来
を
考
え
て
日
本
語
学
校
を
作
り
、
子
ど
も
た
ち
を
通
わ
せ
て
日

本
語
や
日
本
の
教
育
を
行
っ
た
が
、
米
国
社
会
か
ら
反
発
・
規
制
を
受
け
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た
だ
け
で
は
な
く

34
、
大
半
の
二
世
が
遠
い
国
の
こ
と
を
学
ぶ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

日
本
語
学

校
の
教
育
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
合
州
国
で
二
世
が

受
け
る
民
主
主
義
教
育
は
ち
ょ
う
ど
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
だ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
（
は
な
は
だ
理
念
的
な
も
の
だ
と
し
て
も
）
一
世
が
日
本
で
身
に

付
け
た
〈
臣
民
〉
と
し
て
の
教
育
・
習
慣
・
道
徳
倫
理
と
は
ま
っ
た
く
異

質
な
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
の
分
裂（
二
重
性
）は
二
世
の
内
部
に
も
生
じ
た
。
家
庭
は（
主

流
社
会
で
は
差
別
的
に
見
ら
れ
る
）
日
本
語
・
日
本
文
化
の
環
境
で
あ
る
一

方
、学
校
や
社
会
で
は
英
語
・
ア
メ
リ
カ
文
化
で
あ
り
、両
親
は
「
外
国
人
」

で
あ
る
も
の
の
、
自
分
た
ち
は
合
州
国
市
民
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

し
合
州
国
市
民
と
は
言
っ
て
も
二
重
国
籍
者
が
高
い
比
率
を
占
め
て
い

た
し（
一
九
四
〇
年
で
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）、い
く
ら
合
州
国
市
民
権
を
持
ち
、

高
い
教
育
を
受
け
、
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
て
も
、
現
実
に
は
二
級

市
民
と
し
て
扱
わ
れ
、
主
流
社
会
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
現
実
が
あ
っ

た
35

。

　

さ
ら
に
二
世
の
な
か
に
も
分
裂
（
二
重
性
）
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
都
市

部
と
田
舎
（
農
村
）
で
は
、
と
り
わ
け
二
世
女
性
の
生
活
環
境
は
大
き
く

違
っ
た

36
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
大
き
か
っ
た
の
は
、
在
米
の
純
二
世
と

帰
米
二
世
の
違
い
で
あ
る
。
帰
米
と
は
、
排
日
な
ど
で
将
来
に
不
安
を

覚
え
た
一
世
が
「
安
全
策
」
と
し
て
、
ま
た
養
育
の
手
間
を
省
い
て
仕

事
に
専
念
す
る
た
め
の
目
的
な
ど
で
、
子
ど
も
の
う
ち
に
日
本
に
送
ら

れ
た
、
合
州
国
に
生
ま
れ
な
が
ら
（
す
な
わ
ち
合
州
国
の
市
民
権
を
持
ち
な

が
ら
）
青
少
年
期
を
日
本
で
過
ご
し
た
二
世
の
こ
と
で
あ
る
。
日
米
紳
士

協
定
、
排
日
移
民
法
で
新
し
い
移
民
が
途
絶
す
る
一
方
、
一
世
の
高
齢
化

が
進
み
、
そ
の
上
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
在
米
二
世
は
農
業
を
厭
う
傾

向
が
あ
っ
て
、
日
系
社
会
は
労
働
力
不
足
に
悩
ん
で
い
た
が
、
そ
の
打
開

策
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
帰
米
二
世
の
呼
び
戻
し
だ
っ
た
。
帰
米
は
日

本
で
青
少
年
期
を
過
ご
し
、
日
本
の
教
育
を
受
け
、
貧
し
い
生
活
や
苦
労

も
経
験
し
て
い
る
の
で
、
一
世
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
近
く
、
一
世
が
こ

な
し
て
き
た
き
つ
い
労
働
も
厭
わ
な
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
は
こ
の
帰
米
奨
励
運
動
や
日
本
の
不
況
、
さ
ら
に
は
日
米

間
の
緊
張
で
渡
米
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
多
く
の
帰
米
二
世
が

合
州
国
に
戻
っ
た
（
約
九
千
人

37
）。
軍
事
情
報
外
国
語
学
校
の
教
師
お
よ

び
そ
の
卒
業
生
と
し
て
「
活
躍
」
し
た
よ
う
な
例
も
あ
っ
て
、
一
概
に
ひ

と
括
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
言
語
・
文
化
・
精
神
面
で
日
本
の

影
響
を
強
く
受
け
た
帰
米
二
世
に
は
、
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
在
米
二

世
と
大
き
な
ず
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

38
。
こ
う
し
た
分
裂
（
二

重
性
）
を
抱
え
た
ま
ま
、
日
系
社
会
は
日
々
高
ま
っ
て
い
く
日
米
間
の
緊

張
の
な
か
で
日
米
開
戦
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

外
国
人
化
と
排
除
政
策

　　
日
系
住
民
の
強
制
退
去
・
強
制
収
容
に
い
た
る
排
日
ヒ
ス
テ
リ
ア
が
起

こ
る
の
は
、
真
珠
湾
奇
襲
攻
撃
直
後
で
は
な
く
翌
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
直
後
に
も
日
系
住
民
に
対
す
る
法
的
拘
束
は
実
施

さ
れ
て
お
り
、
対
日
宣
戦
布
告
後
に
続
い
て
発
行
さ
れ
た
大
統
領
布
告

二
五
二
五
号
で
は
「
敵
性
外
国
人enem

y alien

」（
合
州
国
に
在
留
す
る
い

ま
だ
帰
化
し
て
い
な
い
一
四
歳
以
上
の
日
本
人
）
は
令
状
を
必
要
と
し
な
い

逮
捕
・
拘
留
が
可
能
に
な
っ
て
、
日
系
人
二
一
九
二
人
が
身
柄
を
拘
束
さ

れ
て
い
る
し（
ち
な
み
に
他
の
敵
性
外
国
人
で
あ
る
ド
イ
ツ
系
は
一
三
九
三
人
、

イ
タ
リ
ア
系
は
二
六
四
人
）

39
、
ハ
ワ
イ
準
州
で
は
真
珠
湾
攻
撃
後
に
戒
厳
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令
が
し
か
れ
、
人
身
保
護
条
例
の
特
権
（
行
政
機
関
に
不
当
に
拘
束
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
者
が
、
法
的
救
済
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
自
由
と
権
利
の
保
護
を

裁
判
所
に
求
め
る
権
利
）
が
停
止
さ
れ
て
、
日
系
人
は
様
々
な
拘
束
・
監

視
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
日
系
人
を
退
去
さ
せ
、
収
容
さ
せ
る
と
い
う

（
西
部
沿
海
諸
州
の
）
世
論
の
声
は
こ
の
時
点
で
大
き
く
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。

　

大
き
く
な
っ
た
の
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
緒
戦
で
日
本
が
劇
的

な
勝
利
を
収
め
続
け
、
従
来
の
排
日
感
情
が
恐
怖
心
へ
と
変
容
し
（
日
本

軍
が
侵
攻
す
る
と
し
た
ら
西
海
岸
だ
と
考
え
ら
れ
た
）、
真
珠
湾
攻
撃
後
状
況

分
析
の
た
め
に
ハ
ワ
イ
を
調
査
し
て
い
た
海
軍
長
官
フ
ラ
ン
ク
・
ノ
ッ
ク

ス
が
、
帰
任
後
の
一
二
月
一
六
日
に
、
日
本
軍
の
奇
襲
攻
撃
に
第
五
列
行

動
（
密
か
に
敵
を
支
援
す
る
裏
切
り
行
為
）
が
あ
り
、
市
民
権
保
持
者
を
含

め
た
全
日
系
人
の
ハ
ワ
イ
諸
島
か
ら
の
排
除
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
新

聞
談
話
を
発
表
し
た
こ
と
に
よ
る

40
。
第
五
列
行
動
云
々
は
流
言
に
基
づ

い
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
（
日
系
住
民
に
よ
る
諜
報
活
動
や
第
五
列
行

動
は
そ
の
後
も
一
切
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）、
マ
ス
コ
ミ
の
扇
動
も
あ
っ
て
、

一
気
に
高
ま
っ
た
排
日
ヒ
ス
テ
リ
ア
に
押
さ
れ
、
反
対
は
あ
っ
た
も
の

の
、
一
九
四
二
年
二
月
一
九
日
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
陸
軍
省
が
起
草
し
た

大
統
領
行
政
命
令
九
〇
六
六
号
に
署
名
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
軍
司
令
官

に
、
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
所
を
軍
事
地
区
に
指
定
し
、
そ
の
地
区
の
居

住
者
が
い
か
な
る
者
で
あ
っ
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

排
除
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
れ
は
日
系
住
民
を
標
的
に
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
強
制
退
去
が
行
わ
れ
た
の
は
、
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
港
湾
に
あ
る

タ
ー
ミ
ナ
ル
島
だ
っ
た
。
主
と
し
て
漁
業
と
缶
詰
製
造
業
に
従
事
す
る

日
系
人
だ
け
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
小
島
だ
が
（
人
口
は

約
三
五
〇
〇
人
）、
真
珠
湾
攻
撃
後
に
は
一
世
の
主
要
メ
ン
バ
ー
三
三
六
人

が
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
よ
っ
て
連
行
さ
れ
、
大
統
領
令
九
〇
六
六
号
が
発
布
さ
れ
る

前
日
に
司
法
省
か
ら
合
州
国
市
民
権
を
持
た
な
い
日
本
人
に
退
去
命
令

が
出
さ
れ
、
翌
日
に
は
海
軍
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
、
全
島
民
に
対
し
て

四
八
時
間
以
内
の
退
去
勧
告
が
出
さ
れ
、か
な
り
強
引
に
敢
行
さ
れ
た（
も

ち
ろ
ん
二
世
も
含
ま
れ
て
い
た
）。
た
だ
し
行
く
先
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
し
、
動
産
・
不
動
産
に
対
す
る
保
護
・
保
証
も
な
い
ま
ま
だ
っ

た
。
こ
れ
は
十
万
人
に
及
ぶ
日
系
人
の
強
制
退
去
に
際
し
て
生
じ
た
問
題

の
予
兆
で
あ
っ
た
。

　

一
九
四
二
年
二
月
二
五
日
、
公
告
第
一
号
が
発
布
さ
れ
、
第
一
軍
事
地

区
と
第
二
軍
事
地
区
が
指
定
さ
れ
た
。
前
者
は
ワ
シ
ン
ト
ン
、オ
レ
ゴ
ン
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ア
リ
ゾ
ナ
各
州
の
沿
岸
部
半
分
、
後
者
は
各
州
の
残

り
の
地
域
で
、
第
一
軍
事
地
区
に
は
民
間
居
住
人
に
立
ち
退
き
命
令
を
出

す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
点
で
は
日
系
住
民
が
（
軍
事
地
区
で
は
な
い
）

内
陸
部
へ
自
発
的
に
退
去
す
る
こ
と
を
当
局
は
期
待
し
、
奨
励
も
し
て
い

た
が
、
種
々
の
理
由
か
ら
そ
の
通
り
に
は
行
か
な
か
っ
た

41
。
そ
の
た
め

強
制
的
に
退
去
さ
せ
て
収
容
所
に
隔
離
す
る
計
画
が
考
え
ら
れ
始
め
た

が
、
す
ぐ
に
収
容
す
る
施
設
の
確
保
は
難
し
い
の
で
、
一
時
的
な
収
容
所

と
し
て
の
「
集
結
セ
ン
タ
ーassem

bly center

」
と
よ
り
長
期
的
な
収
容

所
と
し
て
の
「
戦
時
再
定
住
セ
ン
タ
ーw

ar relocation center

」
の
二
つ

を
設
置
す
る
こ
と
に
決
め
、
日
系
住
民
を
保
護
・
管
理
す
る
た
め
の
戦
時

再
定
住
局
（
Ｗ
Ｒ
Ａ
：W

ar R
elocation A

uthority

）
が
設
置
さ
れ
た
。
退

去
が
自
発
的
移
転
か
ら
強
制
連
行
に
方
向
転
換
さ
れ
る
と
、
三
月
二
四
日

に
は
軍
事
地
区
で
の
日
系
住
民
の
夜
間
外
出
が
禁
止
さ
れ
た
（
公
告
第
三

号
）。
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
法
令
文
書
で
は
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人

に
対
し
て
は
「
市
民citizen

」
と
い
う
言
葉
は
決
し
て
使
わ
れ
ず
、「
先
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祖
が
日
本
人
で
あ
る
者 persons of Japanese ancestry/those of Japanese 

ancestry

」 

や
「
非
外
国
人non alien

」
と
い
う
奇
妙
な
呼
び
方
が
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
婉
曲
語
法
」
は
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
を
「
非

市
民
化
」
す
る
こ
と
で
「
外
国
人
化
」
し
、
法
的
根
拠
を
明
示
で
き
な
い

市
民
権
（
人
権
）
の
蹂
躙
行
為
を
、
対
象
の
外
国
人
性
の
問
題
に
す
り
か

え
る
こ
と
で
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
ろ
う

42
。

　

三
月
二
七
日
に
は
自
発
的
退
去
が
禁
止
さ
れ
（
公
告
四
号
）、
三
月
三
一

日
か
ら
強
制
退
去
と
集
結
セ
ン
タ
ー
へ
の
輸
送
が
開
始
さ
れ
た
。
六
月
二

日
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
第
二
軍
事
地
区
か
ら
の
立
ち
退
き
も
発

表
さ
れ
（
公
告
六
号
）、
八
月
七
日
に
終
了
す
る
ま
で
に
約
九
万
二
千
人

の
日
系
人
が
一
〇
八
回
に
分
け
て
集
結
セ
ン
タ
ー
（
一
六
ヶ
所
）
へ
移
送

さ
れ
、
集
結
セ
ン
タ
ー
に
平
均
し
て
百
日
ほ
ど
収
容
さ
れ
た
後
、
急
造
さ

れ
た
（
あ
る
い
は
建
築
途
中
の
）
再
定
住
セ
ン
タ
ー
（
十
ヶ
所
）
へ
と
転
送

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
マ
ン
ザ
ナ
ー
の
集
結
セ
ン
タ
ー
だ
け
は
そ
の
ま
ま
再

定
住
セ
ン
タ
ー
に
使
わ
れ
た
。

　

こ
の
強
制
退
去
と
強
制
収
容
で
は
様
々
な
人
権
侵
害
と
物
質
的
被
害

が
生
じ
た
。
こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
れ
は
一
一
万
人
を
超

え
る
規
模
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
そ
こ
に
属
す
個
人
そ
れ
ぞ

れ
の
尊
厳
を
痛
め
つ
け
、
生
活
を
根
本
的
に
破
壊
す
る
も
の
だ
っ
た
。
退

去
に
は
ご
く
短
い
準
備
時
間
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
持
っ
て
い
け
る
荷
物

は
ひ
ど
く
制
限
さ
れ
た
た
め
、
動
産
・
不
動
産
の
処
分
が
強
制
的
に
行
わ

れ
（
一
定
の
保
護
は
あ
っ
た
が
ま
と
も
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
）、
数
十
年
か

け
て
日
系
移
民
が
築
い
た
も
の
の
多
く
が
失
わ
れ
た
。
集
結
セ
ン
タ
ー
へ

の
輸
送
、
再
定
住
セ
ン
タ
ー
へ
の
転
送
は
、
旧
式
の
貨
車
に
詰
め
込
ま
れ

て
、
す
さ
ま
じ
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。
集
結
セ
ン
タ
ー
は
、
大

き
な
共
進
会
場
、
空
き
地
、
競
馬
場
、
キ
ャ
ン
プ
場
、
畜
産
品
評
会
場
に

急
造
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
た
め
、
多
く
は
劣
悪
な
環
境
で
、
設
備
も
ろ
く

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
再
定
住
セ
ン
タ
ー
も
、
多
く
は
内
陸
部
の
砂
漠

の
よ
う
な
過
酷
な
気
候
条
件
地
域
に
建
設
さ
れ
た
上
、
施
設
は
不
十
分
で

あ
り
、管
理
要
員
も
不
足
し
、検
閲
が
あ
り
、生
活
全
般
に
関
し
て
も
様
々

な
制
約
が
課
さ
れ
た
。
何
よ
り
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
鉄
条
網
で
囲
ま
れ
、

監
視
塔
が
建
て
ら
れ
、
武
装
し
た
警
備
兵
が
巡
回
す
る
、
出
入
が
管
理
さ

れ
た
収
容
所
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
脱
走
者
と
見
な
さ
れ
た
日

系
人
が
射
殺
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
（
ワ
カ
サ
事
件
）。
こ
れ
ら
の

収
容
所
は
戦
時
下
で
「
敵
性
外
国
人
」
を
収
監
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
を

超
え
て
（
事
実
、
収
容
者
の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
合
州
国
の
市
民
権
を
持
っ

て
い
た

43
）、
狂
信
的
な
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
に
促
さ
れ
て
当
該
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
丸
ご
と
社
会
か
ら
排
除
す
る
た
め
の
、
擬
似
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
化
さ
れ
た

─
当
局
の
管
理
の
下
で
、
自
治
組
織
が
編
成
さ

れ
、
学
校
が
作
ら
れ
、
低
賃
金
と
は
い
え
賃
労
働
が
あ
り
、
売
店
が
あ
っ

て
通
販
も
で
き
、
新
聞
が
発
行
さ
れ
、
ダ
ン
ス
・
パ
ー
テ
ィ
や
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
団
体
行
事
が
行
わ
れ
た

─
巨
大
な

隔
離
施
設
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
い
く
つ
か
の
収
容
所
は
先
住

ア
メ
リ
カ
人
の
保
留
地
で
も
あ
っ
た
）。

第
二
章　
日
系
二
世
の
忠
誠
と
反
逆

忠
誠
と
反
逆
の
始
原

　　
前
章
で
は
、
強
制
退
去
・
強
制
移
住
に
ま
で
い
た
る
日
系
移
民
の
歴
史

を
概
観
し
、
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
生
じ
た
亀
裂
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
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本
章
で
『
二
重
国
籍
者
』
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
確
認
し
て
お

き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
戦
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

内
部
の
亀
裂
が
強
制
退
去
・
強
制
収
容
に
対
す
る
反
応
の
差
異
と
し
て
、

合
州
国
市
民
権
を
持
つ
日
系
人
、
特
に
二
世
た
ち
の
間
に
現
れ
た
こ
と
で

あ
る
。

　

ま
ず
政
府
の
措
置
に
対
し
て
訴
訟
を
通
じ
て
「
抵
抗
」
を
示
す
者
が
い

た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
を
夫
に
持
つ
メ
リ
ー
・
ベ
ン
チ
ュ
ラ
は

夜
間
外
出
禁
止
令
な
ど
の
制
限
に
対
し
て
人
身
保
護
の
訴
え
を
起
こ
し
、

大
学
生
の
ゴ
ー
ド
ン
・
ヒ
ラ
バ
ヤ
シ
は
故
意
に
夜
間
外
出
令
を
破
り
、
義

務
で
あ
っ
た
強
制
退
去
時
の
民
間
人
統
制
事
務
所
へ
の
出
頭
を
拒
否
し

て
逮
捕
さ
れ
る
と
、
控
訴
裁
判
で
こ
の
法
律
の
違
憲
性
を
主
張
し
た
。
弁

護
士
で
予
備
役
将
校
の
ミ
ノ
ル
・
ヤ
ス
イ
も
夜
間
外
出
令
を
故
意
に
破
り

逮
捕
さ
れ
て
、
や
は
り
控
訴
裁
判
で
違
憲
性
を
主
張
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
の
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
で
働
い
て
い
た
リ
ン
カ
ー
ン
・
カ
ナ
イ
は
、
退
去
の
布

告
が
出
て
も
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
離
れ
な
か
っ
た
た
め
逮
捕
さ
れ
た

が
、
釈
放
さ
れ
る
と
人
身
保
護
の
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
退
去
布
告
後
故

意
に
禁
止
区
域
に
と
ど
ま
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
ト
ヨ
サ
ブ
ロ
ー
・
コ
レ
マ
ツ

も
控
訴
裁
判
で
違
憲
性
を
主
張
し
た

44
。

　

一
方
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
社
会
的
地
位
向
上
の
た
め
に
二
世
が
戦
前

か
ら
結
成
し
て
い
た
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｌ
（
日
系
ア
メ
リ
カ
人
市
民
協
会
）
は
、
政
府

の
政
策
や
収
容
所
管
理
へ
の
協
力
を
主
張
し
、
日
系
二
世
の
参
戦
が
合
州

国
へ
の
忠
誠
の
証
に
な
る
と
考
え
、
開
戦
と
と
も
に
停
止
さ
れ
て
い
た
日

系
二
世
の
徴
兵
制
度
の
再
開
を
政
府
に
訴
え
か
け
た

45
。
実
際
、
収
容
所

の
家
族
や
合
州
国
に
お
け
る
生
活
や
未
来
の
保
障
を
獲
得
す
る
た
め
に
、

徴
兵
制
の
再
開
と
も
に
多
く
の
日
系
二
世
男
子
が
従
軍
し
た
。
四
四
二
と

呼
ば
れ
る
日
系
人
部
隊
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
で
活
躍
し
、
合
州
国
の
日
系

人
へ
の
認
識
を
肯
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
ア

ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
は
情
報
局
で
多
く
の
二
世
が
活
動
し
た
。
収
容
所
か

ら
陸
軍
看
護
部
隊
Ａ
Ｎ
Ｃ
と
陸
軍
女
性
部
隊
Ｗ
Ａ
Ｃ
に
志
願
し
て
入
隊

し
た
日
系
二
世
の
女
性
た
ち
も
評
判
に
な
っ
た

46
。

　

そ
う
し
た
動
き
と
は
反
対
に
、
い
く
つ
か
の
収
容
所
で
は
、
日
本
で
軍

国
教
育
を
受
け
た
が
ゆ
え
に
親
日
的
だ
と
疑
わ
れ
て
他
の
収
容
者
よ
り

も
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
を
受
け
て
、
不
満
・
鬱
屈
を
募
ら
せ
て
い
た
帰
米
二

世
が
反
米
や
親
日
の
団
体
を
結
成
し
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｌ
や
収
容
所
管
理
に
協
力

的
な
姿
勢
を
見
せ
る
二
世
（「
イ
ヌ
」
と
呼
ば
れ
た
）
に
暴
行
す
る
事
件
が

生
じ
た
。
た
と
え
ば
マ
ン
ザ
ナ
ー
収
容
所
で
は
、
帰
米
が
中
心
に
な
っ
て

結
成
さ
れ
た
黒
龍
会
と
い
う
国
粋
主
義
を
標
榜
す
る
グ
ル
ー
プ
が
、
軍
隊

式
・
右
翼
式
の
示
威
行
動
を
行
っ
て
威
嚇
を
繰
り
返
し
、
暴
力
事
件
を
起

し
て
、
軍
隊
に
よ
る
鎮
圧
や
戒
厳
令
が
し
か
れ
る
ま
で
に
発
展
し
た
し
、

問
題
視
さ
れ
た
日
系
人
た
ち
が
集
め
ら
れ
た
ツ
ー
ル
レ
イ
キ
収
容
所
で

も
同
様
な
事
件
が
生
じ
た

47
。

　

ま
た
、
日
系
二
世
男
性
に
徴
兵
が
再
開
さ
れ
る
と
徴
兵
忌
避
者
が
出

た
。
俗
に
言
う「
ノ
ー･

ノ
ー･

ボ
ー
イ
」で
あ
る
。
こ
の
呼
称
は
収
容
さ

れ
た
日
系
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
合
州
国
へ
の
忠
誠
を
認
め
る
か
ど
う

か
の
二
つ
の
質
問
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ノ
ー
と
答
え
た
合
州
国
へ
の
忠
誠
拒
否

者
が
徴
兵
忌
避
者
に
い
た
こ
と
に
由
来
す
る

48
。
た
だ
し
、
こ
の
呼
称
は

混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
徴
兵
忌
避
者
に
は
当
該
の

忠
誠
質
問
に
「
イ
エ
ス
・
ノ
ー
」
と
答
え
た
者
、「
ノ
ー･

イ
エ
ス
」
と
答

え
た
者
、回
答
そ
れ
自
体
を
拒
否
し
た
者
も
い
れ
ば
、「
イ
エ
ス･

イ
エ
ス
」

と
答
え
た
者
も
い
て
、
全
員
が
忠
誠
拒
否
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
良
心
的
参
戦
拒
否
者
で
も
な

か
っ
た
。
徴
兵
検
査
あ
る
い
は
検
査
合
格
後
の
陸
軍
入
隊
式
へ
の
出
頭
を
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拒
否
し
た
が
ゆ
え
に
犯
罪
者
と
し
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
が
、
裁
判
に
お

い
て
彼
ら
が
訴
え
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
合
州
国
政
府
に
よ
る
日
系
住
民

へ
の
強
制
退
去
・
強
制
収
容
と
い
う
法
的
措
置
の
不
当
性
で
あ
っ
て
、
徴

兵
制
度
や
戦
争
そ
れ
自
体
の
是
非
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
徴
兵
忌
避
者

の
多
く
は
強
制
退
去
・
強
制
収
容
の
不
当
性
が
認
め
ら
れ
て
解
除
さ
れ
、

日
系
住
民
の
状
況
が
改
善
さ
れ
れ
ば
従
軍
す
る
意
志
を
表
明
し
た
し
、
朝

鮮
戦
争
時
の
徴
兵
に
は
応
じ
て
従
軍
し
た
者
も
い
た

49
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
二
世
た
ち
の
反
応
は
、
合
州
国
政
府
の
人
種

差
別
的
な
措
置
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
そ

れ
自
体
の
判
断
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言
う
「
文
化
資
本
」
が
前
提
条

件
と
な
っ
て
分
岐
的
に
顕
現
し
た
も
の
で
、
そ
の
実
ど
れ
も
が
合
州
国
に

向
け
た
「
応
答
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
の
だ
。
強
制
退
去
・
強
制
収

用
な
ど
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
法
廷
闘
争
は
合
州
国
の
法
に
よ
る
解
決

を
信
じ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｌ
の
活
動
も
、
合
州
国
へ
の
忠
誠
を

表
明
す
る
こ
と
で
日
系
人
に
対
す
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
差
別
・
偏
見
を
是

正
し
、
米
国
民
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
収

容
所
の
反
米
・
親
日
の
帰
米
二
世
に
し
て
も
、
合
州
国
政
府
の
措
置
に

対
す
る
反
発
や
絶
望
が
反
照
と
し
て
そ
う
し
た
態
度
を
と
ら
せ
た
の
で

あ
っ
て
、
天
皇
や
大
日
本
帝
国
へ
の
帰
依
が
本
当
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
50

。
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
合
州
国
の
排
外
主
義
や
人
種
主
義
に

よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
擬
制
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
し
か
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
徴
兵
忌
避
者
の
場
合
も
、
不
当
な
合
州
国
へ
の
不
服
・
不
満
を

服
従
の
拒
否
と
し
て
実
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
非
戦
や
反
戦
の
運

動
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
を
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

確
か
に
二
世
の
な
か
に
は
自
ら
の
家
族
・
親
族
が
い
る
日
本
と
戦
う
こ

と
を
た
め
ら
い
、
抵
抗
し
、
拒
否
す
る
者
も
い
た
し
、
帰
還
船
で
日
本
に

「
帰
国
」
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
者
も
い
た
が
、
必
ず
し
も
日
本
へ
の
強
い

帰
属
意
識
が
そ
う
さ
せ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
現
に
、
戦
後
に
な
っ
て

合
州
国
に
戻
る
べ
く
、
国
籍
確
認
の
訴
訟
を
起
こ
し
た
二
世
た
ち
も
少
な

か
ら
ず
い
た
。
何
よ
り
、
収
容
さ
れ
た
二
世
の
大
半
は
「
敵
性
外
国
人
」

と
さ
れ
た
屈
辱
と
不
名
誉
を
耐
え
忍
ん
で
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
合

州
国
市
民
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
戦
後
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
が

モ
デ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
た
／
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
の

ひ
と
つ
に
は
、
そ
う
し
た
歴
史
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
二
重
国
籍
者
』
の
位
置

　　『
二
重
国
籍
者
』
の
主
人
公
岩
村
武
（
タ
ッ
ク
）
は
、
ア
マ
チ
の
収
容

所
で
志
願
制
・
徴
兵
制
が
再
開
さ
れ
る
と
出
所
申
請
を
行
い
、
軍
部
か
ら

の
勧
誘
を
承
諾
し
て
従
軍
し
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
情
報
局
員
と
し

て
参
加
す
る
。
し
か
し
そ
の
「
参
戦
」
は
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｌ
の
よ
う
に
積
極
的

に
合
州
国
へ
の
忠
誠
を
証
す
た
め
で
も
、
合
州
国
で
の
生
き
る
「
場
」
を

確
保
す
る
べ
く
や
む
を
え
ず
に
選
ん
だ
た
め
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
強
制

退
去
・
強
制
収
容
に
対
し
て
岩
村
が
示
す
姿
勢
は
、
前
述
し
た
二
世
の
類

型
的
な
対
応
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

帰
米
で
は
あ
る
が
、
サ
ン
タ
・
ア
ニ
タ
の
収
容
所
で
は
決
し
て
日
本

語
を
使
お
う
と
は
せ
ず
（
岩
村
は
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
）、
親
日
的
な
一

世
・
二
世
た
ち
を
「
ニ
ッ
ポ
ン
党
」
と
揶
揄
し
て
近
づ
く
こ
と
は
し
な

い
。
一
方
、
強
制
収
容
さ
れ
な
が
ら
も
機
会
が
あ
れ
ば
星
条
旗
に
胸
を
あ

て
て
目
礼
す
る
二
世
た
ち
の
愛
国
の
ジ
ェ
ス
チ
ア
に
憤
慨
し
、
悲
し
み
さ
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え
抱
き
、「
抵
抗
し
な
い
で
、
お
と
な
し
く
立
ち
退
く
こ
と
で
戦
争
に
協

力
す
る
と
い
う
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｌ
（
日
系
米
人
市
民
協
会
）
の
立
場
は
支
持
し
て

い
な
い
」
と
口
に
す
る

51
。
し
か
し
親
米
的
な
二
世
を
冷
や
や
か
に
見
な

が
ら
も
、
戦
争
協
力
の
一
環
と
し
て
収
容
所
で
募
集
さ
れ
た
カ
モ
フ
ラ
ー

ジ
ュ
・
ネ
ッ
ト
の
製
作
作
業
に
は
た
だ
や
り
た
い
か
ら
や
る
の
だ
と
言
っ

て
参
加
す
る
。「
市
民
で
あ
り
な
が
ら
日
本
人
を
父
母
に
持
っ
て
い
る
だ

け
の
理
由
で
敵
国
外
人
、
そ
れ
も
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
を
除
外
し
た
敵
国

外
人
と
し
て
、
収
容
さ
れ
て
い
る
人
種
差
別
へ
の
抵
抗
」
か
ら
髭
を
の
ば

す
が

52
、
強
制
退
去
・
強
制
収
容
に
対
し
て
憲
法
違
反
の
訴
訟
を
起
こ
し

た
ハ
ワ
イ
生
ま
れ
の
二
世
へ
の
支
援
を
求
め
ら
れ
る
と
態
度
を
保
留
す

る
。
訴
訟
が
合
州
国
に
対
す
る
日
本
の
反
人
種
主
義
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
利

用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
戦
時
下
で
の
裁
判
に
効
力
が
あ
る
と
も
思
え

な
い
以
上
、
収
容
さ
れ
て
い
る
日
系
人
に
無
意
味
な
期
待
を
抱
か
せ
る
だ

け
に
終
わ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
岩
村
は
、
日
本
か
ら
も
合
州
国
か
ら
も
極
力
距
離
を
と
ろ
う
と

す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
日
本
で
あ
れ
、
合
州
国
で
あ
れ
、
戦
争
に
協
力
す

る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
両
国
家
が
内
に
抱
え
込
む
国
家
暴
力
に
加
担
し
て

し
ま
う
の
を
拒
否
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
二
世
で
画

家
志
望
の
服
部
と
の
会
話
で
岩
村
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

中
国
人
を
虐
殺
し
て
き
た
日
本
軍
部
に
反
対
す
る
の
は
勿
論
だ
が
ね
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
反
対
か
ど
う
か
、
ア
メ
リ
カ
に
忠
誠
か
ど
う
か
の
調
査
や

裁
判
な
し
に
日
本
人
の
血
を
受
け
て
い
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由

で
わ
れ
わ
れ
を
キ
ャ
ン
プ
に
収
容
す
る
の
は
、
ア
ジ
ア
を
ア
ジ
ア
人
の
た

め
に
と
い
う
軍
閥
の
大
東
亜
共
栄
圏
の
構
想
に
ア
メ
リ
カ
が
口
実
を
与
え

た
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
だ
。
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
息
子
か
、
わ
れ
わ
れ
は
？　

平
等
だ
、
平
等
だ
、
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
非
戦
闘
員
の
わ
れ
わ
れ
を
強

制
立
退
き
さ
せ
る
た
め
に
収
容
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
の
自
由
か
ね
。
人
種

差
別
だ
よ
。
東
条
が
、
そ
れ
み
た
こ
と
か
、
と
い
っ
て
い
る
よ

53
。

　

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
大
義
に
掲
げ
て
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
な
が

ら
、
人
種
差
別
を
国
策
と
し
て
実
行
す
る
合
州
国
も
、
植
民
地
解
放
を
謳

う
こ
と
で
合
州
国
の
大
義
を
無
化
し
つ
つ
、
ア
ジ
ア
の
覇
権
を
握
ろ
う
と

す
る
有
色
の
帝
国
日
本
も
、
こ
こ
で
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
批
判
さ
れ
て
い

る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
対
象
に
す
る
の
は
日
米
だ
け
で
は
な

い
。
解
放
を
唱
え
る
種
々
の
思
想
の
可
能
性
が
こ
と
ご
と
く
批
判
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
戦
前
に
あ
っ
て
は
合
州
国
も
日
本
も
帝
国
主
義
と
し
て
批
判

し
え
た
強
力
な
思
想
に
し
て
理
論
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
も
例
外
で

は
な
い
。
岩
村
は
、
日
本
で
は
左
翼
運
動
に
参
加
し
た
も
の
の
、
合
州
国

に
戻
っ
て
か
ら
は
そ
う
し
た
運
動
と
一
線
を
画
し
て
き
た
こ
と
が
示
唆

さ
れ
、
作
品
の
随
所
で
、
外
国
人
で
あ
る
と
し
て
日
系
一
世
の
党
籍
を
剥

奪
し
、
日
系
人
に
対
す
る
合
州
国
の
強
制
収
容
・
強
制
退
去
を
批
判
し
な

い
ア
メ
リ
カ
共
産
党
へ
の
失
望
や
批
判
が
、
ド
イ
ツ
と
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
割

譲
と
い
っ
た
ソ
連
の
対
外
政
策
の
諸
問
題
と
あ
わ
せ
て
元
党
員
だ
っ
た

日
系
二
世
た
ち
か
ら
口
に
さ
れ
、
現
状
の
共
産
主
義
に
展
望
の
な
い
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

さ
ら
に
、
岩
村
は
宗
教
に
も
と
づ
く
人
道
主
義
も
同
様
に
否
定
す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
な
か
で
暮
ら
し
て
き
た
服
部
か
ら
礼
拝
説
教
へ
の

参
加
を
誘
わ
れ
て
拒
絶
す
る
際
、
合
州
国
の
人
種
偏
見
を
嘆
き
つ
つ
、
当

時
国
外
で
も
知
ら
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
運
動
家
の
賀
川
豊
彦
の

名
を
挙
げ
な
が
ら
、
収
容
所
の
日
系
人
に
忍
耐
と
平
和
を
説
く
白
人
の
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ジ
ョ
ー
ン
ズ
牧
師
の
人
道
主
義
に
対
し
て
も
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
隠
さ
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
人
道
主
義
で
何
が
救
え
る
と
い
う
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
と
こ
の

戦
争
と
。〔
中
略
〕
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
人
殺
し
の
罪
は
許
さ
れ
る
と
い
う
ん
だ
ろ
う
。
賀
川

豊
彦
な
ど
、
日
本
軍
部
へ
屈
服
し
て
宣
撫
な
ど
と
ほ
ざ
い
て
中
国
人
を
殺

し
て
お
い
て
中
国
を
す
く
う
な
ん
て
い
う
大
東
亜
共
栄
圏
に
加
担
し
て
い

る
ん
だ
か
ら
ね
。
人
道
主
義
っ
て
そ
ん
な
も
の
さ

54
。

　

こ
の
あ
と
服
部
が
過
酷
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
弾
圧
下
の
日
本
に
生
き
る

賀
川
豊
彦
を
擁
護
は
す
る
が
、
以
後
、
作
品
の
な
か
で
宗
教
や
人
道
主
義

が
救
済
の
可
能
性
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

つ
ま
り
こ
の
作
品
で
は
、
社
会
変
革
を
も
た
ら
す
は
ず
の
民
主
主
義
、

民
族
解
放
、
共
産
主
義
、
宗
教
的
人
道
主
義
と
い
っ
た
思
想
や
政
治
が
、

収
容
所
内
で
の
日
系
人
同
士
の
人
間
関
係
を
通
じ
て
、
こ
と
ご
と
く
相
対

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
解
放
」
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
こ
れ

ら
の
普
遍
主
義
は
、
排
他
的
な
暴
力
性
を
併
せ
持
つ
こ
と
を
、
日
系
二
世

の
経
験

─
民
族
解
放
を
謳
う
帝
国
日
本
か
ら
は
非
国
民
扱
い
さ
れ
、
民

主
主
義
国
家
を
標
榜
す
る
合
州
国
か
ら
は
市
民
権
を
蹂
躙
さ
れ
、
日
系
人

の
強
制
収
容
・
強
制
退
去
は
革
命
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
か
ら
は
無
視
さ
れ
、
キ

リ
ス
ト
教
人
道
主
義
か
ら
は
た
だ
従
順
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
る

─

が
証
し
て
み
せ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
の
際
に
岩
村
が
行
う
相
対
化
の
視
座
は
、「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

バ
ガ
ボ
ン
ド
（
国
際
的
放
浪
者
）」
と
い
う
自
己
規
定
に
置
か
れ
る
。
故
郷

が
な
く
、
帰
属
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
で
、
い
か
な
る
も
の
に
対
す
る
責

任
か
ら
も
免
除
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
解
放
」
を
感
じ
る
か
ら
で
あ

る
。
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
条
理
な
現
実
に
人
が
出
会
う
と
き
、
そ

の
不
条
理
を
乗
り
越
え
る
一
つ
の
方
法
は
す
べ
て
を
相
対
化
す
る
シ
ニ

シ
ズ
ム
に
生
き
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
本
作
品
の
第
一
部
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
産
」
で
岩
村
が
と
る
態
度
は
ま
さ
に
そ
の
徹
底
し
た
シ
ニ
シ
ズ
ム
で
あ

る
。

　

し
か
し
そ
う
し
た
視
座
も
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
解
放

と
合
州
国
に
お
け
る
日
系
人
の
解
放
と
は
同
じ
こ
と
だ
と
信
じ
て
米
軍

に
従
軍
す
る
沖
縄
二
世
の
真
壁
か
ら
、
岩
村
の
個
人
主
義
的
な
解
放
で
は

何
ら
現
実
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
る
の
だ
。
確
か
に
強

制
収
容
さ
れ
て
い
る
人
間
が
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
バ
ガ
ボ
ン
ド
と
自

己
規
定
し
、
現
実
を
心
理
的
に

0

0

0

0

超
越
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
で
事
態
は
何
も

変
わ
ら
ず
、
日
系
人
が
強
制
収
容
や
人
種
差
別
か
ら
解
放
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
と
い
っ
て
何
ら
か
の
積
極
的
な
行
動
に
出
る
こ
と
は
、
既
存
の

国
家
政
治
、
国
家
間
政
治
に
絡
め
取
ら
れ
、
利
用
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、

岩
村
は
身
動
き
が
取
れ
な
い
ま
ま
サ
ン
タ･

ア
ニ
タ
の
収
容
所
で
は
鬱
屈

し
た
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
物
語
は
こ
の
ま
ま
で
終
わ
ら
な
い
。
収
容
所
を
構
成
す
る
社
会

性
が
、
岩
村
の
自
閉
的
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
自
壊
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
社
会
性
は
、
岩
村
に
二
度
の
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
第
二

次
世
界
大
戦
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

戦
争
下
の
重
層
的
人
種
関
係

　
『
二
重
国
籍
者
』
を
読
む
と
気
づ
く
の
は
、
岩
村
を
中
心
と
す
る
人
間

関
係
が
執
拗
に
人
種
関
係
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
合
州
国
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は
多
民
族
・
多
人
種
国
家
な
の
だ
か
ら
、
日
系
人
の
社
会
関
係
が
人
種
関

係
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
で

語ナ
レ
ーり

手タ
ー

が
繰
り
返
し
提
示
し
て
み
せ
る
の
は
、
収
容
所
に
お
い
て
構
成
さ

れ
、
顕
現
し
て
い
る
日
米
社
会
の
重
層
化
し
た
人
種
関
係
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、岩
村
が
サ
ン
タ･

ア
ニ
タ
の
収
容
所
に
来
て
驚
い
た
こ
と
の

ひ
と
つ
に
、
黒
人
の
子
ど
も
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
強
制
退
去
・
強

制
収
容
は
、日
本
人
の
血
を
引
く
も
の
す
べ
て
に
対
し
て
行
わ
れ
た
か
ら
、

黒
人
と
日
系
人
と
を
親
に
持
つ
子
ど
も
が
収
容
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
お

か
し
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が（
実
際
、様
々
な「
混
血
児
」が
収
容
さ
れ
た
）、

肝
要
な
の
は
、
黒
人
の
子
ど
も
と
そ
の
日
系
人
の
母
親
は
収
容
所
で
ひ
っ

そ
り
と
息
を
ひ
そ
め
て
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
様
子
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
合
州
国
主
流
社
会
の
人
種
秩
序
が
そ
の
ま
ま
日

系
社
会
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

55
。 

実
際
、
収
容
所
内
の
日
系
人
の
間
で
、
世
代
、
性
別
に
関
係
な
く
、
黒
人

蔑
視
の
言
葉
が
日
常
的
に
や
り
取
り
さ
れ
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
も
い
る
。

　

そ
し
て
合
州
国
社
会
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
社
会
の
人
種
秩
序
も
収
容

所
の
日
系
社
会
を
染
め
上
げ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、

強
制
退
去
・
強
制
収
容
と
い
う
人
種
差
別
が
大
日
本
帝
国
の
差
別
的
・

排
他
的
な
人
種
観
を
再
構
成
し
て
し
ま
う
様
子
が
示
さ
れ
る
の
だ

56
。 

た
と
え
ば
、
日
本
語
が
話
せ
る
の
に
使
わ
ず
、
帰
米
と
も
一
世
と
も
話

そ
う
と
せ
ず
、
日
本
批
判
す
ら
す
る
岩
村
を
苦
々
し
く
思
う
一
世
の
森
枝

は
、
岩
村
を
朝
鮮
人
の
ス
パ
イ
だ
と
疑
い
は
じ
め
る
。

こ
い
つ
は
、む
し
が
す
か
ん
と
思
っ
と
っ
た
ら
実
は
朝
鮮
人
だ
っ
た
の
か
。

日
本
語
を
喋
ら
ん
の
も
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
た
め
だ
。
朝
鮮
人
な

ら
日
本
の
敵
だ
。
宇
垣
を
は
じ
め
東
条
閣
下
も
に
く
か
ろ
う
。
天
皇
陛
下

の
御
恩
も
わ
か
ら
ん
じ
ゃ
ろ
う
。
八
紘
一
宇
や
大
東
亜
共
栄
圏
の
雄
大
な

理
想
に
ケ
チ
を
つ
け
た
が
る
じ
ゃ
ろ
う
。
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
朝
鮮
か
。

朝
鮮
人
な
ら
、
し
か
し
、
収
容
さ
れ
る
筈
が
な
い
。
朝
鮮
人
は
立
退
か
ん

で
も
い
い
。
大
手
を
振
っ
て
、
そ
と
を
歩
い
と
る
。
な
ん
で
、
こ
い
つ
は

わ
ざ
わ
ざ
キ
ャ
ン
プ
に
入
っ
て
き
た
の
か
。
日
本
人
に
な
り
す
ま
し
て
。

わ
し
の
勘
ど
お
り
、
こ
い
つ
は
ス
パ
イ
だ
。
動
静
を
さ
ぐ
り
に
忍
び
込
ん

で
き
た
朝
鮮
人
ス
パ
イ

57
。 

　

岩
村
は
、
自
分
を
朝
鮮
人
だ
と
疑
っ
て
い
る
森
枝
に
対
し
て
、「
な
ぜ
、

不
幸
に
陥
っ
た
日
本
人
は
、
不
安
に
駆
ら
れ
た
日
本
人
は
、
憎
悪
を
、
朝

鮮
人
に
向
け
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
、「
論
理
を
弁
え

ず
、
偏
見
に
培
わ
れ
た
感
情
で
し
か
物
の
言
え
な
い
森
枝
」
に
、
同
情
を

感
じ
は
じ
め
さ
え
す
る

58
。「
民
族
意
識
の
活
路
を
暴
虐
き
わ
ま
る
ア
メ

リ
カ
へ
の
反
抗
と
し
て
し
か
表
現
で
き
な
い
、
お
い
つ
め
ら
れ
た
も
の
の

心
情
に
同
感
で
き
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
」
だ

59
。

　

ま
た
、
語ナ

レ
ーり

手タ
ー

は
、
収
容
所
で
岩
村
と
知
り
合
っ
て
恋
人
に
な
る
ス
ウ

が
、
収
容
所
で
他
人
と
関
わ
り
を
持
と
う
と
せ
ず
、
自
分
に
も
十
分
打
ち

解
け
よ
う
と
し
な
い
岩
村
に
抱
く
不
安
・
不
満
を
、
二
世
の
間
に
も
あ
る

日
本
の
差
別
的
な
人
種
観
に
も
と
づ
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を

説
明
す
る
。

母
が
言
う
よ
う
に
、『
ど
こ
の
馬
の
骨
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
』タ
ッ
ク
は
、

穢
多
と
一
世
が
呼
ん
で
軽
蔑
す
る
部
落
民
出
身
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
沖
縄
か
ら
移
民
し
て
き
た
家
族
の
子
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
穢
多
が
ど

ん
な
も
の
か
、
沖
縄
が
ど
こ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
ス
ウ
は
、
日
本
人
の

な
か
に
あ
る
差
別
観
を
深
く
考
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た

60
。
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こ
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
日
本
の
人
種
意
識
が
描
き
出
さ
れ

る
の
だ
が
、
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
で
蔑
視
さ
れ
る
人
々
に
関

す
る
知
識
も
持
た
ず
、
対
面
し
た
こ
と
す
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差

別
意
識
が
個
別
的
な
人
間
関
係
に
お
い
て
現
れ
る
軋
轢
を
心
理
的
に
解

消
す
る
べ
く
立
ち
上
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
々

人
が
人
間
関
係
や
社
会
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
不
安
、
怒
り
、
衝
突
、
す

れ
違
い
と
い
っ
た
個
別
的
な
問
題
を
、
特
定
の
人
間
が
本
質
的
に
持
つ
と

一
方
的
に
思
い
込
ま
れ
て
い
る
一
般
性
に
還
元
し
て
、
心
理
的
に
解
決
す

る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
も
と
も
と
は
個
的

な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
心
理
的
齟
齬
を
、
人
種
と
い
う
種
差
に
還
元
さ
れ

る
共
約
不
可
能
な
人
間
の
本
質
に
由
来
す
る
問
題
と
見
な
し
て
慰
安
を

獲
得
す
る
こ
と
こ
そ
、
人
種
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
合
州
国
の
人
種
秩
序
が
こ
の
日
本
の
人
種
意
識
に
反
転
す
る

さ
ま
も
こ
の
小
説
に
は
描
れ
て
い
る
。
サ
ン
タ
・
ア
ニ
タ
の
収
容
者
た
ち

は
待
遇
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
か
ら
暴
動
を
起
こ
し
、
所

内
駐
在
巡
査
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
を
襲
撃
す
る
の
だ
が
、
不
首
尾
に
終
わ
る

と
、
群
衆
の
怒
り
は
巡
査
と
一
緒
に
い
た
通
訳
の
日
系
人
へ
と
転
化
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
白
人
に
手
を
出
し
か
ね
た
日
本
人
の
、
植
民
地

支
配
に
培
わ
れ
、
歪
め
ら
れ
た
人
種
差
別
の
血
が
、
屈
折
し
て
動
き
始

め
」

61
、
通
訳
の
日
系
人
は
朝
鮮
人
の
ス
パ
イ
と
み
な
さ
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

群
集
か
ら

袋
叩
き
に
あ
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
事
件
は
、
岩
村
の
最
初
の
転
機
に
な
る
。
岩
村
も
こ
の
暴
動
に
巻

き
込
ま
れ
、
大
怪
我
を
負
う
の
だ
が
、（
朝
鮮
人
と
見
な
さ
れ
た
）
日
系
人

通
訳
へ
の
暴
力
を
黙
っ
て
見
物
し
て
い
た
こ
と
へ
の
良
心
の
呵
責
が
、
岩

村
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
揺
ら
が
す
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
岩
村
は
、
日

本
人
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
そ
れ
ま
で
口
に
し
な

か
っ
た
日
本
語
を
話
す
よ
う
に
な
り
、
サ
ン
タ
・
ア
ニ
タ
の
転
住
セ
ン

タ
ー
か
ら
ア
マ
チ
の
収
容
所
へ
移
送
さ
れ
て
か
ら
は
、
収
容
所
の
日
本
人

と
も
つ
き
あ
う
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ば
日
本
人
と
し
て
、
日
系
人
の
、
日

本
本
国
の
問
題
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
岩
村
は
ア
マ
チ
収
容
所
で
も
う
ひ
と
つ
の
転
機
を
迎
え
る
。
サ

ン
タ
・
ア
ニ
タ
か
ら
ア
マ
チ
へ
移
送
さ
れ
る
列
車
で
、
被
差
別
部
落
出
身

の
矢
田
一
家
と
知
り
合
い
、
収
容
所
で
も
親
し
く
つ
き
あ
う
よ
う
に
な
る

の
だ
が
、
そ
の
矢
田
家
の
長
女
に
、
独
善
的
な
正
義
感
か
ら
、
矢
田
の
出

自
が
被
差
別
部
落
で
あ
り
、
被
差
別
部
落
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か

を
告
げ
て
、
矢
田
か
ら
「
日
本
は
信
用
で
け
ん
。
信
用
で
け
る
ん
は
自
分

だ
け
じ
ゃ
。
そ
う
思
う
て
ア
メ
リ
カ
へ
来
た
。
こ
ん
ど
は
ア
メ
リ
カ
に
お

る
日
本
人
も
信
用
で
け
ん
よ
う
に
な
っ
た
。
い
じ
め
る
も
ん
を
信
用
で
け

る
か
？　

こ
ん
ど
は
、
日
本
と
戦
争
す
る
か
ら
ち
ゅ
う
て
ア
メ
リ
カ
か
ら

い
じ
め
ら
れ
よ
る
。
日
本
も
信
用
で
け
ん
、
ア
メ
リ
カ
も
信
用
で
け
ん
。

ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
い
う
絵
描
き
が
椅
子
に
ち
ょ
こ
ん
と
の
せ
た
蝋
燭
を
描

い
と
っ
た
が
、
そ
ん
な
気
持
ち
よ
。
せ
え
で
、
信
用
せ
え
で
も
い
い
の
に
、

タ
ッ
ク
は
ん
、
あ
ん
た
だ
け
は
と
思
う
と
っ
た
の
に
。
あ
ん
た
も
、
も
う

信
用
で
け
ん
。
も
う
、
う
ち
へ
来
て
つ
か
あ
さ
る
な
」

62
と
拒
絶
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
矢
田
の
拒
絶
が
岩
田
に
と
っ
て
二
度
目
の
転
機
と
な
る
の

で
あ
る
。

雪
籠
も
り
の
寒
い
部
屋
を
暖
め
て
く
れ
る
ス
ト
ー
ブ
の
石
炭
の
焰
の
よ
う

に
、
そ
こ
に
は
矢
張
り
矢
田
一
家
へ
の
、
説
明
し
き
れ
な
い
負
い
目
、
自

分
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
に
対
す
る
、
自
分
へ
の
責
任
と
い
う
も

の
が
底
に
動
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。
抵
抗
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
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い
の
か
？　

二
世
、
市
民
権
を
持
つ
日
本
人
と
し
て
敵
国
外
国
人
の
日
本

人
と
共
に
強
制
立
退
き
・
収
容
さ
れ
る
、
そ
の
こ
と
を
承
認
す
る
書
類
に

署
名
し
た
と
き
、
ア
ン
ダ
ー
・
デ
ュ
レ
ス
（
強
迫
さ
れ
て
）
と
氏
名
の
上

に
書
き
添
え
た
の
は
、
あ
れ
は
ひ
と
つ
の
抵
抗
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ

に
と
ど
ま
る
限
り
は
ア
ン
ダ
ー
・
デ
ュ
レ
ス
に
終
わ
る
し
か
な
い
が
、
そ

こ
か
ら
一
歩
踏
み
出
せ
ば
？　

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
始
ま
る
の
で
は
な
い

か
？

63 

　
　

　

そ
し
て
す
で
に
従
軍
し
て
い
る
真
壁
か
ら
の
手
紙
へ
の
返
信
に
次
の

よ
う
に
書
き
つ
け
る
。

〈
差
別
さ
れ
て
い
る
と
認
識
す
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
撤

廃
に
一
歩
も
踏
み
出
さ
な
い
よ
う
な
認
識
。
そ
こ
に
は
大
き
な
壁
に
立
ち

ふ
さ
が
れ
た
無
力
感
が
あ
る
よ
う
で
す
。
無
気
力
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
。そ
ん
な
認
識
を
強
要
し
て
相
手
を
傷
つ
け
、自
分
も
ま
た
き
ず
つ
く
。〉

〔
中
略
〕

〈
そ
ん
な
無
力
感
の
裏
に
は
、
抑
圧
民
族
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

負
い
目
と
い
う
か
う
し
ろ
め
た
さ
と
い
う
か
、
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
日
本
人
で
あ
れ
ば
朝
鮮
人
、
中
国
人
、
大
東
亜
共
栄
圏
な
る

も
の
の
ア
ン
ブ
レ
ラ
の
下
に
あ
る
ア
ジ
ア
民
族
に
対
し
て
。
二
世
で
あ
る

か
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
人
。
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
れ
ば
ア
ジ
ア
や
中
南
米
の
諸

民
族
に
対
し
て
。
そ
し
て
、
特
殊
な
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
日
系
二
世
市
民

は
、
よ
り
色
が
軽
く
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
よ
り
重
く
差
別
さ
れ
て

い
る
黒
人
に
対
し
て
。〉

〔
中
略
〕

〈
負
い
目
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
抑
圧
民
族
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
民
族
の
な
か
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
同
民
族
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
出

身
地
域
や
血
縁
で
、
た
と
え
ば
沖
縄
と
か
未
開
放
部
落
の
出
身
と
い
う
こ

と
で
、
差
別
・
抑
圧
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。〉
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こ
の
後
、
収
容
所
か
ら
の
出
所
を
考
え
始
め
た
岩
村
に
、
英
国
情
報
部

の
も
と
で
働
く
よ
う
、
米
軍
部
か
ら
の
誘
い
が
あ
り
、
イ
ン
ド
に
行
く
こ

と
に
な
る
。
岩
村
が
こ
の
勧
誘
を
承
諾
し
た
の
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

第
二
次
世
界
大
戦
や
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
を
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
も
反
帝

国
主
義
で
も
な
く
、
被
抑
圧
者
の
解
放
と
い
う
観
点
か
ら
認
識
し
た
か

ら
で
あ
る
。
国
家
間
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
で
は
な
く
、
国
家
間
の
戦
争
と

同
時
に
そ
う
し
た
戦
争
を
可
能
に
す
る
国
家
政
治
に
よ
る
抑
圧
や
暴
力

と
の
戦
い
へ
の
意
志
が
戦
争
へ
の
参
加
（
英
国
Ｂ
Ｂ
Ｃ
極
東
局
で
日
本
軍
に

降
伏
を
促
す
仕
事
）
を
決
断
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
志
願
に
よ
る
「
参
戦
」

へ
の
評
価
は
と
り
あ
え
ず
措
く
に
し
て
も
、
こ
の
決
断
に
至
る
過
程
で
示

さ
れ
た
認
識
の
転
換
こ
そ
『
二
重
国
籍
者
』
が
開
示
し
え
た
達
成
点
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

同
一
性
に
よ
る
戦
争
か
ら
同
一
性
と
の
闘
争
へ

　

酒
井
直
樹
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て

の
語
り
を
三
つ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、ア
メ
リ
カ
合
州
国
、

連
合
王
国
、
そ
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
を
中
心
と
す
る
連
合
国
が
、
ド

イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
そ
し
て
日
本
を
中
心
と
す
る
枢
軸
国
に
勝
利
し
た
、
民
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主 主 義 に 対 抗 す る フ ァ シ ズ ム 諸 国 に 勝 利 し た 戦 争 と 見 な さ れる も の で あ る 。 二 つ 目 の 語 り は 、

ア ジ ア に お い て 強 大 な 勢 力 を

持 っ た 帝 国 主 義 体 制 が 崩 壊 し た 戦 争 で あ っ た と い う も の で ある 。 そ し て 三 つ 目 は 、 人 種 主 義 と の 戦 い と し て 世 界 史 を み る 見方 で あ る 。

第 一 の 語 り が 自 由 主 義 の フ ァ シ ズ ム に 対 す る 勝 利 、 第 二 の 語 りが 植 民 地 主 義 か ら の 民 族 解 放 と し て 要 約 さ れ る の に 対 し て 、 この 第 三 の 語 り で は 現 在 が 過 去 よ り も 優 れ た も の で あ る と い う 目的 論 的 な 進 歩 史 観 の 前 提 は 必 ず し も 予 想 さ れ て は い な い か ら 、こ の 歴 史 の 語 り は 人 種 差 別 の 様 態 の 変 化 と し て 世 界 史 を 捉 え るこ と に な る 。 さ ら に こ の 語 り で は 、 後 に 詳 論 す る よ う な 人 種 対人 種 、 民 族 対 民 族 、 国 民 対 国 民 の 戦 い と し て 歴 史 を 見 る こ と はな い 。 人 種 主 義 と の 戦 い は 社 会 進 化 論 に 見 ら れ る よ う な 人 種 戦争 で は な い の で あ る 。 そ れ は 人 種 主 義 へ の 戦 い で あ り 、 人 種 、民 族 あ る い は 国 民 と い っ た 同 一 性 に よ る 差 別 へ の 戦 い の 歴 史 なの で あ る

6 5。

　
こ の 酒 井 の 議 論 を 鑑 み る と き 、 岩 村 の 示 し た 認 識 の 転 換 が い

か な る も の で あ っ た か が よ く わ か る だ ろ う 。 す な わ ち 収 容 所 にお い て 再 構 成 さ れ 、 重 層 化 さ れ た 日 米 の 人 種 関 係 と の 出 会 い を通 じ て 、 第 二 次 世 界 大 戦 お よ び ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 が 国 家 間 およ び 国 内 の 人 種 主 義 へ の 戦 い と し て 分 節 さ れ た の で あ る 。 第 二次 世 界 大 戦 を 合 州 国 が 標 榜 し た よ う な 民 主 主 義 国 家 対 フ ァ シズ ム 国 家 の 戦 争 と 見 な す と き 、 双 方 の 国 家 が そ の 戦 争 と 同 時 に発 動 さ せ て い る 国 内 の 暴 力 は 不 可 視 化 さ れ る 。 ア ジ ア ・ 太 平 洋

戦 争 を 大 日 本 帝 国 が 僭 称 し た よ う な ア ジ ア の 植 民 地 解 放 闘 争と 見 な せ ば 、 こ の 世 界 戦 争 が ア ジ ア 地 域 を め ぐ る 帝 国 列 強 覇 権争 い で あ る 現 実 が 隠 蔽 さ れ て し ま う 。 し か し こ の 戦 争 を 人 種 主義 に よ っ て 生 み 出 さ れ た 戦 い と 見 な す と き 、 大 航 海 以 来 の ヨ ーロ ッ パ に よ る 非 ヨ ー ロ ッ パ の 文 明 化 ＝ 侵 略 に 端 を 発 す る 、 人 種秩 序 の 構 築 に 基 づ く 少 数 者 へ の 抑 圧 も 、 帝 国 間 の 覇 権 争 い も 、帝 国 主 義 に よ る 植 民 地 支 配 も 、 人 種 、 民 族 あ る い は 国 民 と い った 同 一 性 に よ る 差 別 と し て 把 握 さ れ 、 そ れ ら を 貫 く 同 一 化 の 暴力 を 明 る み に 出 し 、 抵 抗 を 想 像 す る こ と が 可 能 に な る の で ある 。　
も ち ろ ん 人 種 主 義 は 一 様 で は な い 。 そ れ は 歴 史 的 に も 地 域 的

に も 多 様 な 現 れ 方 を し て き た し 、 概 念 的 に 限 定 す る こ と も 困 難を 極 め る

6 6。 し か し 、 人 種 主 義 の 包 括 的 な 歴 史 像 を 比 較 史 的 ア

プ ロ ー チ で 見 事 に 描 い て 見 せ た ジ ョ ー ジ ・

M ・ フ レ ド リ ク ソ ン

に 従 っ て 、 人 種 主 義 を 、 支 配 的 権 力 を 持 つ エ ス ニ ッ ク 集 団 や 歴史 的 集 団 が 、 他 の 集 団 に 対 し て 、 否 定 的 に 認 知 さ れ る 身 体 的 ・文 化 的 な 集 団 的 差 異 を 共 約 不 可 能 で 、 遺 伝 的 に 不 変 で あ る と 規定 し て 本 質 化 し 、 優 等 ／ 劣 等 で 階 層 化 さ れ た 人 種 秩 序 を 作 り 上げ た う え で 下 位 へ と 位 置 づ け 、 そ の 劣 位 性 を 社 会 悪 と 見 な し て差 別 、  周 縁 化 、  支 配 、  排 除 、  殲 滅 と い っ た 暴 力 を 合 理 化 し つ つ 、社 会 的 に 行 使 す る も の と 見 な す と き

6 7、 そ こ に 一 貫 し て 作 動 し

て い る の が 、 物 質 的 で あ れ 、 心 理 的 で あ れ 、 権 益 を 保 持 す る ため の 集 団 的 な 同 一 性 の 志 向 と そ れ を 実 現 す る た め の 排 他 的 な暴 力 で あ る こ と が 分 か る 。　
そ の た め に 、 人 種 主 義 は 必 ず 社 会 抗 争 を 引 き 起 こ し て し ま

う 。 と い う よ り 、 そ う し た 権 益 保 持 の た め の 同 一 性 に 基 づ く 排
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他
的
な
暴
力
を
人
種
主
義
と
し
て
分
節
す
る
と
き
、
社
会
の
中
で
抑
圧
さ

れ
て
い
た
抗
争
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て「
国
民
」

と
い
っ
た
同
一
性
に
基
づ
け
ば
、
背
反
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
国
家
間

の
戦
争
と
国
内
に
お
け
る
少
数
者
へ
の
抑
圧
と
が
、
近
代
国
家
の
構
成
規

範
と
し
て
機
能
し
て
き
た
人
種
主
義
を
同
根
に
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
同
時
に
批
判
す
る
視
座
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。『
二

重
国
籍
者
』
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
解
放
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な

の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て
│
「
解
放
」
の
か
た
ち

　

最
後
に
、
あ
べ
よ
し
お
『
二
重
国
籍
者
』
の
物
語
を
も
う
一
度
振
り
返

り
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
解
放
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
あ
ら

た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

本
作
品
は
、
ア
ジ
ア･

太
平
洋
戦
争
の
開
始
に
伴
っ
て
強
制
退
去
・
強

制
収
容
さ
れ
た
主
人
公
の
岩
村
武
が
、
収
容
所
内
で
重
層
的
に
再
構
成
さ

れ
た
合
州
国
と
帝
国
日
本
の
人
種
差
別
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で

両
国
家
が
内
に
抱
え
る
国
家
暴
力
に
荷
担
す
る
こ
と
へ
の
気
後
れ
か
ら

抱
え
て
い
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
へ
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
脱
却
し
、
日
本

軍
を
武
装
解
除
す
る
た
め
に
イ
ン
ド
に
設
置
さ
れ
た
英
国
情
報
局
に
参

加
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ま
で
人
々

に
解
放
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
種
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
民
主

主
義
、
共
産
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
人
道
主
義
）
で
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

争
の
欺
瞞
性

─
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
る
は
ず
の
対
外
戦
争
が
、
合
州
国

に
お
け
る
日
系
人
の
強
制
収
容
・
強
制
退
去
と
い
う
人
種
差
別
を
合
法
化

し
、
列
強
か
ら
の
植
民
地
解
放
を
謳
う
戦
争
が
大
日
本
帝
国
に
よ
る
ア
ジ

ア
地
域
へ
の
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
っ
た

─
を

十
分
に
批
判
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
シ
ニ
シ

ズ
ム
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
岩
村
が
帰
米
と
呼
ば
れ
る
日
本

育
ち
の
日
系
二
世
で
あ
り
、
両
方
の
国
家
に
帰
属
し
つ
つ
帰
属
で
き
な
い

二
重
国
籍
者
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
岩
村
の
特
殊
な

0

0

0

位ポ
ジ
シ
ョ
ン置

が
そ
う
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
岩
村
の
位ポ

ジ
シ
ョ
ン置

が
特
殊
0

0

な
の
か
。
そ
れ
は
近
代
社
会
に
お
い

て
、
個
人
は
必
ず
ど
こ
か
の
国
家
に
国
民
と
し
て
排
他
的
に
帰
属
す
る
こ

と
で
国
家
か
ら
主
権
を
認
め
ら
れ
て
市
民
権
を
与
え
ら
れ
、
社
会
的
に
十

全
な
主
体
と
し
て
存
立
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
多
く
の
国
民
国
家
で
二
重
国
籍
は
過
渡
的
あ
る
い
は
例
外
的
な
状
態

で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
あ
り
方
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
主
権
を
国
家
に
対
し
て
社
会
的
平
等
を
訴
求
で
き
る
権
利
と

言
い
換
え
る
と
き
、
平
等
が
国
民
で
あ
る
こ
と
の
引
き
替
え
に
よ
っ
て
把

持
で
き
る
諸
権
利
の
対
等
性
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ

の
と
き
平
等
は
、
国
民
と
非
国
民
を
差
別
的
に
峻
別
す
る
こ
と
で
国
家
が

付
与
す
る
特
権
と
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
国
民
に
な
る
こ
と
で
は
じ
め
て

十
全
な
市
民
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
人
々
は
国
民
に
な
ら
ざ
る

え
な
い
し
、
な
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
非
国
民
を
生

み
出
す
こ
と
が
人
々
に
平
等
を
特
権
と
し
て
認
知
さ
せ
、
国
民
で
あ
る
こ

と
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
生
じ
て
人
々
は
自
発
的
に
国
家
に
従
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
民
と
し
て
欠
格
者
だ
と
さ
れ
る
者
（
非
国

民
）
が
、
こ
の
特
権
と
し
て
の
平
等
を
手
に
入
れ
る
に
は
、
一
般
の
国
民

以
上
に
国
民
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
非
国
民
は
必
ず
し
も
外
国
人
で
あ
る
必
要
は
な
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い 。 国 内 に 国 民 で あ る こ と の 基 準 に 添 わ な い と 考 え ら れ る 欠 格者
（ マ イ ノ リ テ ィ ）

を 見 い だ せ れ ば

─
人 種 秩 序 の 構 築 は こ の

欠 格 者 の 判 定 に 大 き く 関 わ る わ け だ が

─
、 国 民 の 平 等 は 特 権

と な り 、 イ ン セ ン テ ィ ヴ と し て 機 能 す る か ら で あ る 。 実 際 、 合州 国 で は ア フ リ カ 系 や 先 住 系 の 人 々 は 、 合 州 国 市 民 権 を 持 た ない ／ 持 て な い 非 白 人 系 移 民 お よ び そ の 子 孫 と 同 様 に 法 的 地 位に お い て 差 別 さ れ て き た 。 ま た 、 大 日 本 帝 国 下 の 非 日 系 臣 民 は天 皇 の 赤 子 に な れ ば 日 本 人 と し て

000000

平 等 を 獲 得 で き る と い う 皇

民 化 政 策 の も と で 法 的 に 差 別 さ れ た し 、 よ り よ い 臣 民 ＝ 国 民 にな る こ と で 差 別 か ら の 解 放 を 願 っ た 被 差 別 部 落 の 人 々 は 、 苛 烈な 国 民 化 を 生 き ざ る を 得 な か っ た 。　
こ う し て 見 て く る と 、 あ べ よ し お が 『 二 重 国 籍 者 』 に お い て

格 闘 し た も の が 明 確 に な っ て く る 。 そ れ は 少 数 者 の 解 放 は 、 多数 者 並 み の 平 等 を 獲 得 す る 努 力 に よ っ て で は 決 し て 成 就 し えず 、 少 数 者 を 少 数 者 た ら し め て い る 国 家 政 治 の 欺 瞞 性 を 暴 く こと に よ っ て し か 達 成 さ れ な い と い う こ と で あ り 、 そ の こ と を 自覚 す る と き 、 帝 国 列 強 の 世 界 戦 争 を 批 判 し う る 視 座 が 獲 得 で きる と い う こ と な の で あ る 。 と 同 時 に 、 そ れ は 人 種 主 義 が 作 動 する 現 実 を 告 発 し つ つ 、 そ こ か ら 脱 出 す る 未 来 を 希 求 す る こ と の訴 え で も あ る の だ 。　 『 二 重 国 籍 者 』 で は 、 主 人 公 の 岩 村 武 は 、 英 国 の 情 報 局 に おけ る 協 力 者 と し て で あ る と は い え 、 ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 に 志願 し て 参 加 す る 。 そ の 意 味 で は 、 岩 村 も ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 の加 担 者 で は あ る 。 し か し そ れ は あ く ま で も 日 本 軍 を い ち は や く武 装 解 除 す る こ と に 協 力 し て 、 軍 国 主 義 下 の 「 日 本 人 」 を 解 放す る た め で あ っ て 、 決 し て 合 州 国 に 忠 誠 を 誓 い 、 そ の 忠 誠 の 証

と し て 日 本 の 国 民 を 殺 し に 行 く た め の 参 戦 で は な い 。 実 際 、 戦争 や 人 種 差 別 の 暴 力 が 扱 わ れ て い な が ら 、 こ の 作 品 で は 殺 人 はま っ た く 出 て こ な い 。 国 家 に 死 を 賭 す こ と で 十 全 な 国 民 に な ろう と す る 少 数 者 の 「 成 功 」 は 決 し て 描 か れ て い な い の で あ る 。逆 に 、 出 来 損 な い の 国 民 で あ り 続 け る こ と 、 す な わ ち 同 一 性 への 強 迫 を 拒 否 し 続 け る こ と に こ そ 、 戦 争 や 人 種 主 義 か ら 解 放 され る 契 機 が あ る こ と を こ の 作 品 は 教 え て く れ て い る の で あ る 。　 　
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の
従
軍
を
再
開
す
る
た
め
の
も
の

だ
っ
た
。
し
か
し
、
忠
誠
審
査
を
兵
役
対
象
の
二
世
男
子
だ
け
に
行
っ
て
志
願
兵
を

募
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
あ
か
ら
さ
ま
な
「
軍
事
利
用
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
収
容
者
全
般
の
出
所
に
向
け
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
戦
時
再

定
住
局
が
収
容
者
全
員
の
釈
放
・
解
放
計
画
を
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の

二
世
男
子
対
象
の
忠
誠
質
問
は
一
世
を
含
め
た
収
容
者
全
員
に
拡
大
さ
れ
、
各
定
住

セ
ン
タ
ー
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
ノ
ー･

ノ
ー
・
ボ
ー
イ
」
と
い
う
呼
称

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
質
問
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。

日
系
合
州
国
市
民
供
述
書
（
二
世
男
性
対
象
）

質
問
二
七
・
あ
な
た
は
、
合
州
国
軍
に
入
り
、
命
令
さ
れ
る
場
所
が
い
か
な
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
戦
闘
任
務
に
つ
く
意
志
が
あ
り
ま
す
か
。

質
問
二
八
・
あ
な
た
は
合
州
国
に
対
し
て
無
条
件
に
忠
誠
を
誓
い
、
国
内
外
の
勢

力
に
よ
る
い
か
な
る
攻
撃
か
ら
も
忠
実
に
合
州
国
を
防
衛
し
ま
す
か
。
ま
た
、

日
本
国
天
皇
、
そ
の
他
の
外
国
の
政
府
、
権
力
、
組
織
に
対
し
て
、
い
か
な
る

形
式
の
忠
誠
も
服
従
も
否
定
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
か
。

出
所
許
可
申
請
書
（
一
世
男
女
性
及
び
二
世
女
性
対
象
）

質
問
二
七
・
あ
な
た
は
、
そ
の
機
会
が
提
示
さ
れ
、
資
格
を
持
つ
場
合
、
陸
軍
看

護
部
隊
ま
た
は
陸
軍
女
性
補
助
部
隊
に
志
願
す
る
意
志
が
あ
り
ま
す
か
。

質
問
二
八
・
あ
な
た
は
合
州
国
に
対
し
て
無
条
件
に
忠
誠
を
誓
い
、
日
本
国
天
皇
、
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そ
の
他
の
外
国
の
政
府
、
権
力
、
組
織
に
対
し
て
、
い
か
な
る
形
式
の
忠
誠
も

服
従
も
否
定
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
か
。

49　

M
uller, Free to D

ie for Their C
ountry, pp. 110-130, 190-191.

50　

こ
う
し
た
日
系
二
世
の
反
応
に
関
し
て
は
、
デ
イ
『
日
本
の
兵
士
を
撃
つ
こ

と
は
で
き
な
い
』、M

uller, Free to D
ie for Their C

ountry

、Frank C
hin, Born 

in the U
SA: A Story of Japanese Am

erica, 1889-1947, R
ow

m
an &

 Littlefield 

Publishers, Inc.

な
ど
を
参
照
。

51　

あ
べ
『
二
重
国
籍
者　

第
一
部　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
』、
二
六
頁
。

52　

同
書
、
四
九
頁
。

53　

同
書
、
八
二
頁
。

54　

同
書
、
二
一
六
頁
。

55　

戦
前
の
日
系
社
会
に
お
け
る
黒
人
蔑
視
に
関
し
て
は
、M

oore, Serving O
ur 

C
ountry, p. 85

。

56　

従
来
、
こ
の
差
別
意
識
は
、
民
族
差
別
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
日
本
が
近
代
国
家
と
な
り
、
帝
国
化
し
て
い
く
過
程
で
形
成
さ
れ
た
ア

ジ
ア
に
お
け
る
民
族
秩
序
は
、
紛
れ
も
な
く
人
種
主
義
の
そ
れ
で
あ
る
。
帝
国
的
国

民
国
家
と
し
て
「
日
本
」
の
形
成
と
と
も
に
人
種
主
義
が
形
成
さ
れ
た
点
に
関
し
て

は
、
酒
井
直
樹
『
希
望
と
憲
法
』
以
文
社
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。
ま
た
、
被
差
別

部
落
の
人
々
を
人
種
化
さ
れ
た
集
団
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
議

論
と
し
て
は
、黒
川
み
ど
り
『
つ
く
り
か
え
ら
れ
る
徴

─
日
本
近
代
・
被
差
別
部
落
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
』
部
落
解
放
人
権
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
。

57　

あ
べ
『
二
重
国
籍
者　

第
一
部　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
』、
三
四
─
三
五
頁
。

58　

同
書
、
三
六
頁
。

59　

あ
べ
『
二
重
国
籍
者　

第
二
部　

ロ
ッ
キ
ー
の
東
で
』、
三
八
頁
。

60　

あ
べ
『
二
重
国
籍
者　

第
一
部　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
』、
八
八
─
八
九
頁
。

61　

同
書
、
二
六
四
頁
。

62　

あ
べ
『
二
重
国
籍
者　

第
二
部　

ロ
ッ
キ
ー
の
東
で
』、
二
四
五
─
二
四
六
頁
。

63　

同
書
、
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九
頁
。

64　

同
書
、
二
六
四
─
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六
五
頁
。

65　

酒
井
直
樹
『
希
望
と
憲
法
』
以
文
社
、
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〇
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年
、
八
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─
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頁
。

66　

人
種
主
義
概
念
の
多
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性
に
関
し
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は
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obert M
iles and M

alcolm
 B

row
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, second edition, R
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参
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67　

G
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istory, Princeton U
niversity Press, 

2003.
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「
私
は
自
分
の
こ
と
を
宗
教
的
な
人
間
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、

私
は
コ
ー
ラ
ン
に
つ
い
て
話
す
シ
ェ
イ
フ
の
前
で
人
生
の
す
べ
て
を
過
ご

そ
う
な
ん
て
考
え
ま
せ
ん
ね
。
あ
の
人
た
ち
の
話
し
方
は
好
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
退
屈
な
ん
で
す
よ
。
当
た
り
前
で
す
。
シ
ェ
イ
フ
が
話
し
て
い

る
の
を
見
る
の
が
好
き
で
な
く
て
も
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
に
反
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
な
ん
て
思
い
ま
せ
ん
。」

1

　

こ
う
語
っ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
を
専
門
と
す
る
ア
ラ
ブ
の
衛
星
放
送
の

テ
レ
ビ
局
、「
リ
サ
ー
ラ
」
の
幹
部
で
あ
る
。
彼
は
二
〇
〇
六
年
に
始
ま
っ

た
こ
の
テ
レ
ビ
局
の
方
針
を
説
明
す
る
際
に
、
な
に
げ
な
く
こ
う
つ
け
加

え
た
。
大
胆
に
も
聞
こ
え
る
彼
の
発
言
の
背
後
に
は
、
実
は
現
代
の
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
多
く
が
共
有
す
る
感
覚
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
に
特
化
し
た
こ

の
テ
レ
ビ
局
は
、
新
し
い
感
覚
を
持
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト

を
合
わ
せ
、
彼
ら
が
必
要
と
す
る
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
、
そ
し
て
楽
し

め
る
形
で
提
供
す
る
こ
と
を
売
り
に
す
る
。

　

ア
ラ
ブ
世
界
で
も
衛
星
放
送
は
急
成
長
を
遂
げ
て
い
る
領
域
で
あ
り
、

今
や
、
顧
客
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
複
数
の
局
が
競
合
す
る
状
況
だ
。「
リ

サ
ー
ラ
」
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
市
場
原
理
の

支
配
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
に
特
化
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
か
が
問
わ
れ
、
そ
の
成
否
が
商
業
的
な
意
味
を
持

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
る
と
イ
ス
ラ
ム
に
関
し
て
も
、
多
く
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら

好
き
な
も
の
だ
け
を
選
り
す
ぐ
っ
て
視
聴
す
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

の
感
覚
が
人
々
の
間
に
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
宗
教
番
組
と
言

え
ば
お
決
ま
り
の
よ
う
に
伝
統
的
な
服
装
を
し
た
年
配
の
ウ
ラ
マ
ー
が

画
面
に
登
場
し
、
家
父
長
的
な
態
度
で
威
厳
を
も
っ
て
語
っ
て
い
た
の

は
、
す
で
に
遠
い
過
去
の
話
だ
。
今
や
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
教
友
の
物
語
を

テ
ー
マ
に
し
た
時
代
劇
の
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
軽
妙
な
口
調
で
自
分

の
コ
ー
ラ
ン
解
釈
に
つ
い
て
語
り
あ
う
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
的
な
番
組
ま
で

様
々
だ
。
地
上
波
し
か
な
く
放
送
が
政
府
の
完
全
な
統
制
下
に
置
か
れ
て

い
た
時
代
は
す
で
に
遠
く
、
電
波
を
通
し
て
提
供
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ム
の
姿

は
、
以
前
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
多
様
化
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
従
来
の
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
ス
タ
イ
ル

で
イ
ス
ラ
ム
を
論
じ
よ
う
と
す
る
人
物
が
登
場
し
、
か
つ
そ
れ
を
歓
迎
す

る
多
く
の
人
々
が
い
る
と
い
う
事
実
だ
。
本
論
で
は
新
し
い
タ
イ
プ
の
説

教
師
た
ち
の
例
を
取
り
上
げ
る
が
、
彼
ら
の
活
躍
の
場
は
テ
レ
ビ
だ
け
で

な
く
、
講
演
会
の
開
催
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
に
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
動
画
や
ビ
デ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
て
人
々
に
語
り
か
け
て

い
る
。
彼
ら
の
現
代
風
の
派
手
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
商
業
的
な
成
功
を

見
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
版
テ
レ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

多
様
化
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
か
た
ち
─
「
俗
人
化
」
の
も
た
ら
す
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
木　

久
美
子
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あ
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
思
え
な
い
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
説
教
師
た
ち
の
活
躍
を
支
え
る

中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
社
会
の
中
で
中
流
以
上
に
位
置
し
、
西
洋
的

な
文
化
や
生
活
様
式
に
親
し
ん
だ
階
層
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。
一
九
七
〇

年
代
以
降
、
イ
ス
ラ
ム
復
興
が
顕
著
に
な
る
な
か
で
も
、
こ
う
し
た
階
層

は
、
イ
ス
ラ
ム
復
興
現
象
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
と
こ
れ
ま
で
考

え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
階
層
も
イ
ス
ラ
ム
を
忘
れ

去
っ
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
拒
否
感
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
復
興
を
経
済
的
不
満
、
社
会
的
剥
奪
感
に
の
み

帰
す
こ
と
が
無
効
な
の
は
す
で
に
明
ら
か
だ
。
経
済
力
や
社
会
的
影
響
力

を
持
て
ば
、
イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
関
心
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
別
の
ニ
ー
ズ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に

応
え
る
よ
う
な
説
教
師
が
登
場
し
歓
迎
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
同
じ
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
て
も
人
々
の
生
き
方
が
多
様
化
す

れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
か
ら
求
め
る
も
の
も
ま
た
多
様
化
す
る
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ひ
と
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
新
し
い
形
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
担
い
手
と

な
る
の
は
誰
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
説
教
師
た
ち
が

一
般
的
に
イ
ス
ラ
ム
諸
学
の
専
門
家
で
あ
る
ウ
ラ
マ
ー
と
は
認
知
さ
れ

て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
説
教
師
と

し
て
職
業
的
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
伝
統
的
な
ウ
ラ
マ
ー

で
は
な
い
こ
と
が
聴
衆
に
と
っ
て
負
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
。

　

た
し
か
に
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
を
設
立
し
、
そ
の
後
の
イ
ス
ラ
ム
主
義
運

動
の
礎
を
創
り
上
げ
た
ハ
サ
ン･

ア
ル
＝
バ
ン
ナ
ー
も
ウ
ラ
マ
ー
で
は
な

か
っ
た
。
ダ
ー
ル
ル
・
ウ
ル
ー
ム
と
い
う
師
範
学
校
で
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い

て
あ
る
程
度
の
教
育
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ア
ズ
ハ
ル
の
伝
統
的

な
専
門
教
育
と
は
異
な
る
。
近
代
の
イ
ス
ラ
ム
を
特
徴
づ
け
る
の
が
「
俗

人
」
の
主
体
的
な
動
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
す
で
に
繰
り
返
し
指
摘
さ

れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
新
し
い
説
教
師
た
ち
を
取
り
ま
く
状
況

が
特
徴
と
し
て
示
す
の
は
、「
俗
人
」
と
ウ
ラ
マ
ー
が
対
抗
す
る
の
で
は

な
く
、
共
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
複
数
の
イ
ス
ラ
ム
が
存
在
し

つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
市
場
の
独
占
を
狙
い
競
合
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別

の
得
意
分
野
を
持
ち
、
そ
の
領
域
で
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
棲
み
分
け
を

行
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

新
し
い
説
教
師
た
ち

　

衛
星
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
こ
う
し

た
説
教
師
た
ち
の
活
動
す
る
主
た
る
舞
台
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
の
動
き
は

ひ
と
つ
の
国
と
い
う
単
位
で
捉
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
本
論
で

は
議
論
の
幅
を
限
定
し
、
エ
ジ
プ
ト
社
会
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
論
じ
て

み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
い
か
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
、
そ
れ
が
発

せ
ら
れ
、
か
つ
受
け
と
ら
れ
る
社
会
的
、
文
化
的
な
背
景
な
し
に
は
、
意

味
を
特
定
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
エ
ジ
プ
ト
に
は
ア
ズ
ハ
ル
と
い

う
ウ
ラ
マ
ー
集
団
を
統
括
す
る
よ
う
な
組
織
が
あ
り
、
ウ
ラ
マ
ー
一
般
に

つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
あ
る
程
度
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、

考
察
に
あ
た
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
こ
で
は
、「
近
代
化
」、「
世

俗
化
」、「
イ
ス
ラ
ム
復
興
」
と
い
っ
た
概
念
で
説
明
さ
れ
て
き
た
近
代
エ

ジ
プ
ト
の
流
れ
の
な
か
に
彼
ら
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
活
躍
が

持
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　

新
し
い
説
教
師
た
ち
の
な
か
で
も
、ア
ム
ル
・
ハ
ー
レ
ド
（
一
九
六
七
─
）
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の
知
名
度
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
に
は
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
が
世
界
的
に
影
響
力
を
持
つ
人
物
百
人

の
一
人
に
彼
を
選
出
し
、「
世
界
で
も
っ
と
も
有
名
で
影
響
力
の
あ
る
ム

ス
リ
ム
の
テ
レ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ス
ト
」
と
評
価
し
た
。
す
で
に
ム
イ
ッ
ズ

･

マ
ス
ウ
ー
ド（
一
九
七
八
─
）や
ム
ス
タ
フ
ァ
ー
・
ホ
ス
ニ
ー（
一
九
七
八
─
）

な
ど
、
彼
の
後
継
者
と
目
さ
れ
る
新
し
い
世
代
も
登
場
し
て
い
る

2
。
い

く
つ
か
の
研
究
書
で
す
で
に
彼
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ア

ラ
ビ
ア
語
で
は
彼
に
関
す
る
著
作
も
複
数
出
版
さ
れ
て
い
る

3
。

　

ア
ム
ル
・
ハ
ー
レ
ド
が
説
教
師
と
し
て
宗
教
と
い
う
畑
に
身
を
置
い
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
か
ら
受
け
る
印
象
が
、
古
風
な
服
装
に
身

を
包
み
独
特
な
威
厳
を
も
っ
て
語
る
典
型
的
な
ウ
ラ
マ
ー
の
イ
メ
ー
ジ

と
あ
ま
り
に
違
う
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
ハ
ー
レ
ド
は
衛
星
放
送
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
見
事
に
使
い
こ
な
し
、
英
語

を
自
在
に
操
る
。
い
つ
も
流
行
の
最
先
端
と
い
っ
た
ス
ー
ツ
に
身
を
包
み

洗
練
さ
れ
た
物
腰
で
、
柔
ら
か
い
口
調
で
語
り
か
け
る
。
腕
に
は
高
級
ブ

ラ
ン
ド
の
時
計
を
着
け
、
自
分
が
社
会
的
に
成
功
者
で
あ
る
こ
と
を
隠
さ

な
い
。
彼
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
や
り
手
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
し
か
見
え

な
い
の
だ
。
同
じ
「
俗
人
」
の
宗
教
家
と
い
っ
て
も
、
か
た
く
な
な
ま
で

に
伝
統
的
な
衣
装
に
身
を
包
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
洋
的
な
文
化
一
切
を

拒
む
意
志
を
示
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
オ
サ
ー
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ィ

ン
と
は
対
照
的
だ
。

　

一
九
六
七
年
生
ま
れ
の
ハ
ー
レ
ド
は
、
世
代
的
に
は
サ
ダ
ト
に
よ
る
経

済
開
放
政
策
の
世
代
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
一
九
五
二
年
の
革
命
の
立

役
者
、
ア
ラ
ブ
の
指
導
者
と
し
て
名
を
馳
せ
た
ナ
セ
ル
の
カ
リ
ス
マ
性
も

知
ら
な
け
れ
ば
、
一
九
六
七
年
の
第
三
次
中
東
戦
争
に
お
け
る
惨
敗
の
衝

撃
も
こ
の
年
に
生
ま
れ
た
彼
の
記
憶
に
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
彼
が
物
心

つ
い
た
こ
ろ
の
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
は
す
で
に
事
実
上
放

棄
さ
れ
て
い
た
。
大
量
の
外
国
資
本
が
流
入
し
、
エ
ジ
プ
ト
社
会
に
は
そ

れ
ま
で
に
な
か
っ
た
ほ
ど
の
経
済
格
差
が
生
ま
れ
た
。
経
済
的
な
繁
栄
と

い
う
よ
り
は
、
土
地
改
革
を
行
う
な
ど
で
き
る
か
ぎ
り
貧
富
の
差
を
な
く

す
こ
と
を
目
指
し
た
「
社
会
主
義
」
の
時
代
は
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ハ
ー
レ
ド
の
家
族
は
こ
の
変
化
か
ら
恩
恵
を
受
け
た
階
層
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
父
親
は
大
統
領
府
付
き
の
医
師
で
あ
り
、
母
親
は
元
首
相

の
孫
で
あ
る
と
い
う
。
生
ま
れ
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
だ
が
、
ハ
ー
レ
ド

が
育
っ
た
の
は
ム
ハ
ン
デ
ィ
シ
ー
ン
と
い
う
カ
イ
ロ
の
高
級
住
宅
地
だ
。

彼
が
か
な
り
豊
か
な
、
そ
し
て
社
会
的
に
影
響
力
を
持
つ
家
の
出
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
。
一
方
、
宗
教
に
関
し
て
い
う
と
、
無
関
心
と
い
う
の

で
は
な
い
に
せ
よ
、
両
親
と
も
に
と
く
に
熱
心
で
あ
る
と
か
、
厳
格
で
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
彼
自
身
、
十
六
歳
ま
で
は
ま
っ

た
く
礼
拝
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

4
。
彼
の
周
辺
に
は
、
宗
教
に
関

し
て
彼
を
指
導
し
て
く
れ
る
よ
う
な
人
物
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
後
、
彼
は
エ
ジ
プ
ト
を
代
表
す
る
大
学
で
あ
る
カ
イ
ロ
大
学
の
商

学
部
を
卒
業
し
、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
を
本
部
と
す
る
大
手
の
会

計
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
た

5
。
失
業
率
が
非
常
に
高
く
、
大
学
を
出
て

も
学
歴
に
見
合
う
よ
う
な
職
に
就
く
こ
と
が
難
し
い
エ
ジ
プ
ト
の
状
況

を
考
え
る
と
、
彼
の
経
歴
は
非
常
に
恵
ま
れ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

そ
の
彼
が
あ
る
内
輪
の
席
で
宗
教
に
つ
い
て
話
し
た
こ
と
が
評
判
に
な

り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
方
々
か
ら
話
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
声
が
か
か

る
よ
う
に
な
る
。こ
う
し
て
会
員
制
の
ス
ポ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
な
ど
で
話
す
よ

う
に
な
り
、
一
九
九
八
年
に
は
説
教
師
の
仕
事
に
専
念
す
る
。
そ
の
後
さ

ら
に
説
教
師
と
し
て
名
を
上
げ
た
彼
は
あ
る
モ
ス
ク
で
話
す
よ
う
に
な
る
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が
、
彼
の
話
す
日
は
周
囲
の
道
路
が
渋
滞
す
る
ほ
ど
の
盛
況
だ
っ
た
と
い

う
6

。

　

現
在
は
、
国
内
外
で
講
演
す
る
だ
け
で
な
く
、
著
作
や
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
な
ど
の
媒
体
を
通
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信

す
る
こ
と
も
続
け
て
い
る
。
た
だ
、
な
ん
と
い
っ
て
も
重
要
な
の
は
、
衛

星
放
送
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

に
公
開
さ
れ
た
彼
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ク
セ
ス
数
の
多
さ
は
、
個
人
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
し
て
は
稀
な
ほ
ど
で
あ
る

7
。
こ
れ
に
関
し
て
確
認
し

て
お
き
た
い
の
は
、
彼
の
支
持
者
が
こ
う
し
た
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
身
近

な
も
の
と
し
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
人
々
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し

た
メ
デ
ィ
ア
に
自
由
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
に
充
分
な
経
済
力
を
持
つ
こ

と
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
情
報
を
使
い
こ
な
す
力
を
獲

得
し
て
い
る
こ
と
が
ハ
ー
レ
ド
の
支
持
者
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
い
っ
た
い
、
ハ
ー
レ
ド
が
発
信
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
。
彼
が
訴
え
る
の
は
、
究
極
的
に
は
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の

再
生
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
開
さ
れ

て
き
た
覚
醒
運
動
、
改
革
運
動
と
比
べ
て
と
く
に
新
し
い
と
こ
ろ
は
な

い
。
自
分
た
ち
の
生
き
る
エ
ジ
プ
ト
社
会
に
働
き
か
け
る
こ
と
か
ら
始

め
、
そ
の
先
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
す
べ
て
の
覚
醒
を
見
す
え
る
と
い
う
ス
タ

ン
ス
だ
。

　

た
だ
し
、
ハ
ー
レ
ド
の
言
う
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
再
生
が
、
一
人
ひ
と

り
の
意
識
の
レ
ベ
ル
に
還
元
さ
れ
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
は
宗
教
的
高
揚
感
に
浸
る
の
で
も

な
く
、
自
己
の
精
神
的
救
済
に
満
足
す
る
の
で
も
な
く
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒

と
し
て
社
会
の
た
め
に
行
動
せ
よ
と
人
々
に
訴
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う

に
社
会
へ
の
働
き
か
け
の
な
か
で
イ
ス
ラ
ム
を
論
じ
な
が
ら
、
彼
は
ム
ス

リ
ム
同
胞
団
の
よ
う
な
組
織
化
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
政

治
権
力
を
目
指
す
こ
と
も
な
い
。
そ
の
点
で
彼
は
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ム
主

義
の
組
織
の
指
導
者
と
は
は
っ
き
り
と
異
な
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

　

で
は
、
具
体
的
に
は
ハ
ー
レ
ド
は
ど
の
よ
う
な
論
法
を
展
開
す
る
の

か
。彼
は
自
分
の
目
指
す
改
革
の
方
法
を「
信
仰
に
よ
る
成
長
」（al-tanm

iya 
bi-l-īm

ān

）
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
み
よ
う
。

二
〇
〇
五
年
、
ド
ゥ
ス
ト
ゥ
ー
ル
紙
に
掲
載
さ
れ
た
「
ハ
ッ
ジ
と
信
仰
に

よ
る
成
長
」
と
い
う
彼
の
文
章
が
参
考
に
な
る
。
か
な
り
長
い
文
章
な
の

で
、
そ
の
一
部
の
み
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　
「
神
に
祝
福
さ
れ
た
ハ
ッ
ジ
巡
礼
の
恩
恵
は
、
天
国
以
外
の
な
に
も
の

で
も
な
い
」
：
「
ハ
ッ
ジ
巡
礼
を
行
い
、
猥
褻
な
行
為
を
せ
ず
、
不
道
徳

な
行
為
を
し
な
い
者
は
、
母
親
が
彼
を
生
ん
だ
日
の
よ
う
に
、（
そ
う
し

た
罪
か
ら
）
離
れ
て
い
る
」
：
「
ア
ラ
フ
ァ
の
日
ほ
ど
に
、
神
が
人
を
解

放
す
る
日
は
な
い
」

8

　

こ
れ
が
ハ
ッ
ジ
巡
礼
の
恩
恵
で
あ
り
、
神
が
ハ
ッ
ジ
巡
礼
を
行
う
人
間

に
約
束
し
た
も
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
最
後
の
審
判
の
日
に
神
の
御
前
に
立
つ

際
に
ハ
ッ
ジ
巡
礼
が
も
た
ら
す
効
果
で
あ
る
。
天
国
、
罪
の
許
し
、
そ
し

て
地
獄
か
ら
の
解
放
。

　

し
か
し
我
々
の
現
世
で
の
生
活
、
今
の
状
況
、
我
々
の
共
同
体
の
未
来

に
対
し
て
ハ
ッ
ジ
巡
礼
が
持
つ
影
響
は
何
な
の
か
と
い
う
問
い
は
残
る
。

社
会
を
改
革
し
、
成
長
を
実
現
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
ハ
ッ
ジ
巡
礼
は
な

に
か
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
に
は
確
信
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
崇
拝
行
為
（‘ibāda

）
は

元
来
、
人
々
の
現
実
を
改
革
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
。
な
ぜ
な

ら
神
は
、
我
々
の
崇
拝
行
為
な
ど
必
要
と
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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そ
う
で
は
な
く
崇
拝
行
為
は
、
そ
れ
が
解
き
放
つ
精
神
的
な
力
、
信
仰
心

を
も
っ
て
、
社
会
を
成
長
と
改
革
の
方
向
へ
突
き
動
か
す
の
で
あ
る
。
崇

拝
行
為
の
恩
恵
（
の
大
き
さ
）
は
、
社
会
が
そ
の
崇
拝
行
為
を
ど
の
程
度

役
立
て
る
か
に
よ
る
。
崇
拝
行
為
の
持
つ
恩
恵
が
大
き
く
な
れ
ば
、
そ
の

崇
拝
行
為
の
背
後
に
あ
る
社
会
の
成
長
の
た
め
の
恩
恵
も
同
じ
だ
け
大
き

く
な
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。

　

こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
ハ
ッ
ジ
巡
礼
は
イ
ス
ラ
ム
に
お
い
て
最
も
大
き

な
恩
恵
を
持
つ
崇
拝
行
為
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
改
革
の
た
め
に

役
割
を
果
た
す
最
大
の
機
会
を
毎
年
、
何
百
万
も
の
巡
礼
者
に
与
え
る
か

ら
で
あ
る
。
改
革
と
い
う
作
業
に
お
い
て
ハ
ッ
ジ
巡
礼
が
持
つ
役
割
に
関

し
、
い
く
つ
か
の
例
を
、
ご
く
限
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
だ
け
挙
げ
さ
せ
て

ほ
し
い
。

・
ハ
ッ
ジ
巡
礼
は
、
共
同
体
に
と
っ
て
、
包
括
的
な
形
で
行
わ
れ
る
思
想

的
な
集
会
と
な
る
。
数
百
万
人
が
と
も
に
集
う
希
有
な
機
会
で
あ
る
。

巡
礼
者
は
「
ミ
ナ
ー
」（
の
地
）
に
三
日
間
滞
在
す
る
が
、
娯
楽
施
設

も
何
も
な
い
と
こ
ろ
で
と
も
に
腰
を
お
ろ
し
て
い
な
が
ら
、
共
同
体
の

未
来
の
た
め
に
考
え
、
構
想
を
練
ら
ず
に
い
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
よ
う

か
。

（
中
略
）

・
ハ
ッ
ジ
巡
礼
と
規
律
…
…
ハ
ッ
ジ
巡
礼
に
は
だ
ら
し
な
さ
や
怠
惰
さ
の

入
る
余
地
は
な
い
。な
ぜ
な
ら
怠
慢
や
無
精
と
い
っ
た
過
ち
を
犯
せ
ば
、

最
後
ま
で
、
同
行
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
ぐ
れ
、
道
に
迷
う
と
い
う
大
き

な
代
償
を
払
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。厳
格
な
規
律
、

そ
れ
こ
そ
が
我
々
ア
ラ
ブ
の
社
会
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
た
め
に
改
革
の
試
み
は
失
敗
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ハ
ッ
ジ
巡
礼
が
あ
な
た
を
鍛
え
る
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
れ
だ

…
…
思
想
、
統
一
性
、
道
徳
、
自
由
、
重
労
働
、
規
律
。
こ
れ
ら
は
み
な
、

い
か
な
る
改
革
、
成
長
の
作
業
に
も
欠
か
せ
な
い
価
値
で
あ
り
概
念
で
あ

る
。

　

こ
こ
か
ら
私
た
ち
は
、信
仰
に
よ
る
成
長
と
い
う
考
え
方
を
主
張
す
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
れ
、
世
界
の
な
か
で
こ
の

地
域
に
生
き
る
人
々
に
つ
い
て
言
う
と
、
信
仰
ほ
ど
に
彼
ら
の
能
力
を
発

揮
さ
せ
る
も
の
は
他
に
な
に
も
な
い
。
信
仰
と
は
、
こ
の
地
域
の
人
々
が

持
つ
感
情
の
構
造
に
と
っ
て
基
盤
と
な
る
も
の
な
の
だ
。た
だ
私
た
ち
は
、

そ
れ
が
成
長
と
改
革
を
守
る
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る

9
。

　

要
す
る
に
、
ハ
ー
レ
ド
の
言
う
「
信
仰
に
よ
る
成
長
」
と
は
、
神
へ
の

信
仰
心
が
人
を
崇
拝
行
為
の
実
践
に
駆
り
立
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
精
神

的
な
鍛
錬
や
発
展
を
経
験
し
、
そ
れ
が
最
終
的
に
社
会
の
発
展
に
も
つ
な

が
る
と
い
う
こ
と
だ
。
重
要
な
の
は
、ハ
ー
レ
ド
が
法
や
規
範
で
は
な
く
、

信
仰
と
い
う
側
面
か
ら
の
み
イ
ス
ラ
ム
を
論
じ
、
そ
れ
を
道
徳
心
に
結
び

つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
共
同
体
の
未
来
と
い
う
公
的
な
性
格
を
持
つ

テ
ー
マ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
政
治
的
な
問
題
と
し
て
は
捉
え
な
い
こ
と

に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
政
治
化
し
た
イ
ス
ラ
ム
と
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
る
。
ま
た
、
専
門
的
な
訓
練
を
受
け
た
者
、
つ
ま
り
ウ
ラ
マ
ー
に
期
待

さ
れ
る
イ
ス
ラ
ム
法
解
釈
の
領
域
に
も
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

ウ
ラ
マ
ー
と
の
差
別
化
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

　
理
解
者
と
い
う
位
置
取
り

　

ハ
ー
レ
ド
の
よ
う
な
説
教
師
た
ち
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
聴
衆
に
対
し
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て
自
ら
を
身
近
な
存
在
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う
点
だ
。
た
と
え
ば
、
説

教
が
行
わ
れ
る
時
の
様
子
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
伝
統
的
な

説
教
師
の
よ
う
に
、
高
い
場
所
か
ら
聴
衆
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
話
す
こ

と
を
好
ま
な
い
。
悔
い
改
め
る
よ
う
恫
喝
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
難

解
な
用
語
を
使
っ
て
聴
衆
を
煙
に
巻
く
こ
と
も
な
い
。
話
す
ア
ラ
ビ
ア
語

も
、
コ
ー
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
引
用
す
る
個
所
以
外
は
、
人
々
の
生
活

に
密
着
し
た
エ
ジ
プ
ト
方
言
の
ア
ラ
ビ
ア
語
だ
。
表
情
ゆ
た
か
に
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
交
え
、
ま
る
で
家
族
や
友
人
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
親
し
げ
に

話
す
。
取
り
あ
げ
る
事
例
も
、
聴
き
手
が
自
身
の
経
験
を
ふ
と
思
い
出
す

よ
う
な
身
近
な
も
の
が
多
い
。

　

さ
ら
に
は
、
自
分
が
一
方
的
に
話
す
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
聴

衆
の
側
が
語
る
機
会
を
作
り
出
す
と
い
う
の
も
重
要
だ
。
ハ
ー
レ
ド
は
時

に
、
聴
衆
の
間
に
入
り
、
躊
躇
す
る
人
を
前
に
、
微
笑
み
な
が
ら
「
さ
あ
、

ど
う
ぞ
」
と
自
分
の
体
験
を
語
る
こ
と
を
促
す
こ
と
が
あ
る
。
理
解
し
あ

い
、
共
に
生
き
る
と
い
う
感
覚
を
、
聴
き
手
と
自
身
の
間
に
、
そ
し
て
聴

衆
の
間
に
築
き
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
若
者
と
肩
を
組
み
、
は
つ

ら
つ
と
し
た
表
情
で
写
っ
た
写
真
を
多
く
公
開
し
て
い
る
の
も
同
じ
意

図
だ
ろ
う
。
ま
た
ハ
ー
レ
ド
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
訪
問
者
が
自
由
に

書
き
込
め
る
「
対
話
の
広
場
」
と
い
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
、実
際
、

訪
問
者
の
間
に
バ
ー
チ
ャ
ル
な
共
同
体
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
が
で
き

あ
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

こ
こ
で
、
ハ
ー
レ
ド
に
影
響
を
受
け
た
あ
る
青
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
カ
イ
ロ
郊
外
の
ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス
に
あ
る
ス
ポ
ー

ツ
・
ク
ラ
ブ
で
行
わ
れ
た
彼
の
「
勉
強
会
」
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
こ
の
二
十
一
歳
の
青
年
も
一
定
以
上
の
階
層
に
属
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　
（
十
八
歳
の
時
に
ハ
ー
レ
ド
に
出
会
っ
て
以
来
、）
僕
は
劇
的
に
変
わ
り

ま
し
た
。（
そ
れ
ま
で
は
、）
と
て
も
浅
は
か
で
、
デ
ー
ト
を
し
た
り
、
よ

か
ら
ぬ
場
所
に
出
入
り
し
て
い
た
の
で
す
が
。
そ
の
（
ハ
ー
レ
ド
の
）
勉

強
会
（
の
テ
ー
マ
）
は
信
頼
に
つ
い
て
で
し
た
。
僕
は
と
て
も
感
動
し
、

勉
強
会
の
後
、
ハ
ー
レ
ド
に
会
い
に
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
兄
の
よ

う
な
暖
か
さ
で
僕
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
大
切
な
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。
良
き
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
生
に
成
功
し
、

生
産
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
。
そ
こ
で
僕
は
勉
強
し
、
今
は
学

校
を
卒
業
し
て
、
懸
命
に
働
い
て
い
ま
す
。
親
か
ら
奪
っ
て
し
ま
っ
た

一
万
ポ
ン
ド
を
返
す
た
め
に
ね
（
笑
）。
両
親
は
あ
の
バ
カ
息
子
が
こ
ん

な
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
信
じ
ら
れ
な
い
で
い
る
ん
で
す

10
。

　

こ
の
青
年
の
こ
と
ば
で
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
、
ハ
ー
レ
ド
が
「
兄
の

よ
う
な
暖
か
さ
で
」
彼
を
迎
え
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
近
づ
き
が
た

い
偉
大
な
指
導
者
の
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
態
度
で
青
年
を

圧
倒
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
聴
き
手
の
前
に
理
解
者
と
し
て
立

ち
現
わ
れ
る
。

　

ム
ス
タ
フ
ァ
ー
・
ホ
ス
ニ
ー
と
並
ん
で
ハ
ー
レ
ド
の
後
継
者
の
ひ
と
り

と
目
さ
れ
る
の
は
、
ム
イ
ッ
ズ
・
マ
ス
ウ
ー
ド
で
あ
る
。
ハ
ー
レ
ド
よ
り

十
歳
以
上
若
く
、
芸
能
人
顔
負
け
の
華
や
か
な
雰
囲
気
を
持
つ
こ
の
人
物

は
、
ハ
ー
レ
ド
よ
り
も
さ
ら
に
従
来
の
宗
教
関
係
者
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
離

れ
て
い
る
。
子
供
時
代
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
へ
通

い
、
そ
の
後
は
カ
イ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
大
学
を
卒
業
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

教
育
背
景
は
み
ご
と
な
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
式
だ
。
話
す
英
語
は
極
め
て
流

暢
で
、
ア
ラ
ブ
人
に
あ
り
が
ち
な
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
は
ま
っ
た
く
な
い
。
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バ
ス
ケ
ッ
ト
が
得
意
で
、
自
ら
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
も
組
む
と
い
う
よ
う
に
、

生
活
ス
タ
イ
ル
や
好
み
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
文
化
の
申
し
子
と
言
っ

て
い
い
。
彼
が
学
生
時
代
に
モ
ス
ク
に
通
い
始
め
た
と
き
、
そ
れ
だ
け
で

親
は
急
進
派
イ
ス
ラ
ム
主
義
組
織
に
関
わ
り
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と

心
配
を
し
た
と
い
う
か
ら
、
彼
の
家
庭
も
ま
た
、
あ
ま
り
宗
教
的
な
雰
囲

気
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
ハ
ー
レ
ド
ほ
ど
の
知
名
度
は
な

い
が
、
若
い
階
層
に
限
っ
て
見
る
と
、
そ
の
影
響
力
は
か
な
り
の
も
の
が

あ
る
。

　

マ
ス
ウ
ー
ド
も
、
基
本
的
に
は
ハ
ー
レ
ド
と
同
じ
路
線
を
行
く
。
身
近

な
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
、
自
分
自
身
の
体
験
を
織
り
交
ぜ
て
話
す
の
も
同

じ
だ
。
た
と
え
ば
、
結
婚
前
の
男
女
交
際
の
是
非
に
つ
い
て
、
マ
ス
ウ
ー

ド
は
次
の
よ
う
に
話
す
。
結
婚
前
の
性
的
関
係
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と

強
調
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
生
活
が
う
ま
く
い
く
に
は
両
者
が
結
婚
す
る

前
に
よ
く
理
解
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
交

際
は
必
要
だ
と
断
言
す
る
の
だ
。
自
分
と
妻
の
出
会
い
を
紹
介
す
る
こ
と

も
忘
れ
な
い
。
こ
う
し
た
発
言
は
、
婚
約
し
て
い
な
い
限
り
未
婚
の
男
女

が
二
人
き
り
で
会
う
こ
と
自
体
が
問
題
視
さ
れ
る
社
会
で
は
、
か
な
り
思

い
切
っ
た
も
の
だ
。
聴
く
者
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
が
日
常
感
覚
か
ら
離

れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
コ
ー
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
引
用
し
つ
つ
イ
ス

ラ
ム
の
枠
踏
み
の
な
か
で
議
論
さ
れ
る
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
彼
が
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
た
学
生
時
代

の
話
か
ら
始
め
、
繰
り
返
し
自
分
の
回
心
体
験
を
語
る
と
い
う
点
だ
。
酒

を
飲
み
、
麻
薬
に
手
を
出
し
て
い
た
彼
が
、
友
人
の
事
故
死
、
自
ら
の
大

病
と
い
っ
た
経
験
を
経
て
、
次
第
に
人
生
に
つ
い
て
考
え
始
め
る
。
決
定

的
だ
っ
た
の
は
、
あ
る
盲
目
の
友
人
と
の
出
会
い
だ
。
そ
の
友
人
は
、
盲

目
と
い
う
大
き
な
障
害
を
持
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
神
へ
の
感
謝
を

忘
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
人
物
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
つ
い
に
回
心

を
体
験
す
る
と
い
う
彼
の
話
は
、
聴
く
者
の
心
を
動
か
さ
ず
に
は
お
か
な

い
。
宗
教
に
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
た
だ
た
め
ら
う
だ
け
で
最
初
の
一

歩
を
踏
み
出
せ
ず
に
い
る
若
者
を
前
に
、
か
つ
て
は
自
分
も
同
じ
と
こ

ろ
、
い
や
そ
れ
以
下
の
と
こ
ろ
に
い
た
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
マ
ス

ウ
ー
ド
は
送
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
と
も
に
歩
も
う
と
呼

び
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

重
要
な
の
は
、
ハ
ー
レ
ド
や
マ
ス
ウ
ー
ド
は
聴
き
手
に
親
近
感
を
持
た

せ
、
そ
こ
に
い
る
者
の
間
に
緩
や
か
な
仲
間
意
識
を
作
り
出
す
の
で
あ
っ

て
、
厳
格
な
忠
誠
を
要
求
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
組
織
へ
の

帰
属
を
求
め
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
ら
は
宗
教
に
つ
い

て
語
り
合
う
開
か
れ
た
場
を
創
り
出
す
。
同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
、
同

じ
よ
う
な
言
葉
使
い
を
す
る
仲
間
の
存
在
を
実
感
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
自
分
ひ
と
り
の
問
題
と
思
わ
れ
た
こ
と
が
、
実
は
開
か
れ
た
場
所
に

投
ず
る
に
値
す
る
問
題
な
の
だ
と
感
得
さ
せ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
が
的
を
射
て
い
る
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
イ
ス
ラ
ム
関
係
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
言
説
を
見
て
も

わ
か
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
場
で
は
「
私
の
理
解
す
る
イ
ス
ラ
ム

（al-islām
 alladhī afham

uhu

）」、「
私
の
見
方
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
（al-islām

 
fī ra’ī

）」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
だ
。

こ
う
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
専
門
家
の
権
威
あ

る
見
解
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
考
え

を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
半
ば
公
的
な

空
間
に
投
ず
る
こ
と
が
自
然
な
行
為
と
な
っ
て
い
る
。
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社
会
に
お
け
る
ウ
ラ
マ
ー
の
位
置

　

し
か
し
ま
だ
問
題
は
残
る
。
ス
タ
イ
ル
が
違
う
と
は
い
え
、
公
的
な
空

間
で
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
説
教
師

の
し
て
い
る
こ
と
が
ウ
ラ
マ
ー
の
仕
事
と
重
な
っ
て
く
る
の
は
当
然
だ
。

こ
の
こ
と
を
、
人
々
は
ど
う
捉
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
ウ
ラ
マ
ー
で

は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
実
は
ど
う
い
う
意
味
を
帯
び
る

の
か
。
そ
し
て
当
の
説
教
師
た
ち
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
入
る
前
に
、
ひ
と
つ
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
に
お
け
る
ウ
ラ
マ
ー
の
位
置
だ
。
ま
ず
確

認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ウ
ラ
マ
ー
は
厳
密
な
意
味
で
は
「
聖
職
者
」
と

は
言
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
一
般
の
信
徒
に
は
な
い
特
別

な
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
罪
を
許
す
こ
と

も
で
き
な
け
れ
ば
、「
破
門
」
す
る
力
も
な
い
。
ま
た
ウ
ラ
マ
ー
は
「
叙
階
」

さ
れ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
「
得
度
」
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
あ
る
人
物

が
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
る
か
否
か
を
客
観
的
に
判
断
す
る
基
準
は
存
在
し
な

い
。

　

ウ
ラ
マ
ー
が
一
般
の
信
徒
と
区
別
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、

原
則
的
に
は
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
し
て
知
る
べ
き
こ
と
を
、
よ
り
多

く
、
よ
り
正
確
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
尽
き
る
。「
ウ
ラ
マ
ー
」
と

い
う
語
は
、「
知
識
を
持
つ
者
」
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
普
通
名
詞

だ
。「
知
識
」
が
意
味
す
る
の
は
、
ま
ず
コ
ー
ラ
ン
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
関

す
る
学
問
で
あ
り
、
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ム
法
を
め
ぐ
る
学
問
、
そ
し
て
神
学

が
く
る
。
そ
れ
ら
の
学
問
と
は
、
近
代
西
洋
か
ら
新
し
い
タ
イ
プ
の
学
問

が
採
用
さ
れ
る
以
前
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
世
界
で
は
、
ま
さ
に
学
問
そ
の

も
の
で
あ
っ
て
学
問
の
一
領
域
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
類
の
学
問

な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
近
代
以
前
の
社
会
で
は
唯
一
無
二
の
知
識
人
と
し
て
、

ウ
ラ
マ
ー
の
存
在
は
一
般
信
徒
の
生
活
の
細
部
に
ま
で
行
き
わ
た
り
、
そ

の
使
命
が
日
々
の
生
活
の
中
で
日
常
的
に
確
認
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も

当
然
だ
ろ
う
。
人
々
か
ら
正
し
い
判
断
を
求
め
ら
れ
、
知
識
の
伝
授
を
期

待
さ
れ
、
と
き
に
民
衆
の
代
表
と
し
て
政
治
権
力
と
の
間
に
立
ち
交
渉
を

行
う
者
は
、
彼
ら
以
外
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
時
代
が
下
っ
て
強
大
な
中

央
集
権
国
家
が
出
現
し
、
近
代
化
政
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
状
況

は
大
き
く
変
わ
る
。
ウ
ラ
マ
ー
は
「
知
識
を
持
つ
者
」、
つ
ま
り
一
般
に

知
識
人
と
い
う
の
で
は
な
く
、
特
定
の
領
域
の
専
門
家
と
し
て
規
定
し
な

お
さ
れ
、
当
然
の
結
果
と
し
て
そ
の
役
割
も
限
定
さ
れ
て
い
く
。

　

エ
ジ
プ
ト
で
ウ
ラ
マ
ー
を
養
成
す
る
教
育
機
関
と
言
え
ば
、
な
ん
と

い
っ
て
も
ア
ズ
ハ
ル
で
あ
る
。
大
学
に
改
組
さ
れ
る
以
前
の
ア
ズ
ハ
ル
の

歴
史
は
西
暦
十
世
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
が
、
十
九
世
紀
末
の
ム
ハ
ン
マ

ド
・
ア
リ
ー
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
中
央
集
権
化
、
近
代
化
の
波
は
教
育

の
分
野
に
も
及
び
、
ア
ズ
ハ
ル
を
も
放
っ
て
は
お
か
な
か
っ
た
。
徐
々
に

政
治
権
力
に
よ
る
介
入
が
始
ま
る
。
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
ナ
セ
ル
の

時
代
、
一
九
六
一
年
に
行
わ
れ
た
変
革
で
あ
ろ
う
。
医
学
部
や
工
学
部
が

加
え
ら
れ
て
一
般
の
大
学
と
同
じ
組
織
に
改
編
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ウ

ラ
マ
ー
を
育
て
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
の
高
度

な
制
度
化
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
師
匠
と
弟
子
と
い
う
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
関
係
を
軸
と
し
て
い
た
教
育
の
場
に
、
入
学
資
格
や
修
業
年

限
、
学
位
に
つ
い
て
の
規
定
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
。
エ
ジ
プ

ト
の
ウ
ラ
マ
ー
に
は
、
そ
の
資
格
を
問
う
客
観
的
な
基
準
と
な
り
う
る
も

の
が
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
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も
う
一
点
重
要
な
の
は
、
ウ
ラ
マ
ー
の
生
活
を
経
済
的
に
支
え
て
い
た

寄
進
財
産
が
宗
教
省
の
監
督
下
に
置
か
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ウ
ラ

マ
ー
は
事
実
上
、
公
務
員
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
家
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
で
、
ウ
ラ
マ
ー
が
自
律
性
を
失
っ
て
い
く
過
程
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ラ
マ
ー
の
全
面
的
敗
北
と
い
う

解
釈
は
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
教
育
を
受
け
た

者
と
は
区
別
さ
れ
る
形
で
、
ア
ズ
ハ
ル
を
出
た
と
い
う
こ
と
が
宗
教
の
専

門
家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
公
的
な
資
格
と
な
り
、
宗
教
に
関
す
る
責
任
者

と
い
う
資
格
を
独
占
的
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
側
面
も
存
在
す
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
省
の
任
命
を
受
け
て
専
門
的
な
職
に
就
く
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
逆
風
の
な
か
で
一
定
の
職
域

を
確
保
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
国
家
権
力
と
の
関
係
に
関
し
て
言
う
と
、
ウ
ラ
マ
ー
が
一
方
的

に
国
家
に
従
属
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
国
家
が
ウ
ラ
マ
ー
に
依
存

す
る
と
い
う
部
分
も
あ
る
。
ウ
ラ
マ
ー
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う

強
い
意
志
を
国
家
が
示
す
の
は
、
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
る
政
策
の
承
認
を
必
要

と
す
る
と
い
う
政
治
権
力
を
持
つ
者
の
側
の
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ナ
セ
ル
の
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
の
時
代
に
「
社
会
主
義
」
に
イ
ス
ラ
ム
的
承

認
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
後
に
サ
ダ
ト
の
時
代
に
は
急
進
的
イ
ス
ラ

ム
主
義
陣
営
か
ら
の
体
制
批
判
に
対
抗
す
べ
く
ウ
ラ
マ
ー
の
サ
ダ
ト
体

制
へ
の
サ
ポ
ー
ト
が
求
め
ら
れ
る

11
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

ど
ち
ら
が
優
位
に
立
つ
に
せ
よ
、
ウ
ラ
マ
ー
と
国
家
権
力
は
切
り
離
せ
な

い
も
の
と
し
て
人
々
の
目
に
映
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
と
ガ
ー
ニ
ム
と
い
う
二
人
の
研
究

者
が
行
っ
た
調
査
を
参
考
に
、
一
般
市
民
や
学
生
の
意
識
を
見
て
み
た

い
。
念
の
た
め
に
付
け
加
え
て
お
く
が
、
二
つ
の
調
査
は
民
衆
の
持
つ
ウ

ラ
マ
ー
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

ハ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
の
調
査
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
に
対
す
る
大

学
生
の
意
識
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
り
、
ガ
ー
ニ
ム
の
調
査
は
宗
教
言
説

の
あ
り
方
に
対
す
る
一
般
人
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

も
の
だ
。
た
だ
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
、
社
会
調
査
の
実
施
自
体
が
容
易
で
は

な
く
、
こ
れ
ら
の
調
査
は
人
々
の
ウ
ラ
マ
ー
観
を
探
る
た
め
の
貴
重
な
材

料
と
な
っ
て
い
る
。

　

ガ
ー
ニ
ム
の
行
っ
た
調
査
の
結
果
は
、「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
宗
教
的

言
説
の
刷
新
―
一
般
市
民
か
ら
の
サ
ン
プ
ル
の
意
見
分
析
」
と
い
う
論

文
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

12
。
こ
の
論
文
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
物

に
よ
る
宗
教
的
言
説
に
対
し
て
一
般
市
民
が
示
す
反
応
を
も
と
に
、
エ
ジ

プ
ト
に
お
け
る
宗
教
言
説
を
取
り
ま
く
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も

の
だ
が
、
本
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
宗
教
的
言
説
」
の
担
い
手
と

な
る
べ
き
な
の
は
誰
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

回
答
は
、
宗
教
的
言
説
と
は
な
に
か
と
い
う
そ
れ
に
先
立
つ
問
い
へ
の
答

に
連
動
す
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
言
説
と
は
コ
ー
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
と

い
っ
た
宗
教
テ
キ
ス
ト
に
依
っ
て
立
つ
言
説
で
あ
る
と
限
定
的
に
捉
え

た
人
は
、
宗
教
的
言
説
の
担
い
手
に
い
わ
ゆ
る
「
公
的
（rasm

ī

）」
な
地

位
を
求
め
、
そ
う
で
は
な
く
、
宗
教
的
言
説
を
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
察

と
い
う
よ
う
に
広
く
捉
え
る
人
は
、
そ
う
し
た
地
位
と
は
関
わ
り
な
く
誰

で
も
担
い
手
に
な
っ
て
よ
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
そ
う
し
た
見
解
の
違
い
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
回
答
す
る
に
せ
よ
、

「
公
的
」
地
位
と
い
う
概
念
が
問
題
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
公
に
承
認
さ
れ
た
宗
教
の
専
門
家
と
い
う
も
の
が
、
ひ
と
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
の
調
査
は
、
ハ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
の
「
現
代
エ
ジ
プ
ト
社
会
に
お
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け
る
青
年
と
イ
ス
ラ
ム
の
流
れ
」
と
い
う
研
究
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
13

。
一
部
の
イ
ス
ラ
ム
主
義
組
織
の
急
進
化
と
い
う
時
代
背
景
の
な
か

で
、
カ
イ
ロ
大
学
の
学
生
四
五
〇
人
を
対
象
に
、
若
い
世
代
の
宗
教
意
識

を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
研
究
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
は
次
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
評
価
や
印
象
を
持
っ
て
い
る
か
が
問

わ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
タ
イ
プ
と
は
、
制
度
的
イ
ス
ラ
ム
（islām

 m
u’

assasī

）、
ス
ー
フ
ィ
ー
的
イ
ス
ラ
ム
、
そ
し
て
最
後
に
政
治
的
イ
ス
ラ
ム

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
言
え
る
の
は
、
社
会
の
構
成
要
素
と
い
う
レ
ベ
ル
で

イ
ス
ラ
ム
を
論
じ
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の

イ
ス
ラ
ム
は
、
そ
の
ど
れ
も
が
回
答
者
に
と
っ
て
容
易
に
イ
メ
ー
ジ
す
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
馴
染
ん
だ
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
制
度
的
イ
ス
ラ
ム
」
と
は
、「
ア
ズ
ハ
ル
と
ワ
ク
フ
省
が
代
表
し
、
こ

の
タ
イ
プ
は
ア
ズ
ハ
ル
学
院
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
数
多
く
の
モ
ス
ク
を

監
督
下
に
置
く
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
イ
ス
ラ

ム
が
一
つ
の
実
体
と
し
て
人
々
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

だ
14

。
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
イ
ス
ラ
ム
と
も
異
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
者

が
体
現
す
る
政
治
的
イ
ス
ラ
ム
と
も
異
な
り
、
公
の
お
墨
付
き
を
受
け
た

教
育
課
程
を
修
了
し
、
イ
ス
ラ
ム
の
専
門
家
と
し
て
国
家
に
承
認
さ
れ
た

職
に
就
い
て
い
る
人
々
の
イ
ス
ラ
ム
が
ひ
と
つ
の
イ
ス
ラ
ム
と
し
て
括

り
だ
さ
れ
て
い
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
公
的
」
と
呼
ぶ
に
せ
よ
「
制
度
的
」
と
言
う

に
せ
よ
、
回
答
者
は
政
治
権
力
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
宗
教
の
専
門
家
を

明
確
な
輪
郭
を
持
つ
集
団
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
伝
統
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
知
識
の
量
や
正
確
さ
こ
そ
が
ウ
ラ

マ
ー
と
認
め
ら
れ
る
基
準
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う

な
歴
史
的
経
緯
を
経
て
、
現
代
の
エ
ジ
プ
ト
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
国
家

権
力
と
の
近
接
性
が
ウ
ラ
マ
ー
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
も
足
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
ウ
ラ
マ
ー
を
一
般
の
信
徒
は
ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
第
一
に
挙
が
る
の
は
、
距
離
感
だ
。
人
々
が
ウ
ラ
マ
ー
の
背
後
に

国
家
権
力
を
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
副
産
物
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

ガ
ー
ニ
ム
の
調
査
を
見
る
と
、
ア
ム
ル
・
ハ
ー
レ
ド
の
よ
う
な
説
教
師

の
言
説
が
理
解
し
や
す
く
心
に
響
く
と
高
く
評
価
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

「
公
的
」
地
位
に
あ
る
人
々
の
言
説
に
つ
い
て
は
評
価
が
低
い
こ
と
が
わ

か
る
。
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、「
公
的
」
地
位
に
あ
る
人
々
が
使
う
ア

ラ
ビ
ア
語
が
、
平
均
的
な
エ
ジ
プ
ト
人
に
は
わ
か
り
に
く
い
非
常
に
硬
い

ア
ラ
ビ
ア
語
だ
と
い
う
言
語
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
ラ
ビ
ア
語
に
は

地
方
ご
と
に
よ
っ
て
異
な
る
口
語
の
ア
ラ
ビ
ア
語
と
、
コ
ー
ラ
ン
の
ア
ラ

ビ
ア
語
に
近
い
正
則
語
と
呼
ば
れ
る
硬
い
ア
ラ
ビ
ア
語
の
二
つ
が
存
在

す
る
が
、
ウ
ラ
マ
ー
が
使
う
の
は
、
通
常
、
正
則
語
の
方
だ

15
。
ウ
ラ
マ
ー

の
な
か
に
は
、
さ
ら
に
意
味
伝
達
に
は
不
要
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
修
辞
を

用
い
、
特
有
の
言
い
回
し
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ウ
ラ
マ
ー
ら
し
さ
」

を
創
り
出
し
て
い
る
か
に
見
え
る
者
も
い
る
。
教
育
の
過
程
で
自
然
に
身

に
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
る
こ
と
が
一
般

の
信
徒
と
は
異
な
る
特
別
な
専
門
家
で
あ
る
こ
と
と
認
識
さ
れ
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
演
出
に
よ
る
差
別
化
に
向
か
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

ど
ち
ら
に
せ
よ
、
ハ
ー
レ
ド
や
マ
ス
ウ
ー
ド
が
示
す
身
近
さ
の
演
出
と
は

正
反
対
の
傾
向
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
ウ
ラ
マ
ー
は
時
代
遅
れ
の
無
用
の
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ハ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
の
調
査
で
は
、
ア

ズ
ハ
ル
は
そ
の
宗
教
的
使
命
を
果
た
し
て
い
る
と
回
答
し
た
者
の
方
が
、
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果
た
し
て
い
な
い
と
し
た
者
よ
り
も
は
る
か
に
多
い

16
。
ま
た
先
に
も
記

し
た
と
お
り
、
ガ
ー
ニ
ム
の
調
査
で
は
、
宗
教
的
言
説
を
コ
ー
ラ
ン
や
ハ

デ
ィ
ー
ス
に
関
す
る
言
説
と
限
定
的
に
捉
え
た
場
合
、
そ
の
担
い
手
は

「
公
的
」
地
位
を
持
つ
者
、
つ
ま
り
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る

者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

で
は
次
に
、
人
々
が
ウ
ラ
マ
ー
に
期
待
す
る
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

ウ
ラ
マ
ー
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
裏
返
し
て
、
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
批
判
を
先
の
調

査
か
ら
具
体
的
に
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
批
判
は
、

ま
ず
最
初
に
人
々
が
ウ
ラ
マ
ー
に
寄
せ
て
い
る
期
待
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

ハ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
の
調
査
で
は
ウ
ラ
マ
ー
の
牙
城
で
あ
る
ア
ズ
ハ
ル
に

関
し
、
全
体
の
八
九
・
一
％
が
「
ア
ズ
ハ
ル
は
変
わ
る
べ
き
だ
」
と
い
う

見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
変
わ
る
べ
き
具
体
的
な
点
と
し
て
は
数
の
多
い

方
か
ら
挙
げ
る
と
、
七
五
％
が
「
も
っ
と
効
果
的
に
社
会
問
題
に
取
り
組

む
べ
き
」
と
し
、
つ
い
で
五
二
・
五
％
が
「
科
学
と
宗
教
を
つ
な
ぐ
べ
き
」

と
し
て
い
る
。
ま
た
ガ
ー
ニ
ム
の
調
査
で
は
、
ウ
ラ
マ
ー
は
失
業
、
物
価

高
、
若
者
の
道
徳
心
の
低
さ
な
ど
、
人
々
の
生
活
に
と
っ
て
切
実
な
問
題

を
充
分
に
取
り
上
げ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
ウ
ラ
マ
ー
に
も
っ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
社
会

的
な
問
題
の
解
決
に
貢
献
す
る
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
価
高
や
高

い
失
業
率
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
言
う
限
り
、
具
体
的
に
は
解
決
に
向

け
て
政
治
権
力
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
現
在
の
「
公
的
」
あ
る
い

は
「
制
度
的
」
イ
ス
ラ
ム
は
、
人
々
の
日
常
に
寄
り
添
い
、
精
神
生
活
の

細
部
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
と
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
ウ
ラ
マ
ー
は
人
々

の
日
々
の
現
実
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
生
ま
れ
る
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
コ
ー
ラ
ン
や

ハ
デ
ィ
ー
ス
に
関
す
る
知
識
を
保
持
し
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
イ
ス
ラ
ム

的
な
知
の
守
護
者
と
し
て
政
治
権
力
と
向
き
あ
い
、
社
会
全
体
の
イ
ス
ラ

ム
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
「
公
的
」、「
制
度
的
」

イ
ス
ラ
ム
を
体
現
す
る
ウ
ラ
マ
ー
し
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま

り
、
ウ
ラ
マ
ー
に
は
一
般
の
信
徒
に
は
な
い
特
別
な
権
威
が
あ
る
と
承
認

さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
権
威
が
ゆ
え
に
期
待
さ
れ
る
ウ
ラ
マ
ー
の
社
会
的
使

命
は
、
政
治
権
力
と
の
交
渉
と
い
う
人
々
の
日
常
か
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
に

置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

求
め
ら
れ
る
繋
ぎ
手

　

ウ
ラ
マ
ー
と
一
般
信
徒
の
間
に
距
離
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
を
繋
ぐ

よ
う
な
働
き
を
す
る
人
々
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
だ
。
抽
象
的
な
概
念

を
振
り
か
ざ
す
の
で
は
な
く
、
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
、
具
体
的
な

状
況
に
合
わ
せ
て
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
せ
る
人
材
が
不
可
欠
に
な
る
。
た
と

え
ば
ウ
ラ
マ
ー
集
団
の
末
端
に
位
置
す
る
、
村
や
町
の
小
さ
な
モ
ス
ク

の
イ
マ
ー
ム
の
よ
う
な
存
在
は
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。
一
九
六
五
年
か
ら

一
九
八
六
年
ま
で
数
回
に
わ
た
り
、
ヨ
ル
ダ
ン
の
あ
る
村
で
調
査
を
行
っ

た
ア
ン
ト
ゥ
ー
ン
と
い
う
研
究
者
は
、
そ
の
村
の
モ
ス
ク
の
イ
マ
ー
ム
を

選
ぶ
際
に
村
人
が
最
終
的
に
基
準
と
し
た
の
は
、
村
人
の
生
活
や
人
間
関

係
を
熟
知
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
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は
こ
う
し
た
仲
介
者
の
役
割
に
対
す
る
人
々
の
意
識
の
あ
り
か
を
示
し

て
い
る

17
。
こ
う
し
た
人
材
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
論
と
し

て
の
イ
ス
ラ
ム
で
は
な
く
、
村
人
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
イ
ス
ラ
ム
が
生

み
出
さ
れ
る
。
村
で
発
生
す
る
具
体
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
丁

寧
に
イ
ス
ラ
ム
の
枠
組
み
の
な
か
に
は
め
込
ん
で
見
せ
る
こ
と
で
、
イ
ス

ラ
ム
は
村
人
の
日
々
の
生
活
に
と
っ
て
有
意
義
な
も
の
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
仲
介
者
が
今
の
エ
ジ
プ
ト
に
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
専
門
的
な
教
育
は
ま
っ
た
く
受
け
て
い
な
い
も
の
の
独

学
で
コ
ー
ラ
ン
を
学
び
、
シ
ェ
イ
フ
あ
る
い
は
シ
ェ
イ
ハ
と
呼
ば
れ
町
内

の
人
々
の
尊
敬
を
集
め
て
い
る
人
物
の
例
な
ど
は
珍
し
く
な
い
。
し
か
し

少
な
く
と
も
、
ハ
ー
レ
ド
や
マ
ス
ウ
ー
ド
の
支
持
者
、
つ
ま
り
経
済
的
に

は
上
昇
気
流
に
乗
り
、
欧
米
文
化
に
浸
っ
て
き
た
人
々
に
関
し
て
言
う
限

り
、
彼
ら
の
周
囲
に
は
こ
う
し
た
仲
介
者
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
者

が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
不
在
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
圧
倒
的

に
不
足
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

た
と
え
ば
、
欧
米
の
文
化
と
イ
ス
ラ
ム
的
規
範
の
関
係
に
つ
い
て
自
ら

の
見
解
を
語
っ
て
み
せ
る
ウ
ラ
マ
ー
は
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に

ロ
ッ
ク
を
演
奏
し
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
を
知
っ
た

上
で
、
イ
ス
ラ
ム
的
見
地
か
ら
そ
の
是
非
を
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
ハ
ー
レ
ド
や
マ
ス
ウ
ー
ド
の
支
持
者
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
実
感
で
き
る
人
物
の
口
か
ら
イ
ス

ラ
ム
に
つ
い
て
の
真
摯
な
語
り
が
出
る
こ
と
な
ど
、
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　

ハ
ー
レ
ド
や
マ
ス
ウ
ー
ド
に
対
し
て
一
体
感
を
持
つ
人
々
の
多
く
は
、

欧
米
的
な
生
活
様
式
を
持
ち
欧
米
の
文
化
に
親
近
感
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、

こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
ム
か
ら
距
離
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
々
で
あ

る
。
も
し
も
イ
ス
ラ
ム
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
な
わ
ち
文
化
的
に
反

欧
米
の
傾
向
を
示
す
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
が
そ
う
し
た
意

味
で
は
イ
ス
ラ
ム
的
に
な
り
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
も
な
ん

で
も
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
イ
ス
ラ
ム
理
解
が
一
部
の
党
派
的
な
見
方

に
過
ぎ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
新
し
い
説
教
師
た
ち
は
、

欧
米
の
文
化
的
産
物
に
親
近
感
を
禁
じ
得
な
い
人
々
の
た
め
に
、
社
会
の

上
層
に
位
置
す
る
人
々
の
た
め
に
、
彼
ら
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
カ
ス
タ

マ
イ
ズ
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
ハ
ー
レ
ド
の
「
信
仰
に
よ
る
成
長
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、

こ
う
し
た
点
か
ら
読
み
か
え
る
こ
と
が
可
能
だ
。
つ
ま
り
、
経
済
的
に
恵

ま
れ
て
い
る
こ
と
、
成
功
者
で
あ
る
こ
と
を
宗
教
的
な
文
脈
で
積
極
的
に

意
味
づ
け
よ
う
と
い
う
試
み
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
若
い
支

持
者
に
と
っ
て
、
平
均
的
な
同
世
代
の
人
間
と
比
べ
て
自
分
に
は
は
る
か

に
明
る
い
未
来
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。
と
も
す
れ
ば
特
権

階
級
と
し
て
の
罪
悪
感
を
抱
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
も
し

ハ
ー
レ
ド
が
言
う
よ
う
に
信
仰
が
成
長
を
呼
ぶ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
逆

に
言
う
と
、
成
長
や
成
功
は
信
仰
の
賜
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。
こ
こ
で
思
い
出
し
て
ほ
し
い
の
は
、
若
い
支
持
者
に
対
し
、
ハ
ー
レ

ド
が
よ
き
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
、「
人
生
に
お

い
て
成
功
し
、
生
産
的
」
で
あ
る
よ
う
に
と
言
っ
た
と
い
う
点
だ
。

　

重
要
な
の
は
、
彼
ら
は
あ
く
ま
で
繋
ぎ
手
で
あ
り
、
ウ
ラ
マ
ー
の
提
示

す
る
イ
ス
ラ
ム
を
否
定
し
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
解
釈
す
る
イ
ス
ラ
ム
に

換
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ

た
と
お
り
、意
図
さ
れ
る
の
は
棲
み
分
け
、役
割
分
担
だ
。
た
と
え
ば
ハ
ー

レ
ド
の
場
合
、
自
分
の
基
本
的
な
方
針
を
「
三
つ
の
否
」
と
い
う
言
い
方

で
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
自
分
と
ウ
ラ
マ
ー
の
違
い
が
明
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言
さ
れ
る
。
彼
は
こ
う
言
う
。「
一
．
フ
ァ
ト
ゥ
ワ
ー
へ
の
否
。
自
分
は

ウ
ラ
マ
ー
で
は
な
い
の
で
、
フ
ァ
ト
ゥ
ワ
ー
を
出
す
資
格
が
な
い
。
私
は

説
教
師
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
の
使
命
の
境
界
線
だ
。
二
．
政
治
へ
の
否
。

私
に
は
政
治
の
た
め
の
時
間
は
な
い
。
三
．
党
派
に
属
す
る
こ
と
へ
の
否
」

と
18

。

　

フ
ァ
ト
ゥ
ワ
ー
と
は
、
一
般
信
徒
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
問
い
に
対
し
、
イ

ス
ラ
ム
法
学
の
知
識
を
持
つ
者
が
イ
ス
ラ
ム
法
に
照
ら
し
て
自
分
の
見

解
を
出
す
も
の
だ
。「
法
的
見
解
」
と
訳
す
こ
と
も
あ
る
。
重
要
な
の
は

一
般
的
に
言
っ
て
、
フ
ァ
ト
ゥ
ワ
ー
と
は
ウ
ラ
マ
ー
が
社
会
に
影
響
を
及

ぼ
す
最
も
有
効
な
手
段
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ハ
ー
レ
ド
は
、
自
分
に
は

そ
れ
を
出
す
資
格
が
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
、
ウ
ラ
マ
ー
の
権
威
に
挑
戦

す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
権
威
あ
る
解
釈
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
は

ウ
ラ
マ
ー
だ
け
で
あ
る
と
認
め
た
う
え
で
、
コ
ー
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
を

読
み
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
と
い
う
行
為
自
体
は
、
す
べ
て
の
イ
ス
ラ
ム

教
徒
に
開
か
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ハ
ー
レ
ド
は
、
意

識
的
に
自
分
の
領
域
を
ウ
ラ
マ
ー
の
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
置
く
。

　

再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ウ
ラ
マ
ー
で
は
な
い
と
宣
言
す
る

こ
と
が
彼
の
支
持
者
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
負
の
意
味
を
帯
び
な
い
と
い

う
こ
と
だ

19
。
専
門
的
な
教
育
を
受
け
て
お
ら
ず
、
専
門
家
と
し
て
の
承

認
も
受
け
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
て
も
、
つ
ま
り
ウ
ラ
マ
ー

の
持
つ
権
威
を
彼
は
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
職
業
的
な
説
教
師
と
し
て
の
彼
が
支
持
者
を
失
う
こ
と
は
な
い
。

　

要
す
る
に
、
ハ
ー
レ
ド
の
よ
う
な
説
教
師
た
ち
は
そ
の
権
威
に
よ
っ
て

人
々
を
ひ
き
つ
け
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
ウ
ラ
マ
ー
の
な
か
に
は
歴
史
に

名
高
い
学
院
で
学
ん
だ
学
歴
や
著
名
な
ウ
ラ
マ
ー
に
師
事
し
た
経
歴
を

誇
ら
し
げ
に
掲
げ
る
者
も
少
な
く
は
な
い
が
、
ハ
ー
レ
ド
た
ち
は
あ
た
か

も
意
識
的
に
そ
の
逆
を
行
く
か
の
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
が
支
持

さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
ム
的
言
説
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
、
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
人
々
に
「
身
内
」
と
し
て

自
ら
を
提
示
し
、
内
側
か
ら
語
り
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
イ
ス

ラ
ム
の
枠
組
み
で
は
語
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
問
題
を
イ
ス
ラ
ム

に
つ
な
い
で
見
せ
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
的
に
は
な
ん
ら
評
価
さ
れ
な
い

と
み
な
さ
れ
て
き
た
も
の
を
イ
ス
ラ
ム
の
文
脈
で
意
味
づ
け
て
み
せ
た

こ
と
が
、
人
々
の
心
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　

ハ
ー
レ
ド
は
、
社
会
的
成
功
者
で
あ
る
こ
と
を
イ
ス
ラ
ム
的
に
意
味
づ

け
、
そ
れ
と
同
時
に
、
豊
か
な
者
の
果
た
す
べ
き
社
会
的
責
任
を
も
自
覚

さ
せ
る
。
ま
た
マ
ス
ウ
ー
ド
は
、あ
る
ロ
ッ
ク
音
楽
の
歌
詞
を
取
り
上
げ
、

そ
こ
に
出
て
く
る
恋
人
に
対
す
る
深
い
愛
の
表
現
を
神
へ
の
愛
に
移
し

か
え
て
み
よ
う
と
訴
え
る
。
こ
う
し
て
い
つ
の
ま
に
か
、
ロ
ッ
ク
と
い
う

西
洋
起
源
の
音
楽
が
イ
ス
ラ
ム
的
言
説
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
彼
ら
は

こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
ム
的
言
説
に
入
り
込
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
々

に
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
よ
う
な
言
説
を
提
供
し
て
い
る

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　「
俗
人
化
」、「
世
俗
化
」
で
は
な
く

　

エ
ジ
プ
ト
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
十
九
世
紀
末
か
ら
の
近
代
化
政

策
、
と
り
わ
け
世
俗
的
教
育
の
導
入
は
ウ
ラ
マ
ー
と
は
異
な
る
類
の
知
識

人
を
生
み
出
し
、
結
果
的
に
社
会
に
お
け
る
ウ
ラ
マ
ー
の
居
場
所
を
縮
小

し
て
き
た
。
ダ
ー
ル
ル
・
ウ
ル
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
師
範
学
校
が
生
ま
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
教
育
の
場
か
ら
ウ
ラ
マ
ー
は
少
し
ず
つ
退
場
し
、
法
学
校
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の
登
場
は
、
司
法
の
場
か
ら
も
ウ
ラ
マ
ー
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
一
般
の
人
々
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ウ
ラ
マ
ー
が
持
っ
て
い
た
教
育

の
担
い
手
、
地
域
共
同
体
の
精
神
的
支
柱
と
い
う
側
面
が
後
退
し
て
い
く

現
象
と
映
っ
た
だ
ろ
う
。
ウ
ラ
マ
ー
が
社
会
に
お
け
る
知
識
人
の
役
割
を

独
占
す
る
と
い
う
状
況
は
終
わ
っ
た
。

　

ウ
ラ
マ
ー
た
ち
は
、
イ
ス
ラ
ム
諸
学
と
い
う
特
定
の
専
門
分
野
を
持
つ

専
門
家
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
師
や
法
律
家
と
同
じ
よ
う

に
、
特
別
な
教
育
、
訓
練
を
受
け
、
特
定
の
領
域
で
働
く
者
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
イ
ス
ラ

ム
諸
学
の
専
門
家
と
し
て
政
治
権
力
と
交
渉
し
、
社
会
を
イ
ス
ラ
ム
の
枠

の
な
か
に
収
め
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
役
割
は

新
し
く
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
を
通
じ
て
ウ
ラ
マ
ー
が
果
た
し

て
き
た
役
割
の
一
部
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
の
役

割
が
、
近
代
的
な
中
央
集
権
国
家
が
出
現
し
、
さ
ら
に
そ
の
国
家
が
「
世

俗
性
」
を
志
向
す
る
な
か
で
突
出
し
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ウ
ラ
マ
ー
の
役
割
が
特
定
の
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
と
も

す
れ
ば
エ
ジ
プ
ト
社
会
の「
世
俗
化
」と
も
見
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
世

俗
化
」
を
社
会
の
な
か
で
宗
教
が
影
響
力
を
及
ぼ
し
う
る
範
囲
が
縮
小
し

て
い
く
過
程
と
考
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
エ
ジ
プ
ト
で

は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
き
て
い
な
い
。
起
き
て
い
る
の
は
、
ウ
ラ
マ
ー

と
呼
ば
れ
る
人
々
の
職
域
の
縮
小
、
社
会
的
役
割
の
限
定
化
で
あ
り
、
宗

教
そ
の
も
の
が
消
え
つ
つ
あ
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら

本
論
で
取
り
あ
げ
た
説
教
師
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ウ
ラ
マ
ー

不
在
の
空
間
が
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
誰
か
ほ
か
の
人
間
が
埋
め
て
い
く

か
ら
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
人
の
あ
る
知
人
は
、
小
学
校
の
「
宗
教
」
の
授

業
で
コ
ー
ラ
ン
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
単
元
が
減
る
と
、
親
た
ち
が
協
力

し
、
コ
ー
ラ
ン
の
知
識
を
持
つ
親
が
先
生
役
を
買
っ
て
出
て
自
分
た
ち
の

力
で
ク
ッ
タ
ー
ブ
（
コ
ー
ラ
ン
学
校
）
を
開
い
た
と
教
え
て
く
れ
た
。

　

だ
と
す
れ
ば
今
起
き
て
い
る
の
は
、
ウ
ラ
マ
ー
以
外
の
人
間
が
イ
ス
ラ

ム
の
担
い
手
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
世
俗
化
」
と
い
う
よ
り

は
「
俗
人
化
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
る
。
ウ
ラ
マ
ー
が
そ
こ
に
い

る
こ
と
に
よ
り
イ
ス
ラ
ム
性
を
保
証
さ
れ
て
い
た
社
会
が
、
今
度
は
「
俗

人
」
の
手
に
よ
り
イ
ス
ラ
ム
性
を
（
再
）
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
。

　
「
俗
人
」
の
台
頭
と
い
う
現
象
は
、
イ
ス
ラ
ム
に
限
ら
ず
、
近
代
に
お

け
る
宗
教
一
般
を
特
徴
づ
け
る
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ス
ラ
ム
に
関

し
て
は
こ
れ
ま
で
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
に
代
表
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ム
主
義
組

織
が
見
せ
る
現
象
と
し
て
の
み
議
論
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
組
織
化
さ

れ
、
高
度
に
政
治
化
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
の
立
役
者
と
し
て
の
「
俗
人
」
が

突
出
し
て
関
心
を
集
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
生
き
方
、
信
仰
の

意
味
づ
け
な
ど
、
個
人
の
内
面
に
関
わ
る
よ
う
な
領
域
に
お
い
て
も
「
俗

人
」
の
活
躍
が
目
覚
ま
し
い
の
は
確
か
だ
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
俗

人
」
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
「
俗
人
」
の
イ
ス
ラ
ム

教
徒
が
自
分
に
と
っ
て
意
味
あ
る
イ
ス
ラ
ム
を
求
め
て
主
体
的
に
動
く

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
俗
人
化
」
が
多
様
化
に
つ
な
が
る
の
は
当
然
だ
。

そ
し
て
見
方
を
換
え
れ
ば
、
こ
の
過
程
は
、
従
来
の
イ
ス
ラ
ム
的
言
説
か

ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
た
部
分
を
イ
ス
ラ
ム
の
枠
組
み
の
な
か
に
再
統
合

し
て
い
く
過
程
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
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institutions in contem
porary Egypt’, International Journal of M

iddle East 

Studies, 32, (2000).

12　

Ibrāhīm
 A

l-B
ayyūm

ī G
hānim

, “Tajdīd al-khiṭāb al-dīnī fī m
iṣr: taḥlīl ārā’ 

 
‛ayyina m

in al-jum
hūr al-‛ām

m
”, Ḥ

āl tajdīd al-khiṭāb al-dīnī fī m
iṣr, vol.2, 

M
aktabat al-Shurūq al-D

aw
liyya, 2006 

13　
Sām

iya M
uṣṭafā al-K

hashshāb, Al-shabāb w
al-tayyār al-islām

ī fī al-m
ujtam

a‛ 

al-m
iṣrī al-m

u‛āṣir, D
ār al-Thaqāfa al-‛A

rabiyya, 1988

14　

al-K
hashshāb

、
一
四
頁
。

15　

エ
ジ
プ
ト
方
言
で
語
る
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
シ
ャ
ア
ラ
ー
ウ
ィ
ー
（
一
九
一
一
―

一
九
九
八
）
は
例
外
的
な
存
在
と
言
っ
て
い
い
。
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16　
「
完
全
に
果
た
し
て
い
る
」
と
見
る
の
は
二
二
・
二
％
、「
あ
る
程
度
果
た
し
て
い
る
」

と
答
え
た
者
は
五
八
・
九
％
で
、
両
者
を
合
わ
せ
る
と
八
一
・
一
％
と
な
り
、
圧
倒
的

多
数
が
程
度
の
差
は
あ
れ
、
ア
ズ
ハ
ル
が
宗
教
的
使
命
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。「
果
た
し
て
い
な
い
」
と
答
え
て
い
る
の
は
、
一
七
・
三
％
に
過
ぎ
な
い
。

17　

A
ntoun , R

ichard T., M
uslim

 Preacher in the M
odern W

orld: A Jordanian C
ase 

Study in C
om

parative Perspective, Princeton U
niversity Press, 1989.

18　

‛Iṣām
 al-G

hāzī
、
一
五
頁
。

19　

ハ
ー
レ
ド
は
二
〇
〇
一
年
に
カ
イ
ロ
の
イ
ス
ラ
ム
学
院
（m

a ‛had al-dirāsāt 
al-islām

iyya

）
を
修
了
し
て
い
る
が
、
こ
の
学
院
は
イ
ス
ラ
ム
諸
学
の
本
格
的
な

教
育
を
行
っ
て
い
る
と
は
評
価
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
こ
で
学
ん
だ
の
は
彼

が
説
教
師
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　

一
九
六
〇
年
代
末
以
降
、
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
き

た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
に
お
い
て
、
そ
の
対
立
の
図
式
は
〈
カ
ト
リ
ッ

ク
〉
と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
う
宗
派
を
あ
ら
わ
す
用
語
で
語
ら
れ

て
き
た
。「
宗
教
」
は
、
た
と
え
ば
大
多
数
の
人
が
そ
れ
と
深
く
関
わ
り

を
持
た
な
い
現
代
日
本
に
お
い
て
は
、
あ
る
種
の
思
考
停
止
状
態
を
も
た

ら
す
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
に
起
因
す
る
と
み
な
す
こ
と
で
、「
問
題
」
を

理
解
不
能
な
も
の
、
わ
れ
わ
れ
と
は
無
関
係
な
も
の
と
片
づ
け
て
し
ま
う

無
意
識
の
判
断
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
紛
争
は
宗
教
紛
争
で
は
な
い
と
い
っ
た
ん
言
い
切
っ
た
う
え
で
、
政

治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
不
平
等
や
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
対
立
、
根
強
い

偏
見
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
ど
の
諸
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
も
の

と
し
て
「
問
題
」
を
捉
え
る
姿
勢
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
他

人
事
で
は
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
性
に
ま
つ
わ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
批

判
的
に
検
討
し
て
い
く
う
え
で
、
有
効
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず

だ
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
対
立
の
諸
形

態
が
な
ぜ
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
や
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
っ
た
宗
派
名

に
お
い
て
語
ら
れ
て
き
た
の
か
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
宗
教
は
紛
争
の
要

因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
充
分
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
宗
教
が
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
持
つ
意
味
を
問
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿

は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
暴
力
を
経
験
し
て
き
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い

て
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
宗
教
が
深
く
根
づ
い
て
い
る
社
会
の

あ
り
よ
う
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
こ
ま
で
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
を
問
う
も
の
で
も
あ
る
。

１　
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
と
宗
教　

（
１
）
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
の
背
景

　

数
世
紀
に
わ
た
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
／
ブ
リ
テ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ

た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
運
動
や
自

治
運
動
、
二
〇
世
紀
初
め
の
独
立
戦
争
な
ど
を
経
て
、
一
九
二
二
年
に
よ

う
や
く
自
治
領
と
し
て
独
立
を
達
成
し
た
（
一
九
四
九
年
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
共
和
国
と
な
る
）。
そ
の
際
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
住
民
が
多
数
を
占
め
て

い
た
ア
ル
ス
タ
ー
地
方
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
北
部
を
指
す
伝
統
的
呼
称
）
の
大

部
分
が
「
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
領
に
と
ど
ま
る
こ
と
と

な
っ
た
の
が
、
今
日
「
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
起

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
宗
教
─
「
分
断
社
会
」
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尹ゆ
ん

慧へ

瑛よ
ん
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源
で
あ
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
住

民
の
多
く
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
分
離
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
全
島
の
完
全
独

立
を
主
張
す
る
〈
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
〉
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
住
民

の
多
く
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
合
維
持
を
望
む
〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
当
時
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
の
人
口
比
は

お
よ
そ
二
対
一
で
あ
り
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
そ
の
成
立
当
初
か
ら
、
内

部
に
対
立
す
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
一
年
に
成
立
し
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
自
治
議
会
と
自
治
政

府
を
そ
な
え
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
一
九
七
二
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
直
接
統

治
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
の
支
配
体
制
の
も
と
に
お

か
れ
て
き
た
。
そ
の
目
的
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
口
の
約
三
分
の
二
を

占
め
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
住
民
の
支
配
的
位
置
の
確
立
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
有
利
な
諸
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
地
方
議
会
で
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
支
配
の
維
持
を
目
的
と
し
た
比
例
代
表
制
の
廃
止
、
選

挙
権
の
制
限
、
複
数
選
挙
権
、
選
挙
区
の
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
（
特
定
政

党
に
有
利
な
よ
う
に
特
別
に
選
挙
区
を
区
割
り
す
る
こ
と
）
や
、
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
政
府
の
内
務
大
臣
と
ア
ル
ス
タ
ー
警
察
に
強
大
な
権
限
を
与
え

た
特
別
権
限
法

１
の
制
定
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
公
的
諸
機
関
が
ユ
ニ
オ
ニ

ス
ト
に
占
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
公
営
住
宅
の
割
り
当
て
、
雇
用
、

教
育
に
お
い
て
も
日
常
的
な
差
別
が
横
行
し
て
い
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
末
に
登
場
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
を
中
心
と
し
た
公

民
権
運
動
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
差
別
的
な
政
策
に
対
す
る
「
異
議
申

し
立
て
運
動
」
だ
っ
た
が
、
デ
モ
行
進
な
ど
で
の
度
重
な
る
衝
突
に
よ
っ

て
両
派
の
緊
張
が
高
ま
る
な
か
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
紛
争
へ
と
突
入
す

る
。
紛
争
に
お
け
る
暴
力
の
主
体
は
、
両
派
の
武
装
組
織

２
や
地
元
警
察
、

治
安
維
持
の
名
目
で
派
遣
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
軍
な
ど
、
合
法
／
非
合
法
に

か
か
わ
ら
ず
武
器
を
持
つ
人
び
と
で
あ
り
な
が
ら
、
死
亡
者
・
負
傷
者
の

半
数
以
上
は
一
般
市
民
で
あ
っ
た
。

　

暴
力
の
連
鎖
の
な
か
で
出
口
が
見
え
な
い
か
の
よ
う
だ
っ
た
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
紛
争
は
、
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
新
し
い
局
面
を

迎
え
る
。
一
九
九
四
年
の
両
派
の
武
装
組
織
に
よ
る
停
戦
宣
言
と
、
そ
れ

に
続
く
一
九
九
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
両
政
府
に
よ
る
和
平

合
意
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
に
大
き
な
期
待
を
も
た
ら
し
、
暴
力
の

克
服
と
「
社
会
の
共
有
」
へ
の
道
を
切
り
開
い
た
。
そ
の
後
、
数
度
に
わ

た
る
自
治
停
止
な
ど
政
治
的
停
滞
が
続
い
て
い
た
も
の
の
、
二
〇
〇
七
年

三
月
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
選
挙
の
結
果
を
受
け
、
同
年
五
月
に
四
年

七
ヶ
月
ぶ
り
に
自
治
政
府
が
復
活
し
た
こ
と
で
、
今
後
の
進
展
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
発
展

　

こ
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
に
か
ん
し
て
、
部
外
者
は
き
わ
め
て
素
朴

に
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
あ
い
だ
の
宗
教
紛
争
」
と
い
う

見
方
を
し
が
ち
で
あ
る
。
紛
争
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
を
ど
う
評
価

す
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
あ
と
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、

〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
各
宗

派
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
ど
の
よ
う
に
根
づ
い
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
歴

史
的
発
展
を
概
観
し
た
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
は
一
二
世
紀
に
は
じ
ま
る
が
、
一
六

世
紀
の
宗
教
改
革
と
、
一
七
世
紀
以
後
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
お
よ
び
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
ア
ル
ス
タ
ー
地
方
へ
の
大
規
模
な
入
植
は
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
植
民
地
化
に
と
っ
て
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
っ
た
の
は
、
五
世
紀
中
頃
で
あ
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る
。
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
二
世
紀
に
か
け
て
来
島
し
た
ゲ
ー
ル
人
に
よ
っ

て
、
ゲ
ー
ル
文
化
が
定
着
し
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
そ
の
布

教
活
動
は
自
然
崇
拝
や
、
教
区
制
度
の
か
わ
り
に
ゲ
ー
ル
社
会
の
行
政
単

位
で
あ
る
部
族
を
基
礎
と
す
る
な
ど
、
ゲ
ー
ル
の
伝
統
を
利
用
し
つ
つ
お

こ
な
わ
れ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の

侵
入
な
ど
に
よ
り
西
ロ
ー
マ
帝
国
が
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
の
交
渉
が
途
絶
え
る
な
か
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ

て
い
っ
た

３
。

　

一
一
世
紀
、
ロ
ー
マ
教
皇
は
ゲ
ー
ル
教
会
の
ロ
ー
マ
化
を
は
か
ろ
う
と

し
た
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
教
会
改
革
を
強
力
に
推
進
す
る
だ

け
の
政
治
権
力
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
、
改
革
は
思
う
よ
う
に
す
す
ま
な

か
っ
た
。
一
二
世
紀
半
ば
、
教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
四
世
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

国
王
の
ヘ
ン
リ
二
世
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
領
有
を
認
め
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
け
る
ロ
ー
マ
教
会
的
秩
序
の
確
立
を
求
め
た
。
ヘ
ン
リ
二
世
は
大
軍

を
率
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
渡
り
、
先
に
侵
攻
し
て
い
た
臣
下
で
あ
る
ア

ン
グ
ロ
＝
ノ
ル
マ
ン
貴
族
た
ち
に
領
地
を
分
け
与
え
、
ゲ
ー
ル
諸
王
の
服

従
を
も
っ
て
、
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
が
は
じ
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
グ
ロ
＝
ノ
ル
マ
ン
領
主
た
ち
は
ゲ
ー
ル
諸
王

と
の
婚
姻
を
通
じ
て
し
だ
い
に
ゲ
ー
ル
化
し
、
や
が
て
国
王
か
ら
離
反
し

て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
六
世
紀
に
な
る
と
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
再
征
服
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
離
脱
し
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会(C

hurch of England

）
を
創
設
し
た
ヘ
ン
リ
八
世

は
、
ゲ
ー
ル
の
有
力
氏
族
と
血
縁
関
係
を
結
び
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
キ

ル
デ
ア
伯
を
滅
亡
に
追
い
や
り
、
一
五
三
六
年
、
ダ
ブ
リ
ン
議
会
で
首

長
令
を
決
議
さ
せ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
国
教
会
を
強
制
し
た
。
そ
し

て
一
五
四
一
年
、
つ
い
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
王
の
称
号
を
獲
得
す
る
。

テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
支
配
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
弾
圧
と
土
地
収
奪
と
い
う
イ
ギ

リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
政
策
の
基
礎
を
築
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
ら
を
決
定
的
か
つ
広
範
に
実
施
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
は
、
中
央
集
権

的
統
治
体
制
を
し
く
と
と
も
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
改
革

を
強
制
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
こ
の
改
革
は
受
け
入
れ
が
た

く
、
彼
ら
の
伝
統
と
も
い
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
、
こ
の
時
期
に
定
着

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

つ
づ
く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
時
代
に
は
、
一
六
〇
八
年
、
最
後
ま
で
イ

ギ
リ
ス
化
に
抵
抗
し
て
い
た
ア
ル
ス
タ
ー
地
方
へ
の
大
規
模
な
植
民
が

実
施
さ
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
植
民
地
化
を
さ
ら
に
推
し
す
す
め
た
。
主

と
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
プ
レ
ズ
ビ
テ
リ
ア
ン
を
中
心
と
す
る

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
入
植
者
は
、
先
住
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
カ
ト

リ
ッ
ク
か
ら
土
地
を
収
奪
し
、
独
自
の
地
域
社
会
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
一
七
世
紀
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
支
配
的
・
優
越
的
地
位
の

も
と
で
、
宗
派
と
支
配
─
被
支
配
の
関
係
が
結
び
つ
い
た
〈
二
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
宗
派
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

そ
れ
で
は
、
今
日
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。

二
〇
〇
一
年
に
実
施
さ
れ
た
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
に
お
け
る
宗
教
分
布
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
表
１
を
参
照
）。

　「
無
宗
教
ま
た
は
無
回
答
」
を
除
く
と
、
全
体
の
約
八
六
％
が
何
ら
か

の
宗
教
を
信
仰
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
プ
レ
ズ
ビ
テ
リ
ア
ン
」「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
聖
公
会

(C
hurch of Ireland)

」「
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
」「
そ
の
他
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
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「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
宗
派
」
と
し

て
く
く
る
な
ら
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
が
全
体
の
約
四
六
％
、
カ
ト

リ
ッ
ク
が
約
四
〇
％
を
占
め
て
い

る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
成
立
当
初

か
ら
比
べ
る
と
そ
の
比
率
は
か
な

り
変
化
し
て
い
る
が
、
い
ぜ
ん
と

し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
多
数
派

で
あ
る
。

　

で
は
今
日
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
い
て
、
集
団
と
し
て
の
〈
カ

ト
リ
ッ
ク
〉
あ
る
い
は
〈
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
こ
の
大
き
く
二
分
さ
れ
る
宗

派
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
る
政
治
的
傾
向
を

示
し
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
実

施
さ
れ
た
社
会
調
査
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
五
四
％
が
〈
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
〉、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
六
九
％
が
〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
で
あ
る

と
い
う
結
果
が
で
て
い
る
（
表
２
を
参
照
）。「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
と
回

答
し
た
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
四
二
％
と
三
〇
％
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
必
ず
し
も
カ
ト
リ
ッ
ク
＝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
＝

ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
と
い
う
図
式
が
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時

に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
割
合
が
皆
無
に
等
し
い
こ
と

を
み
る
と
、
両
派
の
境
界
を
飛
び
越
え
た
政
治
的
立
場
の
表
明
は
、
極
め

て
稀
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が

い
え
る
。
同
じ
社
会
調
査
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
六
一
％
が
自
ら

を
〈
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
〉、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
六
三
％
が
自
ら
を
〈
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
〉
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
結
果
が
で
て
い
る
（
表
３
を
参

表１：　北アイルランドにおける宗教分布（2001年）　　　　　　単位（％）

出典：2001年国勢調査（Table KS07a: Religion）

Catholic

Presbyterian Church in Ireland

Church of Ireland

Methodist Church in Ireland

Other Christian (including Christian related)

Other religions and philosophies

No religion / religion not stated

40.26

20.69

15.30

3.51

6.07

0.30

13.88

45.57

表２：　宗教と政治的アイデンティティ（2006年）　　　　　　単位（％）

Protestant

No religion

Catholic

Nationalist Unionist Neither

54

0

9

3

69

17

42

30

73

2

0

1

Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)

表３：　宗教とナショナル・アイデンティティ（2006年）　　　　単位（％）

Protestant

No religion

Catholic

Irish British Ulster

61

3

20

11

63

35

0

7

3

6

1

8

Northern Irish

23

26

34

Other/Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)
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照
）。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
に
登
場
し
た
〈
ノ
ー
ザ
ン
・
ア
イ
リ
ッ

シ
ュ
〉
と
い
う
「
新
し
い
」
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
回

答
率
は
年
々
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
で
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
と
い
う
ね
じ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
明
は
、
や
は
り
低
い
割
合
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。　

　

あ
る
信
仰
を
持
つ
こ
と
が
、
異
な
る
地
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
と
は
、
ま
さ

に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
の
あ
い
だ
の
数
世
紀
に
わ
た
る
植
民
地

関
係
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
歴
史
を
詳
細
に
紐
解
い
て
ゆ
け

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
は
多
様
性
・
対
立
・
矛
盾
を
抱
え
て
お
り
、
常
に

一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉

と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
う
区
分
が
、
被
支
配
者
と
支
配
者
、
ネ

イ
テ
ィ
ヴ
と
植
民
者
と
い
う
区
分
と
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
く
過
程
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
注
意
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
信
仰
の
中
味
そ

の
も
の
が
、
紛
争
に
お
け
る
対
立
を
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
、で
あ
る
。
宗
派
と
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
結
び
つ
き
に
は
一
定
の
強
い
傾
向
が
み
ら
れ

る
が
、
信
仰
心
の
度
合
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
さ
と

必
ず
し
も
比
例
す
る
も
の
で
は
な
い

４
。
だ
と
す
れ
ば
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
に
お
い
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉、
あ
る
い
は
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

２　
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
と
し
て
の
宗
教

　　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
は
、し
ば
し
ば
「
二
つ
の
伝
統
」「
二
つ
の
文
化
」

「
二
つ
の
歴
史
」
を
持
っ
た
社
会
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
「
分
断
社

会(divided society)

」
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
の
よ

う
に
名
付
け
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
一
九
六
〇
年
代
末
に
始
ま
っ
た
紛
争
で
あ
っ
た
。
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
紛
争
に
お
い
て
、
実
際
に
暴
力
を
行
使
し
て
い
る
の
は
一
部
の
人

び
と
に
す
ぎ
な
い
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
日
常
化
し
た
暴
力
は
、
二
項
対

立
的
な
見
方
を
増
長
さ
せ
、
も
と
も
と
両
者
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
っ
て
い

た
分
断
を
よ
り
い
っ
そ
う
推
し
す
す
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

5
。

（
１
）〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
再
生
産

─
居
住
・
教
育
・
就
労
・

婚
姻　

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
分
断
状
況

を
視
覚
的
に
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
と
く
に
都
市
部
に
お
い
て
顕
著
な
居

住
区
の
分
離
で
あ
る
。
国
旗
や
壁
画
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
ボ
ル
は
、

こ
の
場
所
が
誰
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
部
外
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
示

し
て
い
る
。
ま
た
、
か
り
に
そ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
自
分
に
と
っ
て
危
険
か
安
全
か
と
い
う
「
場
所
感
覚
」
を
身
に
つ
け

る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
紛
争
と
い
う
暴
力
と
隣
り
合
わ
せ
に
あ
っ
た
北
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
居
住
区
の
分
離
傾
向
は
、
ベ
ル
フ
ァ
ス

ト
で
は
急
激
な
産
業
化
を
背
景
と
し
た
一
九
世
紀
か
ら
す
で
に
み
ら
れ

て
い
た
が
、
紛
争
開
始
後
に
政
治
的
な
緊
張
が
高
ま
り
、
両
派
の
衝
突

が
増
え
る
に
つ
れ
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
高
ま
っ
た

６
。
こ
れ
に
と
も
な
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い
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
の
多
住
地
区
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク

／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
多
住
地
区
と
が
接
し
あ
う
場
所

─
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

─
が
数
多
く
出
現
す
る
こ
と
に
な
る

７
。
こ
の
う
ち
最
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
紛
争
当
初
に
衝
突
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
で
建
設

さ
れ
、
そ
の
後
も
増
加
し
て
い
っ
た
ピ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
（
ま
た
は
ピ
ー
ス
・

ウ
ォ
ー
ル
）
と
称
さ
れ
る
壁
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
つ

ね
に
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
れ
ら
の
場
所
は
、
紛
争
の
被
害
が
最
も
集
中
し

て
い
た
だ
け
で
な
く
、
停
戦
・
和
平
合
意
以
降
も
引
き
つ
づ
き
暴
力
の
舞

台
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

居
住
区
と
並
ん
で
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
形
成
・
維
持
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
教
育
に
お
け
る
分
離
で
あ
る
。
か
つ
て

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
の
教
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
現
在
は
国
の
管

轄
下
に
あ
る
「
公
立
校
」
は
、
特
定
の
宗
派
に
よ
ら
な
い
教
育
を
お
こ
な

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
生
徒
、
教
師
の
多
く
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
圧
倒
的
多
数
は
、
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
運
営
に
関
わ
り
、
教
師
の
多
く
も
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

る
「
私
立
校
」
に
通
う
。
こ
の
両
者
の
違
い
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
大

き
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
「
公
立
校
」、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ス
ク
ー
ル
で
学
ぶ
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
や
地
理
、
文
学
で
あ
り
、
ラ
グ
ビ
ー
や
ク
リ
ケ
ッ
ト
な

ど
の
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
シ
ン
ボ

ル
や
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
の
掲
揚
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
／
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
と
い
う
意
識
の
形
成
を
目
的
と
し
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。
他
方
で
、「
私
立
校
」、
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー

ル
で
学
ぶ
の
は
、
対
イ
ギ
リ
ス
・
反
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
歴
史
や
地
理
、
文
学
で
あ
り
、
ゲ
ー
リ
ッ
ク
・
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や
ハ
ー

リ
ン
グ
な
ど
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
全
体
に
わ
た
っ
て
よ
り
宗
教
色
が
強
く
、
と
く
に
初
等
教
育
に

お
い
て
は
、
最
初
の
聖
体
拝
領
な
ど
宗
教
儀
式
へ
の
準
備
を
指
導
す
る
こ

と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
目
的
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
／
カ
ト

リ
ッ
ク
／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
意
識
の
形
成
で
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
日
常
的
な
接
触
の
機
会
を
ほ
ぼ
欠
い
た
ま

ま
、
異
な
る
価
値
観
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ

て
ゆ
く
こ
と
で
、「
分
断
社
会
」
は
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

８
。

　

職
場
は
、
ほ
か
の
社
会
的
領
域
と
比
較
す
れ
ば
、
異
な
る
背
景
を
も
つ

者
ど
う
し
が
顔
を
会
わ
せ
る
機
会
の
多
い
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
く
に

近
年
、
和
平
合
意
以
降
の
経
済
的
な
活
況
に
お
い
て
増
大
し
た
サ
ー
ヴ
ィ

ス
部
門
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
雇
用
率
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
職
場
で
の
両

派
の
融
合
を
促
進
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
で
は
長
ら
く
「
分
業
構
造
」
が
続
い
て
き
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
就
労
分
布
は
産
業
別
・
職
業
別
に
異
な
る
だ
け
で
な

く
、
同
一
の
産
業
・
職
業
内
に
お
い
て
も
、
後
者
が
よ
り
上
位
の
地
位
を

占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
密
接
に
結

び
つ
い
た
就
労
構
造
に
加
え
て
、
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
支
配
体
制
の
も
と
で
公

然
と
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の

制
度
上
・
慣
行
上
の
雇
用
差
別
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
た

９
。

　

居
住
区
、
学
校
、
職
場
で
の
分
離
傾
向
は
、
異
な
る
背
景
を
も
つ
者
ど

う
し
が
出
会
う
場
を
制
限
し
、
当
然
の
結
果
と
し
て
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ど
う
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
ど
う
し
の
婚
姻
が
圧
倒
的

多
数
を
占
め
て
い
る
。
他
方
で
、
宗
派
を
超
え
た
カ
ッ
プ
ル
は
、
多
く
の

課
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

婚
姻
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
の
信
仰
心
や
教
会
と
の
関
わ
り
が
深
け
れ
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ば
深
い
ほ
ど
、
宗
教
上
の
問
題
が
よ
り
直
接
的
に
関
わ
っ
て
く
る
。
と

く
に
そ
れ
が
問
題
に
な
る
の
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
で

あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
そ
の
他
の
宗
派
の
者
と
結
婚
す
る
場
合
、

所
定
の
手
続
き
を
ふ
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
結
婚
は
（
法
律
上
は
有
効
で
も
）

教
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
子
ど
も
は
カ

ト
リ
ッ
ク
と
し
て
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
洗
礼
な
ど
の
宗
教

的
儀
式
を
め
ぐ
っ
て
、
カ
ッ
プ
ル
は
そ
の
つ
ど
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
居
住
区
・
教
育
に
お
け
る
分
離
が
根
強
い
状
況

に
お
い
て
、
ど
こ
に
住
む
か
、
ど
の
学
校
に
通
わ
せ
る
か
も
、
大
き
な
問

題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
異
宗
派
間
の
婚
姻
に
対
す
る
家
族
や

周
囲
の
反
対
は
、
け
っ
し
て
少
な
く
な
い

10
。

（
２
）
紛
争
と
「
分
断
社
会
」

　

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
大
部
分
の
人

び
と
は
、
人
生
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ジ
を
自
分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
内
側
で
経
験
す
る
一
方
、
親
密
で
継
続
的
な
関
係
を
も
う
一
方
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
人
び
と
と
形
成
し
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
居
住

区
、
教
育
、
雇
用
、
婚
姻
な
ど
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
が
再
生

産
さ
れ
て
き
た
状
況
に
お
い
て
、
地
域
や
階
級
に
よ
る
違
い
は
あ
る
に
し

て
も
、
互
い
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
き
た
者
ど
う
し
が
本
当
の
意
味
で
「
出

会
う
」
こ
と
の
で
き
る
場
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う

な
接
触
が
起
き
る
の
は
、
わ
ず
か
な
混
住
地
区
に
暮
ら
し
、
共
通
の
職
場
、

教
育
機
関
な
ど
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
お
い
て

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
両
者
の
関
係
に
緊
張
を
も
た
ら
す
よ
う
な
お
互

い
の
違
い
に
つ
い
て
の
確
認
や
議
論
は
、
注
意
深
く
回
避
さ
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
領
域
に
ま
た
が
る
分
断
状
況
は
、

「
宗
派
主
義(sectarianism

)

」
と
称
さ
れ
る
が
、
紛
争
社
会
に
暮
ら
す
人
び

と
自
身
が
強
く
主
張
す
る
の
は
、
こ
の
紛
争
が
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る

よ
う
に
宗
教
を
理
由
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉、あ
る
い
は
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
た
ん
に
宗
教
上
の
信
仰
を
あ
ら
わ
す

の
で
は
な
く
、
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
と
歴
史
的
・
政
治
的
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
居
住
地
、
出
身
学
校
、
読
む

新
聞
、
好
き
な
ス
ポ
ー
ツ
、
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
、
名
前
な
ど
、「
ど
ち

ら
の
人
間
で
あ
る
か
を
見
分
け
る
」
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
が
か
り
が
存

在
し
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
た
え
ず
境
界
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

日
々
再
生
産
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
は
、
紛
争
の
原
因
で
あ
る
と

同
時
に
そ
の
結
果
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
宗
教
と
は
、
歴
史
や

経
験
と
不
可
分
の
、〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ

た
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
紛
争
下
で
両
派
が
境
界
を
超
え
て
出
会
お
う
と
す
る
時
、
そ
こ
に
は
常

に
暴
力
の
契
機
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
職
場
に
お
け
る
嫌

が
ら
せ
や
脅
迫
、
異
宗
派
間
の
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
武
装
組
織
な
ど
に
よ

る
「
制
裁
」、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
対
立
を
草
の
根
の
活
動
に
よ
っ
て
乗
り

超
え
よ
う
と
す
る
人
び
と
へ
の
非
難
や
妨
害
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部

に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を

容
易
に
許
さ
な
い
。
紛
争
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
の
幸
福
の
追
求
や
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
れ
す
ら
も
、
す
べ
て
政
治
化
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

他
方
で
、
公
的
言
説
や
企
業
な
ど
が
掲
げ
る
「
宗
派
に
も
と
づ
か
な
い

(non-sectarian)
」
と
い
う
主
義
は
、
中
立
の
立
場
を
と
る
か
の
よ
う
に
み

え
て
、
実
は
宗
派
や
政
治
な
ど
の
不
愉
快
な
話
題
は
職
場
で
も
ち
だ
す
べ
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き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

11
。
し
た
が
っ
て
、
職
場

に
お
け
る
両
派
の
融
合
が
す
す
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
す
ぐ
さ
ま
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
状
況
を
乗
り
超
え
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
黙
認
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
３
）「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
が
意
味
す
る
も
の　

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
調
査
の
宗
教
を
尋
ね
る
項
目
に
お

い
て
、
近
年
増
加
し
つ
つ
あ
る
「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
が
持
つ
意
味
に

つ
い
て
も
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
い
て
宗
教
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
で
あ
る
と
し
た
場
合
、「
無
宗

教
」「
無
回
答
」
を
選
択
す
る
こ
と
が
、
積
極
的
な
「
宗
派
に
も
と
づ
か

な
い(anti-sectarian)

」
こ
と
へ
の
表
明
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
二
〇
〇
一
年
の
国
勢
調
査
に
お
け

る
「
出
身
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
尋
ね
る
項
目
で
あ
る
（
表
４
を
参
照
）。
前

述
し
た
と
お
り
、
宗
派
を
尋
ね
る
項
目
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

が
全
体
の
約
四
六
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
約
四
〇
％
を
占
め
て
い
た
の
に
対

し
、
こ
こ
で
の
回
答
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
約
五
三
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク

が
約
四
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
表
１
と
比
較
し
て
「
そ
の
他
の
宗
教
」
に

お
け
る
数
字
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
表
１
で
は

「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
と
答
え
て
い
た
人
び
と
が
、
自
ら
の
帰
属
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

次
に
、
宗
派
と
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
再
び
参
照
し
よ
う
。
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
政
治
的
な
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、〈
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
〉、

〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
割
合
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
う
ち
の
四
二
％
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
う
ち
の
三
〇
％
を

大
き
く
上
回
っ
て
、「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
と
答
え
た
人
び
と
に
お
い

て
は
七
三
％
を
占
め
て
い
る
（
表
５
を
参
照
）。
同
じ
く
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
は
、〈
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
〉、〈
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
〉、〈
ア
ル
ス
タ
ー
〉
の
い
ず
れ
で
も
な
い
、
比
較
的
新
し
く
登
場

し
た
〈
ノ
ー
ザ
ン
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
〉
を
表
明
し
て
い
る
の
は
、
カ
ト

表４：　北アイルランドにおける出身コミュニティ別の割合（2001年）単位（％）

Protestant and Other Christian (including Christian related)

None

Catholic

Other religions and philosophies

43.76

53.13

0.39

2.72

出典：2001 年 国勢調査（Table KS07b: Community Background: 
Religion or Religion Brought Up In）

表５：　宗教と政治的アイデンティティ（2006年）　　　　　単位（％）　

Protestant

No religion

Catholic

Nationalist Unionist Neither

54

0

9

3

69

17

42

30

73

2

0

1

Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)
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リ
ッ
ク
の
二
三
％
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
二
六
％
を
押
さ
え
、「
無
宗
教
」「
無

回
答
」
と
答
え
た
人
び
と
に
お
い
て

三
四
％
を
占
め
て
い
る
（
表
６
を
参
照
）。

  

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
可
能
性
と
し
て

言
及
で
き
る
の
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ

る
。
第
一
は
、「
無
宗
教
」
あ
る
い
は

「
無
回
答
」
が
、
政
治
離
れ
、
も
し
く
は

積
極
的
に
二
項
対
立
か
ら
逃
れ
よ
う
と

す
る
立
場
の
表
明
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
無
宗
教
」
で
あ
る
こ
と

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
属
性
を
も
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も

政
治
的
属
性
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い

う
ケ
ー
ス
を
指
し
示
し
て
い
る
。
第
二

は
、
も
は
や
礼
拝
に
参
加
し
な
い
者
や

無
宗
教
の
者
に
と
っ
て
は
、
宗
教
は
、

宗
教
的
意
味
合
い
や
内
実
を
全
く
も
た

ず
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
し
る
し
で

あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る

12
。
第
三
は
、「
無
回
答
」
と
い
う
選
択
が
、

実
際
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
何
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
派
に
も
と
づ

い
た
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
対
す
る
拒
否
感
の
表
れ
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
紛
争
社
会
に
お
い
て
社
会
調
査
を
実
施
す
る
こ
と

そ
れ
自
体
が
孕
む
難
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る

13
。
そ
し
て
、
以
上
の
三

点
は
互
い
に
ず
れ
た
り
重
な
っ
た
り
し
な
が
ら
、
同
じ
結
論
を
導
き
出
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
に
お
け
る
対
立
は
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
宗
教
は
歴
史
や
経
験
と
不
可
分
な
〈
二
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
名
付
け
る
ラ
ベ
ル
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
宗
教     

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
を
エ
ス
ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
対
立
と
捉
え
、
宗

教
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
と
み
な
す
視
角
は
、
わ
ず
か
な
例
を
の
ぞ
け

ば
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
研
究
に
お
い
て
共
通
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た

14
。

し
か
し
、
本
当
に
宗
教
は
た
ん
な
る
ラ
ベ
ル
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
異
議
を
唱
え
、
宗
教
が
人
び
と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に

果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
が
ミ
ッ

チ
ェ
ル
（
二
〇
〇
六
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

お
け
る
信
仰
の
あ
り
方
を
概
観
し
た
の
ち
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
議
論
を
参
照

し
な
が
ら
、
宗
教
が
個
人
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
力
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

（
１
）
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
び
と
と
信
仰

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
宗
教
は
人
び
と
の
日
常
に
ど
の
程
度
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
六
年
の
調
査
で
は
、
三
七
パ
ー

セ
ン
ト
が
、
週
に
一
度
以
上
教
会
の
礼
拝
に
参
加
し
て
い
る
と
回
答
し
て

い
る
（
表
７
ａ
を
参
照
）。
連
合
王
国
の
他
の
地
域
と
の
対
比
で
は
、
圧
倒

的
に
高
い
数
字
を
誇
っ
て
い
る
が
（
表
７
ｂ
を
参
照
）、
一
九
六
八
年
の
調

査
に
お
け
る
約
七
割
と
い
う
数
字
と
比
較
す
れ
ば
、
世
俗
化
の
進
行
は
北

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
や
は
り
例
外
で
は
な
い
と
言
え
る

15
。
ま
た
、

表６：　宗教とナショナル・アイデンティティ（2006年）　　　　単位（％）

Protestant

No religion

Catholic

Irish British Ulster

61

3

20

11

63

35

0

7

3

6

1

8

Northern Irish

23

26

34

Other/Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)
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宗
派
別
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は

全
体
平
均
よ
り
も
下
回
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
一
九
六
八
年
の
時
点
で
実

に
九
五
％
の
人
び
と
が
毎
週
礼
拝
に
参
加
し
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
の
時

点
で
も
、
そ
の
割
合
は
二
人
に
一
人
と
、
依
然
と
し
て
高
い
数
字
を
誇
っ

て
い
る
。
信
仰
の
度
合
い
を
礼
拝
参
加
の
傾
向
で
測
る
と
い
う
よ
く
用
い

ら
れ
る
方
法
に
従
う
な
ら
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
が
よ
り
信
心
深
く
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お

い
て
は
よ
り
世
俗
化

が
進
ん
で
い
る
と
い

う
図
式
が
成
り
立

つ
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ

も
、
宗
教
を
め
ぐ
る

価
値
観
は
、
数
値
に

よ
っ
て
測
定
可
能
な

も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

政
治
的
・
社
会
的
関

係
に
お
い
て
宗
教
が

果
た
す
役
割
を
過
小

評
価
す
べ
き
で
は
な

い
と
す
る
な
か
で
、

次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
、
宗

教
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
あ
る
い
は
何
に
よ
っ

て
そ
れ
を
測
る
か
を
考
え
た
と

き
、
そ
こ
に
は
多
種
多
様
な
方

法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
人
に
と
っ
て
、
宗
教
が
本

質
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ

れ
は
、
祈
り
や
、
天
国
や
地
獄

を
信
じ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は

聖
書
に
か
ん
す
る
調
査
結
果
に

よ
っ
て
測
る
こ
と
が
出
来
る
だ

ろ
う
。
別
の
人
に
と
っ
て
、
宗

教
的
実
践
が
何
よ
り
重
要
で
あ

れ
ば
、
礼
拝
参
加
に
つ
い
て
の

調
査
結
果
が
有
用
と
な
る
。
し

か
し
、
統
計
調
査
は
、
な
ぜ
人

び
と
が
そ
の
よ
う
に
回
答
し
た

の
か
、
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る

も
の
は
何
か
、
そ
し
て
人
び
と

が
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
に

ふ
る
ま
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
は
例
え

ば
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
の
質
的
な
方
法
に
よ
っ
て
の
み
接
近
可
能
な
の

で
あ
る

16
。

　

ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
七
〇
名
近
く
に
お
よ
ぶ
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
へ
の
綿
密
な
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
く
わ
え
て
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
会
議
の
記
録
、
そ
の

他
関
連
す
る
歴
史
学
、
人
類
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
政
治
学
の
分
野
に

表７a：　北アイルランドにおける礼拝参加者の比率の変遷（1968～ 2006年）

Claire Mitchell, Religion, Identity and Politics in Northern Ireland: Boundaries of 
Belonging and Belief, Hampshire: Ashgate, 2006 および Northern Ireland Life and 
Times Survey, 2003; 2006 より作成

表７b：　連合王国における礼拝参加者の比率（2007年）　　単位（％）

Scotland

Wales

Northern Ireland

England

Regular churchgoers (at least once a month)

45

18

14

12

出 典：Jacinta Ashworth and Ian Farthing, Churchgoing in the UK: A research 
report from Tearfund on church attendance in the UK, Middlesex: Tearfund, 2007.
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お
け
る
研
究
な
ど
の
二
次
資
料
を
通
じ
て
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト

リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
の
異
な
る
宗
教
的
世
界
を
描
き

出
し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

（
２
）
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
の
宗
教

　

宗
教
は
、
教
会
と
い
う
集
い
の
場
を
通
し
て
人
び
と
を
つ
な
ぎ
、
宗

教
的
実
践
を
通
し
て
人
び
と
を
ま
と
め
あ
げ
る
機
能
を
持
つ
が
、
と
り

わ
け
こ
の
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
共
同
体(com

m
unity)

」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
に
お
い
て
中
心
的
な

概
念
で
あ
り
、
ミ
サ
な
ど
の
宗
教
的
実
践
を
通
し
て
培
わ
れ
る
一
体
感

(togetherness)

は
、「
身
内
」
と
「
よ
そ
者
」
と
を
分
け
る
構
造
を
つ
く
り

だ
す
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
に
お
け
る
「
共
同
体
」
の
重
視
は
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
お
よ
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
特
有
の
歴
史
的
経
験
の
な
か
で
強
力
な

帰
属
意
識
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
南
北
分
断
に
よ
っ

て
切
り
離
さ
れ
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

と
っ
て
、
教
会
は
最
も
統
合
力
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
年
代
、

性
別
、
関
心
の
人
び
と
に
む
け
て
提
供
さ
れ
る
教
育
、
社
会
、
文
化
、
政

治
な
ど
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
。

　

今
日
で
は
、
教
会
は
も
は
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
結
束
さ
せ
、
代
表
す

る
唯
一
の
機
関
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
帰
属
感
を
も
た
ら
す
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

信
仰
を
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
イ
ト
な
行
為
と
と
ら
え
て
い
た
と
し
て
も
、

習
慣
と
し
て
、あ
る
い
は
社
交
の
一
貫
と
し
て
教
会
に
赴
く
。
あ
る
い
は
、

普
段
は
ま
っ
た
く
ミ
サ
に
参
加
し
て
い
な
い
カ
ッ
プ
ル
が
、
教
会
で
式
を

挙
げ
、
子
供
に
聖
体
拝
領
を
受
け
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
的
儀
式
は
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
、（
一
部
の
福
音
主
義
的
な
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
集
団
を
例
外
と
し
て
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
よ
り
も
、
よ
り
重

要
性
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
の
中
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
何
ら
か
の
宗
教
的
実
践
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
カ

ト
リ
ッ
ク
〉
の
一
員
た
り
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
の
宗
教     

　

こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
の
役
割
や
宗
教
的
実
践
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
性
を
持
た
な
い

17
。
礼
拝

へ
の
参
加
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
と
比
較
し
て
少
な
い
こ
と
、
ひ
と
く
ち
に
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
っ
て
も
百
近
く
の
諸
宗
派
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
体
性
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
分
裂
・
断
片
化
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
う
な
ず
け
る
だ
ろ
う
。
か

わ
り
に
重
視
さ
れ
る
の
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
神
学
な
ど
の
宗
教
的
概
念

で
あ
る
。

　

宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
自
己
と
他
者
に
つ
い
て
の
諸
概
念
を
め
ぐ

る
一
体
系
で
あ
り
、宗
教
的
規
範
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

現
在
に
お
い
て
強
い
宗
教
的
信
条
を
持
た
ず
、
宗
教
的
実
践
を
お
こ
な

わ
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
幼
少
期
に
慣
れ
親
し
ん
だ
宗
教
的
な

コ
ー
ド
や
シ
ン
ボ
ル
が
世
界
を
理
解
す
る
う
え
で
の
手
が
か
り
と
な
る

点
で
、
宗
教
の
社
会
的
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
自
由(liberty)

」
や
「
誠
実
さ(honesty)

」
と
い
っ
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
根
底
を
成
す
概
念
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権

威
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人
の
機
会
と
選
択
の
自
由
や
、
潔
白
・
禁

酒
・
勤
勉
・
道
徳
と
い
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
を
あ
ら
わ
す
と
同

時
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
／
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
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の
「
優
位
性
」
や
「
正
当
性
」
を
保
証
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
差
異
化
し
排

除
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
こ
う
し
た
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
は
、
彼
ら
の
政
治
的

立
場
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

主
と
し
て
福
音
主
義
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
、
神
学
上
の
信

条
は
、
政
治
的
に
重
要
な
も
の
と
な
る
。
保
守
的
な
福
音
主
義
は
強
固
な

反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
、
終
末
論
に
か
か
わ
る
宗

教
的
概
念
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
政
治
状

況
を
解
釈
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。「
包
囲
の
心
理
」

18
を
伴
っ

た
こ
れ
ら
の
解
釈
に
も
と
づ
く
政
治
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
過
激
派
と
し

て
名
を
馳
せ
た
イ
ア
ン
・
ペ
イ
ズ
リ
ー

19
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
頑
迷

で
非
妥
協
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
も
の
に
な
り
う
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
な
ら
、〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
に
と
っ
て
の
宗
教
と
は
、
人

び
と
が
つ
な
が
り
あ
う
た
め
の
実
践
的
な
場
を
提
供
し
、
集
団
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

他
方
で
、〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
に
と
っ
て
の
宗
教
と
は
、
集
団
よ
り
も

む
し
ろ
個
人
と
し
て
の
生
き
方
や
規
範
に
価
値
を
提
供
す
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
は
、
そ
れ
単
独
で
は
紛
争
を
形
成
す

る
要
因
と
は
な
ら
な
い
が
、「
分
断
社
会
」
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
帰
属
意
識
や
、
そ
こ
で
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
に
内
実
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。             

　

こ
こ
へ
き
て
、
前
に
述
べ
た
問
い
に
対
す
る
答
え
が
よ
う
や
く
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

お
け
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
ど
の
よ
う
に
名
付
け
る
か
と
い
う

問
い
、
そ
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉

で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
宗
教
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
で
そ
の
影
響
力
の
あ
り
方
が
異
な
り
つ
つ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
政
治
的
立
場
に
も
増
し
て
、
人
び
と
の
生
活
の
隅
々

に
深
く
浸
透
し
て
い
る
。
宗
教
的
実
践
や
信
仰
の
あ
り
方
に
は
違
い
が

あ
る
と
し
て
も
、
宗
教
は
そ
れ
が
人
び
と
の
生
活
に
よ
り
密
着
し
て
い

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
〉
を
名
指
す
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
ラ
ベ
ル
と
な
る
。
決

定
的
な
言
語
上
の
、
あ
る
い
は
人
種
に
お
け
る
違
い
を
持
た
な
い
が
た
め

に
、
宗
教
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
差
異
を
標
榜
す
る
う
え
で
、
社

会
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る

20
。

お
わ
り
に

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
宗
教
は
個
人
お
よ
び
集
団
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
影
響
を
も
た
ら
す
が
、
そ
の
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
宗
教
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
帰

属
意
識
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
り
、
た
ん
な
る
区
分
け
の

ラ
ベ
ル
と
し
て
あ
る
の
み
で
は
な
い
内
実
を
も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
機
能

し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
宗
教
を
語
る
こ
と

の
難
し
さ
は
、
信
仰
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
現

代
世
界
を
映
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
多
く
の

説
明
を
重
ね
る
こ
と
で
よ
う
や
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
あ

る
い
は
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
経

験
を
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
。
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宗
教
は
紛
争
の
直
接
の
要
因
で
は
な
い
が
、
紛
争
の
背
景
と
な
る
分
断

を
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
。
し
ば
し
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
／
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

と
い
う
区
分
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
と
い
う
政
治
的
要

求
に
よ
る
区
分
と
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
が
、
両
者
は
必

ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
結
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
者
が
あ
た
か

も
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
、
互
い
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

こ
そ
が
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
事
態
を
硬
直
化
さ
せ
て
き
た
原
因

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。「
分
断
社
会
」
に
根
ざ
し
た
宗
教
的
な
ラ
ベ
ル
が

暴
力
に
つ
な
が
っ
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
こ
と
、
そ

れ
こ
そ
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
に
お
い
て
宗
教
の
役
割
を
過
大
／
過
小
評

価
せ
ず
に
、
問
題
を
普
遍
的
な
課
題
へ
と
開
い
て
い
く
手
が
か
り
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
注

１　

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
内
務
大
臣
は
、
集
会
・
行
進
の
禁
止
、
団
体
・
結
社
の
非

合
法
化
、
新
聞
・
出
版
物
の
発
禁
、
夜
間
外
出
の
禁
止
、
検
屍
の
停
止
、
財
産
の
収

用
・
移
動
・
破
壊
、
特
定
地
域
か
ら
の
住
民
排
除
、
裁
判
な
し
で
の
無
期
限
の
容
疑

者
拘
禁
（
イ
ン
タ
ー
ン
メ
ン
ト
）
な
ど
を
、
治
安
の
維
持
と
い
う
理
由
で
実
施
す
る

権
限
を
も
ち
、
ア
ル
ス
タ
ー
警
察
が
そ
れ
ら
を
実
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
締
ま
り

は
、
主
に
カ
ト
リ
ッ
ク
、
と
り
わ
け
Ｉ
Ｒ
Ａ
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

２　
〈
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
〉〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
と
し
て
の
政
治
目
的
を
武
力
を
用
い
て

で
も
達
成
し
よ
う
と
す
る
勢
力
を
そ
れ
ぞ
れ
〈
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
〉〈
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
〉

と
呼
ぶ
。
前
者
に
は
様
々
な
分
派
を
持
つ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
軍
（
Ｉ
Ｒ
Ａ
）、
後
者

に
は
ア
ル
ス
タ
ー
義
勇
軍
（
Ｕ
Ｖ
Ｆ
）、
ア
ル
ス
タ
ー
防
衛
協
会
（
Ｕ
Ｄ
̖
）
な
ど
が

あ
る
。

３　

た
と
え
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
教
会
の
か
わ
り
に
修
道
院
が
宗
教
的
拠
点
と
し

て
発
達
し
た
。
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
後
、
相
対
的
に
平
和
と
繁
栄
を
享
受
し
て
い

た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、「
聖
者
と
学
者
の
島
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の

宗
教
・
文
化
の
中
心
と
な
り
、
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め

の
修
道
士
を
数
多
く
送
り
出
し
た
。

４　

C
laire M

itchell, R
eligion, Identity and P

olitics in N
orthern Ireland: 

Boundaries of Belonging and Belief, H
am

pshire: A
shgate, 2006, pp. 33-34.

５　

こ
こ
で
の
議
論
の
詳
細
お
よ
び
背
景
と
な
る
暴
力
の
経
験
に
つ
い
て
は
、
尹
慧
瑛

『
暴
力
と
和
解
の
あ
い
だ

─
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
を
生
き
る
人
び
と
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
の
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。

６　
「
居
住
区
の
分
離
」
と
は
、
そ
の
地
区
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
割
合

が
全
世
帯
の
一
〇
％
以
下
で
あ
る
状
況
を
さ
し
、
首
都
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
で
は
ほ
ぼ

一
〇
〇
％
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
体
で
は
七
一
％
の
居
住
区
が
分
離
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。N

orthern Ireland H
ousing Executive, Tow

ards a C
om

m
unity Relations 

Strategy - A C
onsultation Paper M

ay 1999 (http://w
w

w.nihe.gov.uk/publications/

reports/com
m

unity_relations_strategy.pdf).

７　

こ
の
、〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
分
け
る
共
通
の
境
界
線
／
境
界
領
域
は
、
具

体
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
。
第
一
は
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
も

う
一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
ぐ
る
り
と
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
「
飛
び
地
（enclave

）」、

第
二
は
、
壁
や
そ
の
他
、
何
ら
か
の
物
理
的
な
障
壁
、
あ
る
い
は
目
印
に
よ
っ
て
は
っ

き
り
と
分
け
ら
れ
て
い
る
「
分
割
地
（split

）」、
第
三
は
、
混
住
地
区
が
二
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
分
け
て
い
る
「
緩
衝
地
帯
（buffer zone

）」
で
あ
る
。N

eil Jarm
an 

and C
hris O

'H
alloran, Peacelines or Battlefields?: Responding to Violence in 

Interface Areas, B
elfast: C

om
m

unity D
evelopm

ent C
entre, 2000, pp. 7-8.

８　

教
育
の
現
場
か
ら
こ
の
よ
う
な
分
離
を
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
さ
ま
ざ
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ま
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
三
年
以
降
、
す
べ
て
の
学
校
で
必

須
と
な
っ
た
「
相
互
理
解
教
育
（
Ｅ
Ｍ
Ｕ
）」
と
「
文
化
遺
産
」
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、

互
い
の
伝
統
や
歴
史
、
文
化
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
通
じ
た
学
校
間
の
交
流
活
動
は
、
一
九
九
九
年
ま
で
に
初
等
学
校
の
三
分
の

一
、
中
等
学
校
の
半
数
以
上
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、

ど
ち
ら
の
宗
派
に
も
偏
ら
な
い
統
合
学
校
が
登
場
し
、
そ
の
数
は
年
々
増
加
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
効
果
的
な
実
施
方
法
や
、
指
導
に
あ

た
る
教
育
者
の
養
成
、
ま
た
、
統
合
学
校
に
か
か
る
コ
ス
ト
や
絶
対
数
の
少
な
さ
な

ど
、
依
然
と
し
て
多
く
の
課
題
が
あ
る
。

９　

一
九
七
六
年
に
は
、
宗
派
や
政
治
的
立
場
に
も
と
づ
い
た
雇
用
差
別
を
防
ぐ
目
的

で
雇
用
機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
企
業
、
公
共
部
門
と
も
に
反
応
は
鈍
く
、

職
場
分
離
の
傾
向
は
依
然
と
し
て
つ
づ
い
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
一
九
八
九
年
の

雇
用
機
会
均
等
法
は
、
企
業
へ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
制
度
化
し
、
二
六
人
以
上
の
従

業
員
を
抱
え
る
す
べ
て
の
雇
用
主
（
一
九
九
二
年
よ
り
一
一
人
以
上
に
変
更
）
は
、

職
場
に
お
け
る
宗
派
別
構
成
を
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
（
Ｆ
Ｅ
Ｃ
）
に
毎
年
報
告
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
大
企
業
や
公
共
部
門
の
場
合
は
、
こ
れ
に
求
職
者
の

宗
派
別
の
調
査
も
加
わ
る
。

10　

世
俗
化
が
す
す
み
、
ま
た
結
婚
の
か
た
ち
が
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て

は
、
こ
う
し
た
カ
ッ
プ
ル
の
多
く
が
同
居
と
い
う
か
た
ち
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

と
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
異
宗
派
間
の
結
婚
を
支
援
す
る
団
体
と
し
て
は
、

一
九
七
四
年
に
設
立
さ
れ
たN

orthern Ireland M
ixed M

arriage A
ssociation

（
Ｎ

Ｉ
Ｍ
Ｍ
̖
）
が
あ
る
。

11　

C
om

m
unity R

elations C
ouncil, W

hat is Sectarianism
 (http://w

w
w.com

m
unity-

relations.org.uk/resources/w
hat-is-sectarianism

/).

12　

M
itchell, op.cit., pp. 65-66.

13　

紛
争
社
会
に
お
い
て
は
、「
無
回
答
」
や
、
実
際
と
は
異
な
る
回
答
を
よ
り
ひ
き

だ
し
や
す
い
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。John W

hyte, Interpreting N
orthern 

Ireland, O
xford: O

xford U
niversity Press, 1990, p. 4.

14　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
政
治
的
対
立
に
お
け
る
宗
教
的
側
面
を
強
調
し
た
も
の
と
し

て
はJohn H

ickey, Religion and the N
orthern Ireland Problem

, N
ew

 Jersey: G
ill 

and M
acm

illan, 1984; Steve B
ruce, G

od Save U
lster!: The Religion and Politics 

of Paisleyism
, O

xford: O
xford U

niversity Press, 1986

が
あ
る
。

15　

ち
な
み
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
で
は
、
一
九
七
五
年
に
八
五
％
だ
っ
た
割
合
が

二
〇
〇
四
年
に
は
六
〇
％
に
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
依
然
と
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
は
最
も
高
い
水
準
で
あ
る
。U

SA Today (http://w
w

w.usatoday.com
/

new
s/w

orld/2005-08-10-europe-religion-cover_x.htm
).

16　

M
itchell, op.cit., p.36.

17　

し
か
し
、
世
俗
化
さ
れ
た
宗
教
的
実
践
と
も
い
え
る
、
最
大
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

組
織
で
あ
る
オ
レ
ン
ジ
・
オ
ー
ダ
ー
に
よ
る
パ
レ
ー
ド
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

18　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
は
、「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統

一
を
画
策
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
／
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
」や「
い

つ
自
分
た
ち
を
裏
切
る
か
わ
か
ら
な
い
イ
ギ
リ
ス
」
な
ど
に
取
り
囲
ま
れ
た
心
理
的

恐
怖
を
つ
ね
に
抱
え
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
包
囲
の
心
理
」
の
歴
史
的
分
析
に

つ
い
て
は
、
尹
、
前
掲
書
、
第
３
章
を
参
照
の
こ
と
。

19　

イ
ア
ン
・
ペ
イ
ズ
リ
ー
は
、
ア
ル
ス
タ
ー
自
由
プ
レ
ズ
ビ
テ
リ
ア
ン
教
会
（Free 

Presbyterian C
hurch of  U

lster

）
の
創
設
者
で
あ
り
、
ま
た
、
一
九
七
一
年
に
は
急

進
派
の
民
主
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
党
（
Ｄ
Ｕ
Ｐ
）
を
結
成
し
た
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
象
徴
的

存
在
で
あ
る
。
和
平
合
意
以
降
、と
く
に
労
働
者
階
級
か
ら
の
支
持
が
一
段
と
高
ま
っ

た
こ
と
で
第
一
党
と
な
り
、
二
〇
〇
七
年
五
月
に
再
開
し
た
自
治
政
府
で
は
首
相
に

就
任
し
た
。
こ
の
ペ
イ
ズ
リ
ー
主
義
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、B

ruce, op.cit.

が

あ
る
。
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20　
M

itchell, op.cit., p.137.



1 5 0

宗 家 四 代 、 峯 岸 一 水 に と っ て の 一 絃 琴

　

　
二 十 歳 で 曾 祖 母 か ら 四 代 目 を 引 き 継 い で 二 十 年 が 経 っ た 。

襲

名 当 初 か ら 、 伝 統 と い い な が ら も 現 代 と い う 時 間 の 中 で 生 き てい る と 、  「 き ち ん と 伝 統 を 保 持 で き て い な い の で は な い か 」  、  「 新し い 試 み を す る と 伝 統 の 形 が 崩 れ て し ま う の で は な い か 」  、  「 そも そ も 現 代 の 西 洋 的 な 考 え 、 音 環 境 の 中 で 育 っ た 私 が 大 し て 厳し く 教 え も 受 け て い な い 中 で 伝 統 を 受 け 継 い で い な い の で はな い か 」 と 長 く 悩 み 続 け て い る 。 だ が 現 代 の 中 で 生 き て い る から こ そ 変 容 す る の か も し れ な い 、 変 容 す る こ と は 過 去 の 遺 物 でな い 証 拠 か も し れ な い と 思 え る よ う に な っ て き た こ と で 活 動の 幅 が 広 が っ て き て い る と 感 じ て い る 。　
細 々 と 続 い て い る 伝 統 だ か ら こ そ で き る こ と な の か も し れ

な い 。 清 虚 洞 一 絃 琴 と い う 小 さ な ひ と つ の 伝 統 の 中 の で き ごと 、 と 前 置 き を し て 話 を 進 め さ せ て い た だ く 。一 絃 琴 と 清 虚 洞 一 絃 琴　
一 枚 の 桐 の 板 に た っ た 一 本 の 絹 の 糸 。 一 絃 琴 は そ の 名 の 通

り 、 一 本 の 絃 の 琴 で あ る 。 平 安 時代 、 日 本 後 紀 巻 八 に 崑

こ ん ろ ん じ ん

崙 人 が 三 河

の 国 に 漂 着 し 、 一 絃 琴 を 携 え て いた と い う 記 述 が あ る 。  「 常 ニ 一 絃 ノ琴 ヲ 弾 ズ 。 歌 声 哀 楚 ナ リ 。  」 こ の 一絃 の 琴 が 現 在 の 一 絃 琴 と 同 じ か はわ か っ て い な い 。 在 原 行 平 が 須 磨に 左 遷 さ れ た 折 に 弾 い た と い う 伝説 か ら 「 須 磨 琴 」 と も 称 さ れ て いる が 、 史 実 で は な い と さ れ て お り 、中 国 よ り の 伝 来 は 平 安 の 頃 と も いわ れ て い る 。  江 戸 期 、  金 剛 輪 寺 の 僧 、覚 か く ほ う り つ し

峰 律 師

（ 一 七 二 九

─
一 八 一 五 ）

は 、 一 絃 琴 中 興 の 祖 と い わ れ 、

古 典 と し て 「 今 様 」  「 須 磨 」 の 曲 を 残 し て い る 。 ま た 紀 州 家 十代 藩 主 徳 川 治

は る と み

寶
（ 一 七 七 〇

─
一 八 五 三 ）

は 勅 許 を 得 て 黄 金 五 万

両 を 投 じ 、 国 内 お よ び 海 外 か ら 伝 来 雅 楽 器 を 蒐 集 し た が 、 その 中 に は 一 絃 琴 も 「 板

い た ご と

琴 」 と し て 入 っ て い る

。

　
中 根 香

こ う て い

亭
（ 一 八 三 九

─
一 九 一 三 ）

は 寛 文 年 間

（ 一 六 六 一

─

一 六 七 二 ）

に 伝 わ っ た と の 考 え を 述 べ て お り 、 い ず れ に し て も

東 洋 哲 学 的 な 側 面 を 持 ち 高 僧 ・ 貴 族 ・ 武 士 ・ 文 人 達 に よ っ て 弾

ひ と つ で あ り

　
す べ て で あ り

１ 
　
─
清 虚 洞 一 絃 琴 〜 伝 統 、 現 在 、 そ し て 未 来 へ 〜

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

峯 岸 一 水

２

　
清 虚 洞  一  絃 琴 ・ 宗 家 四 代 。 幼 少 よ り 曾 祖 母 ・ 清 虚 洞  一  絃 琴 宗 家 三 代 松 崎  一  水 （ 国

選 無 形 記 録 文 化 財 保 持 者 ） よ り 手 ほ ど き を う け る 。

 一  九 八 八 年 松 崎  一  水 没 に よ り

二  一  歳 で 四 代 目 を 継 承 、 以 後 、 齋 藤  一  蓉 を 後 見 と し て 師 事 。  一  九 九 〇 年 聖 心 女 子 大 学卒 業 。  一  九 九 五 年 Ｎ Ｈ Ｋ 邦 楽 技 能 者 育 成 会 四 〇 期 卒 業 。  一  九 九 六 年 委 嘱 曲 川 崎 絵 都 夫「 ア  メ リ カ イ  ン デ  ィ ア ン 口 承 詩 ・ 魔 法 の こ と ば 」 琵 琶 と 共 演 。 ホ ー チ ミ  ン 市 で ベ  ト ナム の  一  絃 琴 ダ  ン  バ  ウ を グ  エ  ン ・ テ  ィ ・ ハ  イ ・ フ  ォ  ン  に 師 事 。 公 演 活 動 の 他 、 小 学 校 や イン タ ー ナ  シ  ョ  ナ ル ス  ク ー ル な ど 邦 楽 鑑 賞 教 室  へ  の 協 力 な ど 意 欲 的 に 活 動 し て  い る 。

〈 講 演 記 録 〉
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き
継
が
れ
て
き
た
。
幕
末
に
あ
っ
て
は
武
士
・
文
人
・
貴
族
・
高
僧
と
い
っ

た
人
々
に
盛
ん
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
。
勤
皇
の
志
士
た
ち
が
一
絃
琴
の
稽

古
に
こ
と
よ
せ
て
討
幕
の
密
議
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

坂
本
龍
馬
も
一
絃
琴
を
た
し
な
ん
で
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。
武
士
、
文

人
た
ち
は
一
絃
琴
を
お
も
に
精
神
修
養
と
し
て
演
奏
し
て
い
た
。「
人
に

聴
か
せ
る
も
の
で
は
な
く
自
分
の
心
の
た
め
に
演
奏
す
る
も
の
」
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
一
絃
琴
の
流
れ
の
ひ
と
つ
が
清
虚
洞
一
絃
琴
で
あ
る
。
流
祖
・
徳

弘
太
橆
は
一
絃
琴
を
眞
鍋
豊と
よ
ひ
ら平
に
学
び
、
幕
末
、
明
治
の
激
動
期
を
生

き
、
近
畿
地
方
司
法
官
を
最
後
に
俗
界
を
は
な
れ
た
。
臨
済
宗
中
興
の
祖

「
白は
く
ゆ
う
し

幽
子
」（
石
川
丈
山
（
一
五
八
三
│
一
六
七
二
）
の
甥
）
を
慕
い
、
北
白

川
の
白
幽
子
巌
居
跡
の
洞
窟
に
こ
も
り
「
気
」
を
学
び
「
太た
い
む
し
き

橆
式
一
絃
琴
」

と
大
曲
「
泊は
く
せ
ん
そ
う

仙
操
」
を
完
成
さ
せ
た
。
中
国
の
儒
教
、
神
仙
思
想
の
影
響

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
絃
琴
を
後
世
に
残
す
た
め
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ

た
間
拍
子
・
歴
時
点
を
つ
け
、
音
律
・
歌
唱
法
を
た
だ
し
古
典
曲
を
ま
と

め
、
作
曲
と
と
も
に
「
清
せ
い
き
ょ
う
ど
う

虚
洞
一
絃
琴
譜
」
と
し
て
内
務
省
の
版
権
を
得

て
発
行
（
一
八
九
九
年
・
明
治
三
二
）
し
た
。

　

一
絃
琴
は
大
衆
に
迎
合
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
た
め
、
明
治
以
降
衰
退
の

一
途
を
た
ど
っ
た
。
一
絃
琴
は
ご
く
限
ら
れ
た
者
だ
け
に
よ
っ
て
愛
好
さ

れ
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
後
に
は
ほ
と
ん
ど
の
流
派
、
団
体
が

途
絶
え
て
い
た
。
戦
争
で
楽
器
、
譜
面
と
い
っ
た
も
の
が
消
失
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
清
虚
洞

一
絃
琴
は
、
二
代
山
城
一
水
、
三
代
松
﨑
一
水
（
と
も
に
国
選
記
録
無
形

文
化
財
保
持
者
）
と
十
数
人
の
門
人
と
い
う
形
で
細
々
と
そ
の
伝
統
を
つ

な
い
で
い
た
。
戦
後
、
他
の
団
体
に
お
い
て
譜
面
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た

も
の
を
、
清
虚
洞
一
絃
琴
の
琴き
ん
ぷ譜
を
も
と
に
復
興
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
。
と
は
い
え
愛
好
家
の
数
が
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
一
般
的
に
は
ほ
と
ん
ど
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、「
知
る
人
ぞ

知
る
」
音
楽
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、宮
尾
登
美
子
氏
の
『
一
絃
の
琴
』

（
一
九
七
九
年
直
木
賞
受
賞
作
品
）
に
よ
っ
て
再
び
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

清
虚
洞
一
絃
琴
は
現
在
、
松
﨑
一
水
の
高
弟
か
つ
後
見
の
齊
藤
一
蓉
、

四
代
の
峯
岸
一
水
を
中
心
と
し
て
一
絃
琴
演
奏
家
、
演
奏
団
体
の
中
に

あ
っ
て
、特
に
琴
学
に
基
づ
く
精
神
性
を
重
ん
じ
活
動
し
て
い
る
。
な
お
、

清
虚
洞
の
清
虚
と
は
「
心
が
清
ら
か
で
私
心
が
な
い
こ
と
。
月
の
都
に
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
宮
殿
」
の
意
で
あ
る
。

一
絃
琴
の
奏
法

　　

一
絃
琴
の
奏
法
は
右
手
人
差
し
指
、
左
手
中
指
に
象
牙
の
蘆ろ
か
ん菅
と
呼

ば
れ
る
つ
め
を
は
め
、
右
手
で
絃
を
は
じ
き
、
左
手
を
移
動
さ
せ
ポ
ジ

シ
ョ
ン
に
蘆
管
を
お
く
こ
と
で
音
を
つ
く
っ

て
い
く
。
ス
ラ
イ
ド
ギ
タ
ー
を
思
い
浮
か
べ

て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ

な
い
。

　

左
の
蘆
菅
は
桐
の
表
に
あ
る
徽き

と
よ
ば
れ

る
一
二
箇
所
の
勘
所
を
お
さ
え
る
。
使
用
で

き
る
音
域
は
お
よ
そ
（
西
洋
音
楽
的
に
い
え
ば
）

２
オ
ク
タ
ー
ブ
と
四
度
で
あ
る
が
、
フ
レ
ッ

ト
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
範
囲

内
で
あ
れ
ば
音
は
無
限
に
つ
く
る
こ
と
が
で
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き
る
と
も
い
え
る
。
も
と
も
と
は
演
奏
者
の
声
に
あ
わ
せ
て
調
弦
し
て
い

た
が
、現
在
は
清
虚
洞
一
絃
琴
で
は
お
も
に
壱い
ち
こ
つ越

（d

）
ま
た
は
断た
ん
ぎ
ん金

（dis

）

を
と
る
。
楽
器
自
体
に
は
共
鳴
体
は
な
く
、
箱
型
の
琴
台
が
共
鳴
体
の
役

割
を
も
つ
。
昔
は
ひ
ざ
の
上
に
琴
を
の
せ
て
演
奏
し
て
い
た
。
基
本
的
に

は
弾
き
歌
い
で
、
古
典
に
お
い
て
は
歌
は
和
歌
な
ど
が
多
い
。
筝
曲
や
俗

曲
を
一
絃
琴
用
に
転
用
し
た
も
の
を
「
外が
い
き
ょ
く曲」
と
い
う
が
、外
曲
に
は
「
み

だ
れ
」、「
六
段
」
な
ど
の
器
楽
曲
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

最
近
は
五
線
譜
を
使
う
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
勘
所
の
数
字
に

対
応
し
た
縦
譜
を
使
用
す
る
。
左
は
清
虚
洞
一
絃
琴
の
琴
譜
で
あ
る
。
清

虚
洞
の
譜
に
歌
・
勘
所
の
ほ
か
に
拍
子
を
あ
ら
わ
す
黒
点
が
あ
る
の
は
流

祖
・
徳
弘
太
橆
の
考
案
の
も
の
で
、
清
虚
洞
一
絃
琴
譜
の
特
徴
で
あ
る
。

徳
弘
太
橆
作
曲
の
「
泊
仙
操
」（
一
八
九
七
年
完
成
）
は
一
絃
琴
曲
の
中
で

大
曲
、
難
曲
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
春
は
鳥
の
声
、
夏
は
水
の
流
れ
、

秋
は
虫
の
声
、
そ
し
て
冬
は
落
ち
葉
の
舞
い
散
る
様
を
手
事
で
あ
ら
わ

し
、
ひ
い
て
は
人
生
は
ま
る
で
四
季
の
よ
う
で
あ
る
と
歌
う
。
印
象
派
の

よ
う
な
音
楽
表
現
は
日
本
で
は
か
な
り
革
新
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

心
を
癒
す
楽
器

　　

一
絃
琴
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
楽
器
で
あ
る
。
音
も
演
奏
も
制
約
が
多

い
。
し
か
し
、
こ
の
制
約
の
多
い
楽
器
、
音
楽
に
こ
そ
自
分
の
心
が
あ
ら

わ
れ
る
。
一
絃
琴
は
原
始
的
で
あ
る
か
ら
絃
が
一
本
な
の
で
は
な
い
。
琵

琶
、
筝
、
三
弦
と
い
っ
た
絃
の
多
い
比
較
的
複
雑
な
楽
器
の
後
に
出
て
、

そ
れ
も
そ
れ
ら
を
習
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
絃

の
多
い
も
の
か
ら
少
な
い
も
の
へ
。
重
複
す
る
も
の
は
そ
ぎ
落
と
し
、
そ

ぎ
落
と
し
、
こ
れ
以
上
そ
ぎ
落
と
せ
な
い
究
極
の
形
で
一
絃
琴
は
存
在
す

る
の
で
あ
る
。“Less is M

ore”

の
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
文
化
の

ひ
と
つ
の
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
お
酒
に
こ
の
考
え
方
が

見
ら
れ
る
。
西
洋
の
お
酒
は
香
り
も
味
も
足
し
て
、
芳
醇
に
し
て
い
っ
た

も
の
が
高
級
な
お
酒
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、日
本
酒
は
米
も
芯
ま
で
そ
ぎ
、

味
も
香
り
も
そ
ぎ
落
と
し
「
水
」
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
を
よ
し
と
す
る
。

　

現
代
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
「
そ
ぎ
落
と
し
の
美
」
の
感
覚
は
廃
れ
つ

つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
物
が
あ
ふ
れ
、
飾
り
立
て
、
一
方
的
・
暴
力
的

な
音
の
嵐
に
つ
つ
ま
れ
た
世
の
中
で
、
一
絃
琴
は
埋
も
れ
て
し
ま
う
よ
う

な
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
絃
琴
の
音
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
音

の
先
に
あ
る
静
け
さ
を
も
聴
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
心
は
平
ら
か
に
な
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
過
去
に
お
い
て
は
精
神
修
養
楽
器
で
あ
っ
た

が
、
現
代
風
に
い
え
ば
「
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
楽
器
と
い
え
よ
う
。
心

（清虚洞一弦琴譜）
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を
う
つ
す
音
楽
を
意
識
的
に
静
か
に
す
す
め
る
こ
と
で
、
逆
に
心
が
静
か

に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
」
は
現
代
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
求
め
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
一
絃
琴
の
哲
学
で
も
あ
る
、「
人
に
聴
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
自

分
の
心
の
た
め
に
演
奏
す
る
」
と
は
ま
さ
に
ヒ
ー
リ
ン
グ
で
あ
る
。
伝
統

楽
器
で
あ
り
な
が
ら
、
一
絃
琴
は
現
代
に
こ
そ
必
要
な
楽
器
で
あ
る
。
一

絃
琴
の
癒
し
の
音
の
秘
密
は
そ
の
「
倍
音
」
に
あ
る
。
倍
音
は
ク
リ
ア
な

ほ
ど
癒
し
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
最
近
は
お
寺
の
鐘
を
聴
く
こ
と
や
、
ク

リ
ス
タ
ル
ボ
ウ
ル
な
ど
も
流
行
で
あ
る
。
一
絃
琴
の
音
色
も
倍
音
を
多
く

含
む
と
て
も
ピ
ュ
ア
な
音
で
あ
る
か
ら
こ
そ
心
を
癒
し
て
く
れ
る
の
だ

ろ
う
。

　

今
、
多
く
の
若
者
た
ち
はiPod

を
持
っ
て
町
に
出
る
。
か
つ
て
一
絃

琴
も
「
持
ち
運
び
簡
便
」
な
楽
器
と
し
て
武
士
た
ち
に
重
宝
さ
れ
て
い
た
。

現
代
人
た
ち
が
自
分
の
空
間
をiPod

で
つ
く
る
よ
う
に
、一
絃
琴
を
も
っ

て
自
ら
の
空
間
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
絃
琴
は
決
し
て
古
い
伝

統
楽
器
で
は
な
く
、「
い
ま
ど
き
」
に
も
十
分
つ
な
が
る
楽
器
な
の
だ
。

　

か
つ
て
は
人
に
聴
か
せ
る
楽
器
で
は
な
か
っ
た
一
絃
琴
も
、
時
代
の
中

で
演
奏
会
な
ど
で
お
聴
き
い
た
だ
く
機
会
も
増
え
た
。
人
に
聴
か
せ
る
も

の
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
と
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
ま
ま
廃
れ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
。
ま
ず
は
楽
器
を
知
っ
て

い
た
だ
か
な
け
れ
ば
そ
の
良
さ
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
聴
衆
に
お

い
て
も
一
絃
琴
は
心
を
静
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
楽
器
・
音
楽
な
の
で

あ
る
。
一
絃
琴
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
に
集
中
し
て
、
そ
の
先
に
ま
で
心

を
む
け
る
こ
と
で
心
は
静
か
に
な
っ
て
い
く
。

　

一
絃
琴
は
音
楽
で
あ
り
な
が
ら
、「
音
の
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
」
楽

器
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
音
が
な
い
、
静
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ

る
の
は
、
小
さ
な
音
が
あ
っ
て
こ
そ
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。
心
が
騒

が
し
い
荒
れ
た
現
代
社
会
の
中
で
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
一
絃
琴
を

知
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
音
を
聴
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
穏
や
か
な
気
持
ち

を
持
つ
一
助
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
必
要

な
音
楽
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

自
分
の
心
を
そ
の
ま
ま
に

　

二
〇
〇
八
年
七
月
、
ア
メ
リ
カ
の
セ
ド
ナ
に
行
く
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

セ
ド
ナ
と
は
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
聖
地
と
い
わ
れ
、
ボ

ル
テ
ッ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
地
の
力
の
あ
る
場
所
が
数
多
く
あ
る
、
い
わ
ゆ

る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
ひ
と
り
一
絃
琴
を
抱
え
て
向
か

い
、
誰
も
い
な
い
場
所
に
琴
を
た
て
、
演
奏
し
た
。
日
本
の
伝
統
楽
器
を

も
っ
て
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
ッ
カ
、R

ed R
ock C

ity

と
呼
ば
れ
る

砂
漠
へ
行
っ
た
の
で
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

場
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
絃
琴
は
必
ず
似
合
い
の
楽
器
で
あ
る
は
ず
と
信
じ

て
。

　

日
本
に
お
い
て
自
然
の
中
に
身
を
任
せ
、
い
わ
ゆ
る
即
興
の
よ
う
に
あ

ふ
れ
る
ま
ま
に
音
を
奏
で
て
み
る
と
、
ど
ん
ど
ん
と
音
数
が
少
な
く
な

り
、
音
と
音
の
間
の
静
け
さ
を
自
ら
聴
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
音
が
消
え

て
い
く
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
心
が
落
ち
着
い
て
い
く
。
風
の
音

と
一
絃
琴
の
音
が
静
か
に
調
和
し
て
い
く
。

　

セ
ド
ナ
で
は
い
つ
も
よ
り
ず
っ
と
テ
ン
ポ
の
早
い
、
音
数
の
多
い
曲
が

あ
ふ
れ
て
き
た
。
い
つ
も
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
西
洋
的
と
も
い
え
る
音

が
何
度
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
が
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
。
や
は
り
西
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洋
の
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ッ
ト
は
日
本
と
異
な
る
力
が
あ
る
の
だ
。

一
絃
琴
は
そ
の
変
化
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
く
れ
た
。

　

一
絃
琴
は
演
奏
者
本
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
時
々
の
心
や
体
調
が
そ
の

ま
ま
音
楽
に
あ
ら
わ
れ
る
怖
い
楽
器
で
も
あ
る
。
大
抵
の
楽
器
、
音
楽
は

あ
る
程
度
そ
の
演
奏
者
の
心
を
う
つ
す
。
し
か
し
、
一
絃
琴
ほ
ど
シ
ン
プ

ル
な
楽
器
・
音
楽
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
今
回
の
セ
ド
ナ
で
の

体
験
も
私
の
心
が
そ
の
ま
ま
一
絃
琴
に
届
い
た
か
ら
こ
そ
、
い
つ
も
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
ス
タ
イ
ル
の
音
楽
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

セ
ド
ナ
で
は
、即
興
的
な
演
奏
の
ほ
か
に
、前
述
の
「
泊
仙
操
」
の
「
春
」

の
部
分
を
弾
い
て
み
た
。
鳥
が
鳴
き
あ
う
描
写
の
と
こ
ろ
で
生
き
た
鳥
が

二
羽
も
近
く
の
木
に
と
ま
り
、
琴
と
ま
っ
た
く
同
じ
フ
レ
ー
ズ
で
応
え
て

く
れ
た
こ
と
は
何
よ
り
の
思
い
出
で
あ
る
。
清
虚
洞
一
絃
琴
流
祖
、
徳
弘

太
橆
が
、
京
都
白
川
の
山
に
籠
も
っ
て
作
曲
し
た
と
き
に
同
じ
こ
と
を
体

験
し
た
に
違
い
な
い
と
確
信
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。

国
内
に
お
け
る
活
動

　

そ
の
よ
う
な
清
虚
洞
一
絃
琴
流
祖
、
徳
弘
太
橆
の
追
体
験
を
し
よ
う
と

門
人
と
と
も
に
福
島
の
山
の
中
に
入
り
、
誰
に
聴
か
せ
る
わ
け
で
も
な
く

自
分
と
自
然
が
一
体
に
な
る
よ
う
に
た
だ
た
だ
弾
き
続
け
る
、
と
い
う
試

み
も
行
っ
た
。
国
内
で
は
先
代
と
同
様
、
門
人
に
一
対
一
で
稽
古
を
つ
け

る
と
い
う
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
深
い
理
解
の
た
め
に

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
さ
ま
ざ
ま
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
て
き
た
。

　

演
奏
会
を
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
形
式
に
す
る
こ
と
も
多
く
試
み

て
き
た
。
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
な
い
楽
器
で
あ
る

た
め
、
た
だ
演
奏
を
聴
い
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
楽
器
の
作
り
、
演

奏
法
、
記
譜
法
、
そ
し
て
歴
史
や
哲
学
な
ど
を
少
し
で
も
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
よ
り
よ
い
鑑
賞
を
し
て
い
た
だ
き
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の
理
解
者

を
増
や
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
大
人
に
限
ら
ず
小
学
生
向
け
の
演
奏
会
も
行
っ
て
い
る
。
特
に
毎

年
行
う
母
校
、
聖
心
女
子
学
院
の
小
学
六
年
生
向
け
の
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン

サ
ー
ト
は
既
に
十
四
年
継
続
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
頃
、
時
に
そ
の
シ
ン

プ
ル
さ
に
興
味
を
も
て
ず
に
稽
古
を
怠
け
て
い
た
私
と
し
て
は
、
小
学
生

に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
の
か
と
心
配
し
て
い
た
。
し
か
し
毎
回
受
け

取
る
感
想
文
を
み
る
と
、「
一
本
な
の
に
音
が
あ
ふ
れ
て
い
た
」、「
心
が

静
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
」、「
お
父
さ
ん
み
た
い
な
音

楽
だ
っ
た
」
と
、
小
学
生
な
り
に
き
ち
ん
と
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
よ

く
わ
か
る
。

　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
は
清
虚
洞
二
十
周
年
記
念
演
奏
会
を
紀
尾
井

小
ホ
ー
ル
に
て
行
っ
た
。
こ
の
演
奏
会
に
は
皇
后
陛
下
の
ご
来
臨
を
賜
っ

た
。
陛
下
は
一
絃
琴
音
楽
を
深
く
お
聴
き
く
だ
さ
り
、「
こ
こ
ま
で
守
っ

て
き
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
」と
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
た
。
改
め
て
、

家
元
と
し
て
清
虚
洞
一
絃
琴
を
守
っ
て
い
く
責
任
を
感
じ
た
貴
重
な
時

間
で
あ
っ
た
。

「
若
い
」
一
絃
琴
奏
者
と
し
て
の
い
ま
ま
で
の
活
動
と
こ
れ
か
ら

　

清
虚
洞
一
絃
琴
は
、
新
曲
の
委
嘱
、
即
興
演
奏
な
ど
現
代
音
楽
へ
の
取

り
組
み
、
国
内
外
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
等
の
実
施
、
日
本
の
み

な
ら
ず
海
外
（
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
韓
国
な
ど
）
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の
音
楽
、
舞
踊
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
一
絃
琴
音
楽
と
し
て
は

新
し
い
試
み
を
多
く
重
ね
て
き
た
。
こ
れ
は
日
本
の
伝
統
芸
能
の
ひ
と
つ

で
あ
る
一
絃
琴
の
世
界
に
と
っ
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な

奏
法
で
音
を
追
求
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
心
を
平
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ

と
を
学
び
、
国
内
で
尺
八
、
琵
琶
、
笙
、
筝
、
笛
と
い
っ
た
楽
器
と
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
、
ま
た
、
高
橋
悠
治
氏
、
カ
ナ
ダ
人
演
奏
家

R
andy R

aine-R
eush

氏
の
作
曲
で
即
興
的
な
演
奏
を
す
る
こ
と
で
一
絃

琴
の
新
た
な
面
を
追
及
し
て
き
た
。
伝
統
と
革
新
の
両
輪
を
も
っ
て
活
動

し
て
こ
そ
、
博
物
館
の
遺
物
で
は
な
い
、
生
き
た
も
の
と
し
て
次
代
に
受

け
渡
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
革
新
も
信
念
を
も
っ
て
長
く

続
け
て
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
必
ず
次
の
伝
統
と
な
る
。

　

海
外
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
外
国
人
の
感
性
か
ら
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
で
一
絃
琴
の
日
本
的
な
哲
学
を
再
認

識
し
、
多
く
の
刺
激
を
受
け
る
。
世
界
に
お
い
て
も
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
楽

器
は“Sim

ple is the best”

と
い
う
感
覚
を
も
っ
て
大
事
に
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
。
シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ
そ
難
し
く
、
シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ

そ
美
し
い
。
キ
ャ
ン
バ
ス
す
べ
て
を
埋
め
尽
く
す
こ
と
な
く
空
間
が
多
く

存
在
す
る
絵
の
美
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
い
ま
む
し
ろ
海
外
で
こ
そ
理
解

さ
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
出
会
っ
た
聴
衆
に
は
確

実
に“Less is M

ore”

の
感
覚
は
理
解
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
た
。

　

世
界
に
は
数
多
く
の
一
絃
琴
が
あ
る
。
世
界
的
に
有
名
な
ベ
ト
ナ
ム

の
一
絃
琴
（
ダ
ン
バ
ウ
）、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
一
絃
楽
器
（
ク
サ
エ
・
ム
オ
イ
）

を
実
際
に
学
び
、
イ
ン
ド
の
一
絃
楽
器
（
ゴ
ピ
チ
ャ
ン
）、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
一
絃
楽
器
（
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
マ
リ
ー
ン
）
な
ど
を
み
る
こ
と
で
、
日

本
の
一
絃
琴
の
哲
学
の
理
解
が
深
ま
る
。
世
界
の
一
絃
琴
は
同
じ
絃
が
一

本
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も”Sim

ple is the best”

の
哲
学
を
も
っ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

世
界
で
最
も
シ
ン
プ
ル
な
楽
器
の
ひ
と
つ
で
あ
る
日
本
の
一
絃
琴
。
し

か
し
こ
れ
は
決
し
て
「
原
始
的
」
な
一
で
は
な
い
。
│
「
一
は
ひ
と
つ

で
あ
り
、
す
べ
て
で
あ
る
」
│
カ
ナ
ダ
で
あ
る
研
究
者
が
観
客
に
一
絃

琴
を
説
明
す
る
際
に
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
世
界
で
最
も
シ
ン
プ
ル

な
、
そ
し
て
哲
学
の
あ
る
楽
器
を
用
い
て
「
陰
と
陽
」
を
表
現
す
る
よ
う

に
、
対
極
に
あ
る
ア
ー
ト
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
今
後
広
く
深

く
追
求
し
て
い
き
た
い
。

　

二
〇
〇
九
年
春
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
舞
踊
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
日
本
以
上
に
伝
統
を
重
ん
じ
、
若
い
人
が
新

し
い
こ
と
を
と
り
い
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
壁
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
土
壌
で

あ
る
。
そ
の
中
で
、
伝
統
を
守
り
つ
つ
新
し
い
試
み
を
し
て
い
く
た
め

に
奮
闘
し
て
い
る
同
世
代
の
舞
踊
家
（
二
〇
〇
六
年
日
経
ア
ジ
ア
賞
受
賞
者

Sophiline C
heam

 Shapiro

氏
）
と
と
も
に
、
同
じ
く
伝
統
を
守
り
つ
つ
新

し
い
挑
戦
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
私
と
で
よ
り
よ
い
も
の
を
め
ざ
せ
な

い
か
。
私
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
一
ヶ
月
滞
在
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
日
本
の
共

通
点
な
ど
を
さ
ぐ
り
つ
つ
深
め
て
い
く
作
業
を
行
っ
た
。
テ
ー
マ
は
両
者

共
通
の
「
米
」
の
神
様
。
ま
ず
日
本
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
音
楽
を
交
互
に
配

置
し
、
そ
の
つ
な
ぎ
部
分
は
両
者
が
音
を
重
ね
て
い
き
、
そ
し
て
舞
踊
を

新
し
く
振
付
け
る
形
を
と
っ
た
。
シ
ン
プ
ル
な
一
絃
琴
と
一
見
華
や
か
な

カ
ン
ボ
ジ
ア
舞
踊
。
ど
う
な
る
こ
と
か
と
思
っ
た
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
舞
踊

の
根
底
に
実
は
流
れ
て
い
る
静
け
さ
や
哲
学
が
一
絃
琴
と
う
ま
く
溶
け

あ
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

一
絃
琴
は
器
楽
楽
器
で
は
な
く
、
歌
、
つ
ま
り
言
葉
を
大
切
に
す
る
音

楽
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
前
か
ら
も
言
葉
を
「
こ
と
だ
ま
」
と
し
て
扱
う

ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
口
承
詩
な
ど
を
使
う
こ
と
を
も
試
み
て
き
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た
。
こ
の
部
分
を
も
っ
と
広
げ
、
た
と
え
ば
演
劇
、
詩
の
朗
読
、
声
明
と

い
っ
た
「
言
葉
」
に
も
目
を
向
け
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
大
き
な
楽
器
（
絃
の
数
が
多
い
な
ど
）、
多
人
数
構
成
の
音

楽
な
ど
と
対
比
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
音
楽
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
と
静
か

な
音
、
ひ
い
て
は
音
の
な
い
よ
さ
な
ど
も
表
現
で
き
て
い
け
た
ら
と
考

え
る
。
そ
の
思
い
が
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
Ａ
Ｃ
Ｃ
（A

sian C
ultural C

ouncil

）

よ
り
日
米
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
〇
九
春
季
助
成
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
、
二
〇
一
〇
年
一
月
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
て
現
代
音
楽
の
研
修
視
察
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。Pauline O

liveros

氏
に
よ
る
即
興
演
奏
やD

eep 
Listening

の
研
修
、
ア
メ
リ
カ
人
向
け
の
禅
修
業
視
察
、
ア
メ
リ
カ
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
の
歌
を
学
ぶ
こ
と
な
ど
を
予
定
し
て
い
る
。
い
ま
ま
で
の
一
絃

琴
演
奏
家
が
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
形
の
「
修
行
」
が
で
き
そ
う

で
楽
し
み
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
地
道
な
指
導
、
演
奏
活
動
、
広
報
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と

は
勿
論
の
こ
と
だ
が
、
今
後
は
一
絃
琴
の
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
と
も

思
っ
て
い
る
。
一
絃
琴
に
関
し
て
は
残
っ
て
い
る
文
献
も
少
な
く
、
過
去

に
は
研
究
者
に
よ
る
専
門
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。「
清
虚
洞
」
と
い

う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
各
地
に
伝
わ
る
一
絃
琴
と
そ
の
資
料
を
集
め
分
析

す
る
こ
と
や
、
ま
た
残
っ
て
い
る
古
文
書
を
解
読
し
て
い
き
歴
史
や
解
釈

を
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
研
究
者
の
お
力
を
借
り

て
進
め
た
い
。

　

伝
統
を
つ
な
ぐ
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
音
楽
の
場
合
、
そ
の
音
が
演
奏

家
の
中
に
入
っ
た
瞬
間
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
本
人
が
生
き
て
き
た
時
代

や
生
活
、
環
境
に
よ
っ
て
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
つ
も

思
っ
て
い
る
。
襲
名
し
て
す
ぐ
の
頃
、あ
る
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

「
建
築
の
よ
う
に
形
の
あ
る
も
の
は
『
守
り
』
の
伝
統
で
す
。
そ
の
存
在

は
で
き
た
当
初
の
姿
を
変
え
る
こ
と
な
く
次
代
に
伝
え
て
い
き
ま
す
。
一

方
、
音
楽
の
よ
う
に
形
の
な
い
も
の
は
『
攻
め
』
の
伝
統
で
す
。
古
き
よ

き
も
の
を
守
り
な
が
ら
自
分
の
時
代
を
と
り
こ
ん
で
よ
り
よ
い
も
の
と

し
て
次
代
に
伝
え
て
い
く
の
で
す
」。
こ
の
言
葉
が
深
く
影
響
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
え
つ
つ
も
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
、「
伝

統
の
継
承
」
と
い
う
言
葉
に
す
く
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

　

齋
藤
一
蓉
は
清
虚
洞
一
絃
琴
後
見
と
し
て
見
守
り
育
て
て
く
れ
た
先

代
宗
家
松
崎
一
水
の
高
弟
で
あ
り
、
近
年
の
一
絃
琴
を
理
論
的
、
音
楽
的

に
高
め
た
演
奏
家
で
あ
る
が
、
や
は
り
同
様
の
考
え
を
私
に
示
し
て
く
れ

る
。
師
と
し
て
の
一
蓉
に
は
、
時
に
新
し
い
こ
と
に
取
り
組
も
う
と
す
る

私
は
大
き
な
器
を
も
っ
て
受
容
さ
れ
て
き
た
。
一
絃
琴
の
精
神
性
や
基
本

を
は
ず
す
こ
と
な
く
、
し
か
し
な
が
ら
好
き
に
や
っ
て
み
な
さ
い
、
と
。

ど
の
よ
う
な
師
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
か
は
環
境
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
師
の
考
え
、
人
柄
で
も
伝
統
の
形
は
変
わ
っ
て
い
く
と

強
く
感
じ
る
。
清
虚
洞
一
絃
琴
は
各
代
の
宗
家
と
後
見
に
よ
っ
て
、
過
去

を
つ
な
ぎ
な
が
ら
よ
り
よ
い
も
の
を
作
り
上
げ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
次

に
つ
な
げ
て
い
く
の
は
私
で
あ
る
。

　
　
　
注

１　

総
合
文
化
研
究
所
主
催
《
文
化
の
か
た
ち
》
講
演
会
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て

同
タ
イ
ト
ル
で
、
総
合
文
化
研
究
所
で
二
〇
〇
九
年
六
月
一
八
日
（
木
）
一
時
一
〇

分
〜
二
時
四
〇
分
に
講
演
。

２　

最
近
の
活
動
に
つ
い
て
は
、「
ひ
と
つ
で
あ
り
、
す
べ
て
で
あ
り
」http://pub.

ne.jp/ichigenkin/

を
参
照
。
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史
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。
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。
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沼
野
恭
子
著

『
ロ
シ
ア
文
学
の
食
卓
』

N
H
K
出
版　
二
〇
〇
九
年
一
月

　
ロ
シ
ア
と
い
え
ば
、
文
学
、
音
楽
、
絵
画
な
ど
は
比
較
的
多
く
紹
介
さ

れ
る
の
に
、「
食
」
は
正
面
切
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
せ
い
か
、

案
外
そ
の
姿
が
見
え
に
く
い
。
そ
う
し
た
長
年
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
、た
っ

た
一
冊
の
書
物
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
が
、
そ
れ
を
や
っ
て

の
け
た
の
が
沼
野
恭
子
氏
の
新
刊
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

　
飲
食
と
文
学
を
並
べ
て
論
じ
た
本
な
ら
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
ろ
い
ろ
な

人
が
書
い
て
い
る
が
、
本
書
の
よ
う
に
、
素
材
を
ロ
シ
ア
文
学
に
限
り
、

そ
こ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
食
べ
物
の
魅
力
を
、
こ
こ
ま
で
丹
念
に
拾
い
上

げ
た
試
み
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
類
が
な
い
。

　
日
頃
、
ロ
シ
ア
の
食
文
化
と
縁
の
な
い
生
活
の
傍
ら
に
、
こ
ん
な
書
物

を
置
い
て
み
る
の
は
ど
う
か
。
け
っ
し
て
分
厚
く
は
な
い
が
、
こ
れ
一
冊

で
、
知
ら
れ
ざ
る
ロ
シ
ア
の
食
の
世
界
を
ぞ
ん
ぶ
ん
に
堪
能
で
き
る
。
読

む
ほ
ど
に
、
い
っ
そ
う
、
ロ
シ
ア
料
理
へ
の
憧
れ
が
募
る
。 

　
　
　
　
　
＊ 

　
頁
を
く
れ
ば
、
そ
こ
は
ロ
シ
ア
文
学
／
料
理
の
専
門
店
。
メ
ニ
ュ
ー
＝

目
次
を
み
れ
ば
、
前
菜
を
皮
切
り
に
、
ス
ー
プ
、
メ
イ
ン
料
理
と
コ
ー
ス

を
進
め
、
サ
イ
ド
デ
ィ
ッ
シ
ュ
も
忘
れ
ず
、
デ
ザ
ー
ト
、
飲
み
物
で
締
め

く
く
る
と
い
う
本
格
的
な
フ
ル
コ
ー
ス
だ
。

　
ブ
リ
ヌ
ィ
や
ら
ボ
ト
ヴ
ィ
ー
ニ
ヤ
や
ら
プ
リ
ャ
ー
ニ
ク
や
ら
、
ふ
だ
ん

食
べ
つ
け
な
い
料
理
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。
そ
れ
ぞ
れ
を
飲
み
食
い
す
る
生

き
生
き
と
し
た
描
写
を
た
ど
っ
て
い
る
と
、
ロ
シ
ア
の
食
卓
の
情
景
が
あ

り
あ
り
と
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
料
理
の
味
や
香
り
、

舌
ざ
わ
り
さ
え
も
。
読
む
ほ
ど
に
、
言
葉
の
美
味
し
さ
が
、
身か

ら
だ体

に
染
み

渡
っ
て
い
く
。

　
た
と
え
ば
日
本
で
も
お
馴
染
み
の
ピ
ロ
シ
キ
を
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
代
表
的

長
篇
『
死
せ
る
魂
』
は
、
い
か
に
も
旨う

ま

そ
う
に
描
い
て
い
る
。『
鼻
』、『
査

察
官
』
な
ど
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
代
表
作
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ

の
『
死
せ
る
魂
』
に
も
飲
み
食
い
の
場
面
が
ふ
ん
だ
ん
に
出
て
く
る
。
悪

漢
主
人
公
チ
チ
コ
フ
は
、
ゆ
く
先
々
で
ご
馳
走
を
振
る
舞
わ
れ
、
そ
の
都

度
心
ゆ
く
ま
で
食
事
を
楽
し
む
。
正
体
は
詐
欺
師
の
く
せ
に
、
ピ
ロ
シ
キ

を
は
じ
め
、
湯
気
立
ち
の
ぼ
る
手
料
理
の
数
々
を
、
あ
あ
う
ま
い
、
あ
あ

う
ま
い
、
と
口
に
ほ
う
り
込
む
の
だ
か
ら
、
羨
ま
し
く
も
憎
ら
し
い
。

　
ゴ
ー
ゴ
リ
は
さ
す
が
に
稀
代
の
食
通
で
、
食
べ
物
の
こ
と
を
念
入
り
に

書
い
て
い
る
。
こ
の
食
事
の
内
容
が
、チ
チ
コ
フ
の
山
師
商
売
の
バ
ロ
メ
ー

タ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
本
書
の
指
摘
が
面
白
い
。
つ
ま
り
美
味
し
い

食
事
を
ご
馳
走
に
な
る
と
、
が
っ
ぽ
り
稼
ぐ
し
、
た
い
し
た
食
事
を
振
る

舞
わ
れ
な
い
と
、
苦
労
も
水
の
泡
と
い
う
よ
う
に
、「
も
て
な
し
の
食
事

と
チ
チ
コ
フ
の
将
来
の
夢
が
連
動
し
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。

　
ひ
さ
し
ぶ
り
に
岩
波
文
庫
版
（
平
井
肇
・
横
田
瑞
穂
訳
）
を
読
み
な
お
し

た
が
、
人
物
描
写
に
も
ま
し
て
食
事
描
写
が
し
っ
か
り
し
た
小
説
で
あ
る

こ
と
が
新
鮮
な
驚
き
だ
っ
た
。
以
前
、
た
だ
読
み
過
ご
し
た
食
卓
の
描
写

が
、
俄 が

ぜ
ん然

光
っ
て
み
え
る
。
ピ
ロ
シ
キ
に
つ
い
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
ツ
ボ
を

お
さ
え
た
書
き
方
が
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
濃
密
で
う
っ
と
り
す
る
こ
と
ば
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の
味
わ
い
と
い
っ
た
ら
。

　
こ
れ
ほ
ど
口
腹
の
よ
ろ
こ
び
を
高
ら
か
に
謳う

た

い
あ
げ
た
文
学
作
品
も
珍

し
い
だ
ろ
う
。『
死
せ
る
魂
』
を
、
沼
野
氏
は
ロ
シ
ア
文
学
「
二
大
グ
ル

メ
小
説
」
の
ひ
と
つ
と
認
め
て
い
る
（
ち
な
み
に
同
点
首
位
は
ゴ
ン
チ
ャ
ロ

フ
の
『
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
』）。 

　
十
九
、二
〇
世
紀
の
ロ
シ
ア
作
家
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
印
象
的
な
食
卓

風
景
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
を
読
む
と
よ
く
わ
か
る
。
だ
が
面
白

い
こ
と
に
、
こ
の
本
で
主
役
級
の
存
在
感
を
放
つ
の
は
、
必
ず
し
も
ロ
シ

ア
文
学
を
代
表
す
る
文
豪
た
ち
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
食
」
と
い
う
観
点

か
ら
読
み
な
お
す
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ソ
ル
ジ
ェ

ニ
ー
ツ
ィ
ン
の
あ
た
り
は
、
た
か
だ
か
脇
役
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
だ
。

こ
の
不
思
議
な
現
象
に
つ
い
て
、
沼
野
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
ロ
シ
ア
文
学
は
、
か
な
ら
ず
し
も
伝
統
的
に
食
事
の
場
面
が
た
く
さ
ん

描
か
れ
て
い
る
「
グ
ル
メ
文
学
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
精
神

的
な
も
の
を
重
ん
じ
物
質
的
な
も
の
を
疎う

と

ん
じ
る
禁ス

ト
イ
ッ
ク

欲
的
な
傾
向
が
強

く
、
食
事
や
料
理
と
い
っ
た
物
質
的
・
肉
体
的
な
も
の
を
下
品
な
も
の
と

見
な
し
て
き
た
。
さ
ほ
ど
多
く
の
作
家
が
筆
を
、
い
や
腕
を
ふ
る
っ
て
き

た
と
は
い
え
な
い
。

　
腑ふ

に
落
ち
る
説
明
だ
。
元
来
ロ
シ
ア
の
知
識
人
に
は
、
衣
食
住
や
お
金

に
関
す
る
「
物
質
的
な
も
の
」
を
、
魂
や
文
学
に
関
す
る
「
精
神
的
も
の
」

よ
り
低
く
見
る
傾
向
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

　
本
書
で
紹
介
さ
れ
る
『
罪
と
罰
』
を
例
に
取
っ
て
も
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
は
食
生
活
の
具
体
的
な
細
部
を
描
く
こ
と
に
さ
ほ
ど
熱
心
で
は
な
い

し
、
主
人
公
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
い
た
っ
て
は
「
食
事
そ
の
も
の
に
嫌

悪
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
え
て
く
る
。
な
に
し
ろ
、

も
の
を
食
べ
な
い
」
と
い
う
具
合
だ
。

　
三
度
三
度
の
食
事
を
顧
み
な
い
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
い
う
人
物
に

は
、
ロ
シ
ア
の
知
識
人
の
「
食
」
に
対
す
る
典
型
的
姿
勢
が
よ
く
表
れ
て

い
る
。
酷
な
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
魂
や
芸
術
と
い
う
抽
象
的
な
問

題
め
が
け
て
突
進
で
き
る
と
い
う
の
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
生
命
を
維
持
す

る
人
間
と
い
う
視
座
が
抜
け
落
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

　
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
全
体
と
し
て
の
傾
向
で
あ
る
と
の
こ
と
。

個
々
の
作
品
に
あ
た
る
な
か
で
、
著
者
の
ま
な
ざ
し
が
見
据
え
て
ゆ
く
の

は
、
ロ
シ
ア
文
学
に
描
か
れ
る
、
か
く
も
多
彩
で
め
く
る
め
く
食
の
世
界

に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
し
か
出
て
こ
な
い
粗
末
な
食

卓
に
も
、
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
の
大
地
に
根
ざ
し
た
人
間
観
を
読
み
と

る
と
い
う
よ
う
に
。「
食
欲
」
の
な
い
作
家
た
ち
を
も
受
け
入
れ
る
懐
の

深
さ
が
、
そ
の
ま
ま
本
書
の
味
わ
い
の
深
さ
と
な
っ
て
い
る
。 

　
　
　
　
　
＊ 

　
本
書
は
「
食
べ
る
こ
と
」
が
人
間
の
活
動
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
、
健

全
な
「
物
質
主
義
」
を
唱
え
る
ロ
シ
ア
文
学
者
に
し
て
は
じ
め
て
書
く
こ

と
の
で
き
る
本
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ロ
シ
ア
文
学
の
な
か
で
食
が
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か

─
そ
れ
を
こ
れ
ま
で
誰
も
真
剣
に
取
り
あ
げ

て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
食
文
化
が
卑
俗
な
領
域
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
従
来
の
ロ
シ
ア
文
学
の
紹
介
と
は
、
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
ち
が
う
、
ま

こ
と
に
滋
味
掬き

く

す
べ
き
書
物
。
味
読
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。（

住
岳
夫
）
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今
福
龍
太
著

『
身
体
と
し
て
の
書
物
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会　
二
〇
〇
九
年
三
月

　「『
書
物
に
な
ら
ん
と
す
る
世
界
』
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
『
世
界
に
な

ら
ん
と
す
る
書
物
』
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
野
心
を
受
け
継
い
だ

ま
ま
、
わ
た
し
た
ち
は
二
一
世
紀
へ
の
敷
居
を
ま
た
い
だ
。
こ
の
新
た
な

世
紀
は
、
数
千
年
に
お
よ
ぶ
人
類
の
知
性
史
に
お
い
て
書
物
に
託
さ
れ
て

き
た
イ
デ
ア
が
、
本
と
い
う
外
形
の
な
か
で
成
就
さ
れ
て
ゆ
く
か
ど
う
か

が
自
明
で
は
な
く
な
っ
た
、
は
じ
め
て
の
時
代
で
あ
る
」（
七
頁
）。
世
界

が
書
物
に
な
ろ
う
と
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
た
一
九
世
紀
後
半

の
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
か
ら
、
逆
に
書
物
が
世
界
に
な
ろ
う
と
す
る

と
い
う
ふ
う
に
発
想
の
転
換
を
図
っ
た
二
〇
世
紀
前
半
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

ジ
ョ
イ
ス
を
経
た
と
い
う
認
識
の
も
と
、
著
者
で
あ
る
今
福
氏
が
こ
の
よ

う
に
診
断
す
る
い
ま
、
ま
さ
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
東
京
外
国
語
大
学
出
版

会
の
嚆
矢
を
切
っ
て
昨
年
三
月
に
公
刊
さ
れ
た
本
書
は
、
書
物
と
い
う
概

念
に
お
い
て
「
旧
来
の
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」（
八
頁
）
と
「
電
子
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
が
開
い
た
新
し
い
テ
ク
ス
ト
空
間
」（
同
）
と
が
せ
め
ぎ
あ
う

現
在
の
状
況
の
な
か
で
、
そ
れ
で
も
な
お
書
物
が
も
つ
物
質
性
の
意
味
を

問
い
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
自
覚
的
に
俎
上
に
載
せ
た
い
く
つ
か
の
具
体
的

な
文
学
作
品
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
著
者
が
思
考
を
繰
り
ひ
ろ
げ
た
仕
事
で

あ
る
。
著
者
は
、「
書
物
と
し
て
の
イ
デ
ア
」（
二
〇
頁
）
に
「
事
物
と
精

神
性
の
統
合
体
と
し
て
の
本
」（
同
）
と
い
う
定
義
を
与
え
る
。「
身
体
と

し
て
の
書
物
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
本
と
し
て
表
現
さ
れ
る
あ
る
不
変
の

物
質
性
の
謂
い
な
の
で
あ
る
。

　
何
よ
り
も
本
書
が
物
質
性
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、

本
書
の
な
か
の
引
用
が
括
弧
で
は
な
く
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
小
型
本
の
一
行
の
ス
ペ
ー
ス
に
で
き
る
だ
け
多

く
の
小
さ
な
活
字
を
凝
縮
し
て
収
め
る
と
い
う
実
践
的
・
経
済
的
な
理
由

か
ら
」（
二
八
頁
）
生
ま
れ
た
と
い
う
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
成
り
立
ち
を
喚

起
す
る
の
を
は
じ
め
、
著
者
が
受
け
も
っ
た
学
部
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
こ
の

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
本
書
が
生
ま
れ
る
も
と
と
な
っ
た
）
で
実
際
に
学
生
に
本
を

制
作
さ
せ
た
り
、
さ
ら
に
は
活
版
印
刷
術
の
歴
史
に
言
及
し
つ
つ
造
本
の

プ
ロ
セ
ス
を
表
わ
す
「
ペ
ー
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
詳
細
に
つ
い
て
論
じ
た

り
す
る
な
ど
、
書
物
の
物
質
性
に
著
者
が
き
わ
め
て
自
覚
的
で
あ
る
の
は

ま
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
、
引
用
箇
所
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
示
す
る
と
い

う
試
み
は
、
字
体
を
あ
え
て
変
え
、
浮
き
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
物

の
物
質
性
を
い
や
が
お
う
に
も
読
者
に
意
識
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
て
い

る
。
ま
る
で
そ
こ
か
ら
、
個
々
の
形
態
を
と
っ
た
具
体
的
な
本
が
つ
ぎ
つ

ぎ
と
立
ち
あ
が
っ
て
く
る
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
に
。

　
と
こ
ろ
で
評
者
は
、
右
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索

エ
ン
ジ
ン
で
「
ゴ
シ
ッ
ク
体

　
引
用
」
を
検
索
し
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
英

語
の
「sans-serif

　citation

」、
ド
イ
ツ
語
の
「G

rotesk

　Zitat

」
を
検

索
し
て
み
た
。
す
る
と
、
上
位
の
検
索
結
果
で
は
少
な
く
と
も
、
引
用
を

ゴ
シ
ッ
ク
体
で
お
こ
な
う
と
い
う
例
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
評
者
が
こ

う
い
っ
た
検
索
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
引
用
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
示
す

る
と
い
う
著
者
の
試
み
が
独
自
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
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蓋
然
的
な
が
ら
も
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
お
き
た
い
か
ら
だ
っ
た
。
著
者

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
依
存
す
る
こ
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
、
少
な

く
と
も
本
書
の
枠
組
み
で
は
肯
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
な
い
と
は
っ

き
り
と
宣
言
し
て
い
る
。
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
は

つ
ね
に
す
で
に
こ
の
よ
う
な
行
為
を
あ
る
程
度
身
体
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
現
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
、sens-serif

そ
れ
に

G
rotesk

と
い
う
概
念
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
的
成
立
を
異
に
し
な
が
ら

も
実
際
の
使
用
に
お
い
て
似
た
よ
う
な
外
延
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
評

者
は
こ
の
検
索
と
い
う
行
為
を
つ
う
じ
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
仕
方
で
知
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
情
報
を
た
ん
に
消
費
し
て
い
る
だ
け

な
の
だ
と
著
者
な
ら
ば
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
は
身

体
性
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
も
と
に
さ
ら
に

何
か
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

　「
身
体
性
」
と
は
、
人
間
の
肉
体
性
に
制
限
さ
れ
た
そ
れ
と
外
延
を
同

じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
身
体
性
を
拡
張
す
る
。
け
れ

ど
も
こ
の
い
と
な
み
は
、
電
子
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
新
し
い
テ
ク
ス
ト
空
間

を
可
能
に
し
て
か
ら
よ
う
や
く
に
し
て
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
人

間
が
道
具
一
般
を
使
い
は
じ
め
て
以
来
、
皮
膚
や
筋
肉
や
神
経
で
つ
な

が
っ
た
肉
体
的
な
身
体
を
越
え
た
身
体
性
の
拡
張
は
す
で
に
し
て
起
こ
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
世
界
が
書
物
た
ら
ん
と
し
て
い
た
と
き
も
、
ま
た
書

物
が
世
界
た
ら
ん
と
し
は
じ
め
て
か
ら
も
、
こ
の
拡
張
は
つ
ね
に
す
で
に

進
行
し
て
い
る
。
世
界
の
書
物
化
と
書
物
の
世
界
化
は
同
じ
事
態
を
表
わ

す
メ
ダ
ル
の
両
面
で
あ
る
。
よ
く
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
界
の
書
物
化

は
知
に
よ
る
世
界
の
植
民
地
化
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
書
物
の
世
界

化
が
知
の
民
主
化
す
な
わ
ち
脱
植
民
地
化
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
過

程
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
書
物
は
つ
ね
に
す
で

に
身
体
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
つ
ね
に
す
で
に
肉
体
に
制

限
さ
れ
た
身
体
性
を
越
え
で
て
い
た
。
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
た
と
え

ば
、
一
八
世
紀
の
哲
学
者
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
で

崇
高
な
も
の
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
ロ
ー

マ
の
聖
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
を
、
自
分
の
生
ま
れ
た
町
か
ら
生
涯
一
度
も
出
ず

に
ど
う
し
て
か
れ
は
す
で
に
し
て
崇
高
で
あ
る
と
想
像
で
き
た
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
著
者
が
終
章
で
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
グ
リ
ッ
サ
ン
に

依
拠
し
つ
つ
提
起
し
て
い
る
書
物
の
イ
メ
ー
ジ
、「
水
牛
と
し
て
の
書
物
」

（
三
一
三
頁
）
に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
グ
リ
ッ
サ
ン
に
ま
つ
わ
る
特

殊
な
文
脈
で
い
え
ば
、
こ
の
水
牛
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
や
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク

島
に
実
際
に
い
る
水
牛
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
日
本
列
島
の
圏
域
で
生
活

し
て
い
る
人
間
は
、
現
実
の
水
牛
に
接
触
す
る
機
会
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な

い
。
だ
が
わ
た
し
た
ち
は
、「
身
体
と
し
て
の
書
物
」
を
つ
う
じ
て
、
こ

の
水
牛
を
つ
ね
に
す
で
に
「
不
変
数
」
と
し
て
「
透
視
」（
同
）
し
て
い
る
。

　
著
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
し
て
と
る
敵
対
的
な
態
度
と
は
裏
腹

に
、「
書
物
に
な
ら
ん
と
す
る
世
界
」
と
「
世
界
に
な
ら
ん
と
す
る
書
物
」

と
の
あ
い
だ
に
決
定
的
な
断
絶
は
な
い
し
、
後
者
の
過
程
の
連
続
性
の

も
と
で
著
者
が
課
題
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

時
代
に
お
け
る
電
子
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
書
物
と
の
あ
い
だ
に
も
そ
の

よ
う
な
断
絶
は
な
い
。
書
物
と
は
つ
ね
に
す
で
に
拡
張
す
る
身
体
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
拡
張
は
膨
張
し
た
り
、
ま
た
逆
に
収
縮
し
た
り
す
る

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
著
者
自
身
が
「
今

後
も
ま
だ
つ
づ
い
て
ゆ
く
」（
三
一
七
頁
）
本
書
の
主
題
の
基
層
的
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
本
書
の
末
尾
で
わ
た
し
た
ち
に
ゆ
だ
ね
る
、
不
変
数
と
し
て
の

「
水
牛
と
し
て
の
書
物
」
な
の
で
あ
る
。

（
大
澤
俊
朗
）
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柴
田
勝
二
著

『
中
上
健
次
と
村
上
春
樹
　〈
脱
六
○
年
代
〉
的
世
界
の
ゆ
く
え
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会　
二
〇
〇
九
年
三
月

　
本
書
の
基
本
的
な
視
座
は
「
あ
と
が
き
」
に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。「
一
見
対
照
的
に
見
え
る
二
人
の
作
家
が
、
見
か
け
の

差
異
を
乗
り
越
え
て
、
基
底
的
な
次
元
で
強
い
共
通
性
を
持
ち
合
う
例
は

少
な
く
な
い
」（
三
二
七
頁
）。
選
ば
れ
た
の
は
中
上
健
次
と
村
上
春
樹
で

あ
る
。
こ
の
視
座
の
も
と
で
二
人
の
作
家
を
読
み
進
め
た
結
果
、
著
者
は

次
の
こ
と
を
結
論
す
る
。「
両
者
の
人
物
た
ち
は
決
し
て
社
会
に
対
し
て

迎
合
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
反
逆
者
と
し
て
自
壊
的

に
生
き
よ
う
と
す
る
行
動
者
で
は
な
い
こ
と
が
斬
新
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼

ら
の
基
本
的
な
時
代
性
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
」（
三
二
八
頁
）。
そ
し
て
こ

の
「
時
代
性
」
が
、〈
モ
ダ
ン
〉
の
時
代
に
根
を
持
つ
作
家
た
ち
が
か
か

え
た
「〈
脱
六
○
年
代
〉
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
性
」
と
し
て
把
握
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　
〈
モ
ダ
ン
〉
に
根
を
持
つ
作
家
た
ち
が
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
性
〉
と
交
渉

す
る
た
め
の
仕
掛
け
と
は
、
中
上
健
次
の
三
部
作
（『
岬
』『
枯
木
灘
』『
地

の
果
て　

至
上
の
時
』）
に
お
け
る
「
秋
幸
」
と
「
実
父
・
龍
造
」、
ま
た
、

村
上
春
樹
の
三
部
作
（『
風
の
歌
を
聴
け
』『
一
九
七
三
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』『
羊

を
め
ぐ
る
冒
険
』）
に
お
け
る
「
僕
」
と
「
鼠
」
の
よ
う
に
、
主
人
公
と
副

主
人
公
、
す
な
わ
ち
主
人
公
と
そ
の
分
身
の
仮
構
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
分
身
た
ち
は
、
二
人
の
作
家
が
脱
却
し
よ
う
と
す
る
〈
過

去
性
〉
を
、
い
ず
れ
も
お
び
て
い
る
。
中
上
健
次
の
場
合
に
は
た
と
え
ば

肉
体
性
と
暴
力
性
と
が
付
与
さ
れ
た
父
・
龍
造
、
あ
る
い
は
性
の
悦
楽
の

さ
な
か
に
男
／
女
の
性
の
位
相
の
反
転
に
さ
ら
さ
れ
る
男
た
ち
。
い
ず
れ

も
旧
文
化
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
相
対
化
で
あ
る
。
こ

う
し
た
反
転
に
よ
っ
て
、
主
体
で
あ
る
主
人
公
は
つ
ね
に
他
者
化
・
他
界

化
さ
れ
て
反
照
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
人
公
と
分
身
が
幾
重
に
も
反
照

し
あ
い
な
が
ら
顕
在
化
す
る
「
他
者
性
」
な
い
し
「
他
界
性
」
こ
そ
が
、

仮
託
さ
れ
た
六
○
年
代
の
〈
過
去
性
〉
で
あ
り
、
そ
の
〈
過
去
性
〉
を
参

照
す
る
こ
と
で
他
者
性
と
他
界
性
の
顕
在
化
を
も
た
ら
す
の
が
、〈
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
性
〉
と
そ
の
戦
略
な
の
だ
と
著
者
は
論
じ
る
の
で
あ
る
。
本
書

の
成
果
の
ひ
と
つ
は
、こ
の
〈
過
去
性
〉
と
い
う
時
代
性
を
つ
か
み
と
り
、

そ
こ
に
批
評
の
陣
地
を
設
営
し
た
こ
と
で
あ
る
。
中
上
健
次
と
村
上
春
樹

が
、
巧
み
に
物
語
を
操
り
、
説
話
性
や
ア
ナ
グ
ラ
ム
な
ど
の
意
匠
を
凝
ら

す
さ
ま
に
目
を
配
り
つ
つ
、
し
か
し
基
本
的
に
は
〈
六
○
年
代
〉
を
脱
却

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
意
識
的
な
作
家
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
、
扱
わ
れ
て

い
る
す
べ
て
の
作
品
を
貫
い
て
つ
か
み
き
っ
た
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
辣
腕

が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
練
達
の
技
に
こ
そ
、蓮
實
重
彦
彥
の
説
話
論
的
・

表
象
論
的
な
批
評
や
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
〈
差
異
〉
の
文
学
論
を
く

り
だ
し
て
き
た
柄
谷
行
人
、
渡
部
直
己
ら
の
先
行
す
る
文
学
批
評
を
相
対

化
す
る
、
著
者
の
真
価
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
時
代
性
を
基
軸
に
中
上

健
次
や
村
上
春
樹
を
、
特
権
化
す
る
こ
と
な
く
文
学
史
の
な
か
に
軟
着
陸

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
文
学
の
社
会
性
を
、
文
学
の
仕
掛
け
を
壊

す
こ
と
な
く
論
じ
つ
く
そ
う
と
す
る
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
文
学
批
評
の

展
開
に
向
け
た
強
い
意
志
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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さ
ら
に
問
題
提
起
的
で
あ
る
の
は
、
ラ
カ
ン
を
援
用
し
な
が
ら
提
示
さ

れ
る
次
の
論
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
主
人
公
と
そ
の
分
身
と
い
う
仕
掛
け

を
通
じ
て
作
家
は
自
己
を
社
会
化
す
る
。
こ
の
自
我
の
社
会
化
・
他
者
化

は
、
し
か
し
そ
れ
が
「
書
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ぎ
り
、
ラ
カ
ン
で
い
え
ば
象
徴
界
に
位
置
す
る
、
文
字
の
表
記
が
も
つ

象
徴
的
な
去
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
文
字
化
は
欲

望
の
実
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
衰
滅
＝
死
の
欲
動
の
遂
行
で
も
あ
る

か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、〈
分
身
〉
を
生
み
出
す
こ
と
と
は
あ

ら
か
じ
め
去
勢
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
著

者
が
慧
眼
に
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
中
上
や
村
上
の
分
身
た
ち
は
書

か
れ
れ
ば
書
か
れ
る
だ
け
「
が
ら
ん
ど
う
」
に
、
無
化
に
限
り
な
く
近
づ

い
て
い
る
。
著
者
は
こ
こ
に
、〈
仮
託
さ
れ
た
過
去
〉
が
常
に
す
で
に
去

勢
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
読
み
取
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
〈
六
○
年

代
〉
的
な
も
の
を
葬
り
さ
ろ
う
と
す
る
欲
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
ま

た
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
上
健
次
よ
り
も
、
村

上
春
樹
の
主
人
公
た
ち
が
〈
自
己
無
化
的
な
内
面
〉
を
よ
り
積
極
的
に
標

榜
し
て
登
場
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
の
〈
自
己
無
化
的
な
内
面
〉
は
、

村
上
そ
の
ひ
と
が
中
国
に
対
し
て
し
め
す
「
か
す
か
な
負
い
目
」
と
共
振

す
る
。
著
者
は
こ
の
「
か
す
か
な
負
い
目
」
と
い
う
身
振
り
に
、
村
上
文

学
の
自
己
無
化
や
去
勢
の
う
ち
に
あ
る
、
独
特
の
作
法
を
か
ぎ
と
る
の

だ
。「
…
…
そ
し
て
こ
の
完
了
し
た
対
象
と
し
て
十
分
な
距
離
を
取
り
え

な
い
、
現
在
的
な
流
動
性
に
満
た
さ
れ
た
主
題
こ
そ
が
、
こ
こ
で
捉
え

て
き
た
、
戦
前
か
ら
現
在
に
至
る
日
中
関
係
の
系
譜
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（
二
四
六
頁
）。
中
国
侵
略
戦
争
に
対
す
る
負
債
は
、
審
議
未
了
の
自
己
否

定
の
契
機
と
し
て
、
こ
こ
で
同
時
代
的
な
表
出
の
水
準
に
お
い
て
と
ら
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
流
動
性
と
い
う
視
角
か
ら
把
握
さ
れ
た
社
会
性
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
把
握
に
よ
っ
て
、
不
断
の
去
勢
プ
ロ
セ
ス
の
な
か

で
、「
か
す
か
な
負
い
目
」
や
異
和
を
反
芻
し
続
け
、
そ
こ
に
耐
え
る
主

体
が
こ
こ
で
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
見
に
加
え
て
、中
上
の『
紀

州　

木
の
国
・
根
の
国
物
語
』
と
『
異
族
』
に
お
け
る
天
皇
の
内
実
の
相

違

─
後
者
に
お
け
る
天
皇
の
空
洞
化

─
の
発
見
も
、
賞
賛
を
こ
め
て

付
け
加
え
た
い
が
、
し
か
し
中
上
の
そ
れ
は
主
体
の
無
化
や
空
洞
化
を
積

極
的
な
戦
略
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
村
上
春
樹
に
一
日
の
長
が
あ
る
と
著

者
が
判
断
す
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
中
上
を
み
す
え
な
が

ら
、
村
上
の
「
内
面
の
空
白
を
断
罪
す
る
一
種
の
倫
理
性
」（
三
二
三
頁
）

と
い
う
主
体
、「
自
壊
的
な
行
動
者
」
と
な
ら
な
い
、
い
わ
ば
観
察
＝
投

機
（speculation

）
的
な
主
体
を
据
え
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
で
、
村
上
春

樹
論
の
ひ
と
つ
の
水
準
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
主
体
性
を
め
ぐ
る
思

想
の
ド
ラ
マ
の
一
幕
と
し
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
〈
六
○
年
代
〉
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
小
熊
英
二
の
大
著
『
一
九
六
八
年
』

上
・
下
（
新
曜
社
、
二
○
○
九
年
）
が
記
憶
に
新
し
い
。
小
熊
の
大
著
に

対
し
て
は
、
私
も
少
な
か
ら
ず
批
判
を
提
示
し
て
お
い
た
が
（
拙
稿
「『
あ

の
時
代
』
の
脱
神
話
化
」「
図
書
新
聞
」
二
○
○
九
年
九
月
五
日
号
）、
そ
れ
は

世
界
革
命
と
い
う
想
像
力
の
審
級
の
把
握
に
あ
ら
か
じ
め
躓
い
た
と
こ

ろ
に
難
点
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
中
上
健

次
と
村
上
春
樹
と
い
う
ふ
た
り
の
形
象
に
定
着
し
た
〈
六
○
年
代
〉
の
想

像
力
を
あ
る
が
ま
ま
に
格
納
し
つ
つ
、
そ
の
反
響
の
ゆ
く
え
を
み
さ
だ
め

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義

的
な
批
評
理
論
に
遊
ぶ
こ
と
な
く
、
文
学
史
の
成
果
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い

な
が
ら
、
社
会
文
学
と
し
て
の
矜
持
を
守
り
、
良
質
の
思
想
史
と
し
て
の

役
割
も
備
え
た
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
手
練
の
仕
事
な
の
で
あ

（
友
常
勉
）
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亀
山
郁
夫
著

『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
―
共
苦
す
る
力
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会　
二
〇
〇
九
年
四
月

　
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
、
九
・
一
一
事
件
、
秋
葉
原
無
差
別
殺
人
事

件
…
…
、
ど
れ
も
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
初
頭
の
間
に
起
こ
っ
た
重

大
な
事
件
で
あ
り
、
中
で
も
九
・
一
一
事
件
は
世
界
中
を
震
撼
さ
せ
、
大

き
な
歴
史
の
転
換
点
と
な
っ
た
事
件
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
現
代
に
生
き

る
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
事
件
を
当
然
予
期
す
る
こ
と
も
な
く
、
こ
れ
ら
の

暴
力
に
対
し
て
驚
き
お
の
の
い
た
。

　
さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
、
ボ
ー
ダ
レ

ス
化
…
…
、
こ
れ
ら
も
現
代
を
象
徴
す
る
、
現
代
を
映
し
だ
し
て
い
る
と

言
え
る
言
葉
で
あ
る
。
一
昔
前
に
は
少
な
く
と
も
一
般
人
に
と
っ
て
は
と

て
も
考
え
付
か
な
か
っ
た
世
界
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
登
場
し
始
め
て
い
た
十
数
年
前
で
あ
っ
て
も
、
今
あ
る
状
態
に

ま
で
進
歩
し
て
い
く
と
は
な
か
な
か
思
い
つ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
本
書
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
―
共
苦
す
る
力
』
の
序
章
に

お
い
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
が
予
見
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
著
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
本
書
で
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
四
つ
の
作
品
を
軸
と
し
て
、
そ
こ
か

ら
現
代
に
通
ず
る
秘
密
の
カ
ギ
を
紐
解
い
て
い
く
。
具
体
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
作
品
は
、『
罪
と
罰
』、『
白
痴
』、『
悪
霊
』、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
の
兄
弟
』
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
内
容
を
深
く
読
み
つ
つ
、
そ
の

内
容
に
関
す
る
様
々
な
解
釈
や
考
え
方
な
ど
が
著
者
独
特
の
例
え
や
言

い
回
し
、
さ
ら
に
は
時
に
実
体
験
も
交
え
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
く
。

　
本
書
は
い
わ
ゆ
る
横
文
字
も
幾
分
散
見
さ
れ
た
り
と
、
と
っ
つ
き
に
く

い
印
象
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
勝
る
の
は
著

者
特
有
の
語
り
口
調
で
あ
ろ
う
。
こ
の
独
特
の
語
り
口
調
に
よ
り
、
い
つ

の
間
に
か
本
書
の
内
容
に
馴
染
み
、
引
き
込
ま
れ
、
意
外
な
ほ
ど
あ
っ
と

い
う
間
に
読
了
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
自
身
も
そ

う
だ
っ
た
が
、
妙
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
当
然
、
文
体
に
限
ら
ず
中
身
も
興
味
深
い
。「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
」

と
題
が
う
た
れ
て
い
る
本
書
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
非
常
に
現
代
的
な
い

く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
そ
の
冒
頭
で
い
き
な
り
見
つ
け
る
こ
と
に
な

る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
一
九
世
紀
の
ロ
シ
ア
に
生
き
た
人
物
で
あ
る

わ
け
だ
か
ら
、
現
代
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
数
々
に
こ
こ
で
出
く
わ
す
こ
と

は
あ
ま
り
想
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
世
界
と
現
代
の
世
界
と
が
時
に
交
差
さ
れ
つ
つ
語
ら
れ
る
の
で
、
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
読
者
に
と
っ
て
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
興
味
を
そ
そ

る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
傲
慢
」
な
ど
と
い
っ
た
、
九
・
一
一
事
件
な
ど

よ
り
も
我
々
に
身
近
で
日
常
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ま
で
時
に
は
言
及

さ
れ
て
い
た
り
も
す
る
。
ま
た
そ
れ
ら
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
に

お
け
る
深
い
内
容
と
か
ら
め
ら
れ
て
お
り
、
次
に
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ

れ
て
い
く
の
か
と
、
引
き
付
け
ら
れ
る
点
が
盛
り
だ
く
さ
ん
な
内
容
で
あ

る
。

　
ま
た
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
を
読
む
上
で
の

カ
ギ
や
様
々
な
解
釈
の
可
能
性
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
興
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味
深
く
わ
く
わ
く
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
た
解
釈
の
諸
説
な
ど

も
簡
潔
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
読
者
は
そ
の
比
較
も
で
き
て
楽
し
い
。
ま

る
で
著
者
の
敷
い
て
く
れ
た
レ
ー
ル
に
沿
い
な
が
ら
、
作
品
の
内
容
に
迫

り
つ
つ
、
そ
こ
に
読
み
取
れ
る
も
の
を
汽
車
に
乗
っ
て
追
っ
て
い
く
よ
う

な
気
分
に
な
り
、
と
て
も
楽
し
め
る
の
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
が
四
つ
の
作

品
に
わ
た
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
汽
車
で
四
カ
国
の
旅
行
を
す
る
の
と
同

然
な
の
だ
。
実
に
満
足
感
抜
群
の
旅
で
あ
る
。

　
本
書
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
が
軸
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
や
は

り
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
ん
で
か
ら
で
な
い
と
…
…
、
な
ど
と
思
い
詰

め
る
必
要
は
全
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
翻
訳
で
で
も
一
読
し
て
い
る
方
が

よ
り
話
が
分
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
し
か
し
、
繰

り
返
す
よ
う
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
の
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
本
書
を
読
む

こ
と
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
に
多
く
の
隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
読
書
に
駆
り
立
て
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
作

品
を
読
み
解
く
た
め
の
様
々
な
ヒ
ン
ト
や
内
容
の
多
様
な
解
釈
が
本
書

中
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
初
め
て
あ
る
い
は
改
め
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
の
作
品
を
読
む
際
に
は
、
本
書
読
了
後
で
あ
れ
ば
読
み
や
す
く
な
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
少
な
く
と
も
、
目
で
文
章
を
追
っ
て
終
わ
る

と
い
う
こ
と
は
な
く
、
必
然
的
に
頭
で
い
ろ
い
ろ
考
え
な
が
ら
読
む
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
。
少
し
オ
ー
バ
ー
な
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
り
わ
け

今
ま
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
敬
遠
し
て
き
た
方
に
と
っ
て
、
本
書
は
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
世
界
へ
の
招
待
状
と
な
り
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
ら
の
作

品
を
読
み
解
く
た
め
の
コ
ン
パ
ス
や
地
図
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
一
読
者
と
し
て
の
正
直
な
感
想
を
最
後
に
述
べ
る
と
、
本
書
を
読
み
終

え
た
後
、
新
た
に
得
ら
れ
た
視
点
を
持
っ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品

を
も
う
一
度
読
み
返
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
は
、
単

に
作
品
の
内
容
や
登
場
人
物
の
視
点
に
た
っ
て
物
語
を
追
う
こ
と
し
か

で
き
な
か
っ
た
が
、
本
書
で
多
種
多
様
な
視
点
や
考
え
方
を
養
っ
た
上
で

読
む
と
、
も
っ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
ん
な
期
待
を
抱
き
つ
つ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
で
も
な

い
著
者
が
翻
訳
し
た
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
版
の
『
罪
と
罰
』
と
『
カ
ラ

マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
ま
ず
手
に
取
ろ
う
と
思
う
。

（
菅
井
健
太
）
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ベ ル ト ル ト ・ ブ レ ヒ ト 著 、 谷 川 道 子 訳

『 母 ア ン ナ の 子 連 れ 従 軍 記 』光 文 社 古 典 新 訳 文 庫

　
二 〇 〇 九 年 八 月

　
本 書 は 、  ド イ ツ 現 代 演 劇 の 旗 手 ベ ル ト ル ト  ・  ブ レ ヒ ト

（ 一 八 九 八

─
一 九 五 六 年 ）

が 、 亡 命 中 の 一 九 三 九 年 に 著 し た 作 品 の 、 谷 川

道 子 氏 に よ る 新 訳 で あ る 。　
舞 台 は 、 三 十 年 戦 争 中 期 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 ポ ー ラ ン ド 、 及 び

ド イ ツ 全 土 を 含 む 中

ミ ッ テ ル オ イ ロ ー パ

欧 で あ る 。 三 十 年 戦 争

（ 一 六 一 八

─
四 八

年 ）

と は 、  プ ラ ハ 城 に お け る 帝 国 役 人 の 窓 外 放 擲 事 件 に 発 端 し 、

神 聖 ロ ー マ 帝 国 を 主 役 、 そ し て 中 欧 を 主 た る 舞 台 と し て 展 開 した 、 最 初 の 「 国 際 戦 争 」 で あ る 。 類 似 の 戦 争 と し て 、 盛 期 中 世の 十 字 軍 や 、 中 世 後 期 の 英 仏 百 年 戦 争 が 想 起 さ れ る が 、 そ れ らと 同 戦 争 の 間 に は 決 定 的 な 違 い が あ る 。 そ れ は 、 宗 派 と い う 参戦 大 義 と 、 主 権 国 家 な る 参 戦 単 位 の 出 現 で あ る 。　 『 従 軍 記 』 は 一 六 二 四 年 春 、 ス ウ ェ ー デ ン か ら 始 ま り 、一 六 三 五 年 の バ イ エ ル ン で 終 わ る 。 確 か に 三 十 年 戦 争 が 物 語 に時 空 上 の 舞 台 を 提 供 し て い る が 、 そ こ で は 国 家 意 志 も 、 宗 教 的大 義 も 、 ど こ か 緊 迫 感 の な い 書 割 、 あ る い は 戯 画 的 遠 景 に す ぎな い 。 物 語 は む し ろ 、 母 ア ン ナ が 娘 カ ト リ ン と 引 き 続 け る 「 幌車 」 を 、 そ の す ぐ 傍 で 見 守 る 視 線 で 語 ら れ る 。 戦 争 と い う 不 条

理 な 状 況 の 下 で 、 子 供 た ち へ の 愛 情 だ け を 糧 に 逞 し く 生 き 抜 くア ン ナ の 姿 は 、 こ の 位 置 だ か ら こ そ 実 に 生 々 し い 。 生 き る 希 望─
愛 娘 カ ト リ ン ！

 ─
を 次 々 と 奪 わ れ て い く ア ン ナ に 、 す

ぐ 傍 に 居 な が ら 手 を 差 し 伸 べ る こ と も で き な い 。 胎 内 か ら 我 が子 を 引 き 剥 が さ れ て い く 、 母 の 喪 失 感 。 そ れ で も 幌 車 を 引 い てい く ア ン ナ の 気 丈 。 胸 引 き 裂 か れ る 思 い が 、 読 者 の 心 に 残 さ れる 。　
ブ レ ヒ ト が 底 本 と し た の は 、 三 十 年 戦 争 後 半 の 現 実 を 生

き た グ リ ン メ ル ス ハ ウ ゼ ン の 『 放 浪 女 ペ テ ン 師 ク ラ ッ シ ェ 』（ 一 六 七 〇 年 ）

で あ る と い う 。 こ の 主 題 の 舞 台 が 三 十 年 戦 争 に 設

定 さ れ た こ と に は 、 幾 重 も の 理 由 が 存 在 す る 。 本 作 の 執 筆 は一 九 三 九 年 、 亡 命 先 の ス ウ ェ ー デ ン で あ っ た 。 黄 金 の ワ イ マ ール ・ ベ ル リ ン に あ っ て 才 能 を 開 花 さ せ 、 演 劇 人 と し て 至 福 の 時を 謳 歌 し て い た ブ レ ヒ ト は 、 一 九 三 三 年 の ナ チ ス 政 権 掌 握 後 、ユ ダ ヤ 人 の 妻 、 子 供 た ち と 共 に 、 プ ラ ハ 、 ウ ィ ー ン 、 チ ュ ー リヒ 、  デ ン マ ー ク と 、  祖 国 を 離 れ ヨ ー ロ ッ パ じ ゅ う を 転 々 と し た 。国 家 と い う 怪 物 が 繰 り 広 げ る 近 代 戦 争 の 不 条 理 に 翻 弄 さ れ なが ら も 、 抗 い 立 ち 向 か う ブ レ ヒ ト 一 家 の 姿 は 、 ま さ に ア ン ナ の幌 車 に 重 ね 合 わ さ れ る 。　
ブ レ ヒ ト 出 生 の 町 ア ウ ク ス ブ ル ク は 、 宗 教 改 革 期 の 宗 派 対

立 、 宗 派 戦 争 に あ っ て 、  「 宗 派 は 領 邦 が 定 め る 」

（

cujus regio, ejus 

religio ）
と い う 標 語 で 知 ら れ る 宗 教 和 議

（ 宗 教 平 和 令 ）

が 発 布 さ

れ た 町 で あ る 。 ブ レ ヒ ト の 父 が カ ト リ ッ ク 、 母 が プ ロ テ ス タ ント で あ る と い う 事 実 は 、 両

ビ コ ン フ ェ シ オ ネ ー ル

宗 派 共 存 を 早 く に 実 現 し た こ の 町 の

歴 史 に 遠 く 淵 源 し て い る 。 だ か ら こ そ 、 宗 教 的 寛 容 の 精 神 に 背信 す る 三 十 年 戦 争 の 似

えせ

非 宗 派 主 義 は 、 従 軍 牧 師 役 の 風 見 鶏 的 な
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振
舞
い
を
通
じ
て
、
劇
中
、
幾
度
と
な
く
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。

　

歴
史
家
と
し
て
、
評
者
が
本
作
品
の
演
劇
と
し
て
の
評
価
や
演
出
面
の

領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
書
収
録
の

訳
者
解
説
に
譲
り
た
い
。
一
つ
だ
け
、
歴
史
的
観
点
か
ら
指
摘
で
き
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
ブ
レ
ヒ
ト
が
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
ら
と
立
ち
上

げ
た
「
ブ
レ
ヒ
ト
工
房
」
の
よ
う
な
、
近
代
知
を
超
克
し
て
い
く
学
際
的

サ
ー
ク
ル
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
、
同
時
多
発
的
に
発
生

し
た
怪
奇
で
あ
る
。
カ
バ
ラ
研
究
者
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
、
心
理

学
者
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
、
美
術
史
家
ア
ビ
・
ワ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
中

世
思
想
研
究
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ン
ト
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
、
中
世
文
献
学
者
エ

ル
ン
ス
ト
・
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
と
い
っ
た
固
有
名
詞
を
試

み
に
列
挙
し
て
み
た
だ
け
で
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
チ
ュ
が
持
ち
え
た

巨
大
な
潜
在
能
力
が
理
解
で
き
よ
う
。
ナ
チ
ズ
ム
の
罪
過
の
一
つ
は
、
こ

れ
ら
の
工
房
群
を
、
そ
の
多
分
に
ユ
ダ
ヤ
的
色
彩
ゆ
え
に
、
す
べ
て
海
外

に
流
出
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

  

『
母
ア
ン
ナ
の
子
連
れ
従
軍
記
』（『
肝
っ
玉
お
っ
母
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
』

と
し
て
も
知
ら
れ
る
）
の
邦
訳
に
は
、
伝
説
の
演
劇
人
で
ブ
レ
ヒ
ト
上
演

者
で
あ
る
千せ

ん
だ
こ
れ
や

田
是
也
に
よ
る
初
訳
（
一
九
五
三
年
）、
そ
の
弟
子
で
ブ
レ

ヒ
ト
研
究
の
第
一
人
者
岩
淵
達
治
に
よ
る
訳
業
（
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。

谷
川
訳
は
し
た
が
っ
て
、
第
三
の
訳
業
と
な
る
。「
訳
者
あ
と
が
き
」
に

も
あ
る
通
り
、
谷
川
訳
の
端
緒
は
、
二
〇
〇
五
年
秋
上
演
の
大
竹
し
の
ぶ

主
演
、
栗
山
民
也
演
出
の
「
母
・
肝
っ
玉
と
そ
の
子
供
た
ち

─
三
十
年

戦
争
年
代
記
」（
新
国
立
劇
場
）
の
た
め
の
翻
訳
台
本
に
あ
っ
た
。
私
事
に

な
る
が
、
こ
の
上
演
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
三
十
年
戦
争
の
歴
史
的
背
景

を
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
、
谷
川
先
生
と
評
者
と
の
フ
ァ
ー
ス

ト
・
コ
ン
タ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
外
語
大
へ
の
赴
任
を
翌
年
四
月
に
控
え
た

秋
の
こ
と
だ
。
あ
れ
か
ら
四
年
の
月
日
を
、
ド
イ
ツ
語
専
攻
の
同
僚
と
し

て
過
ご
し
、
間
も
な
く
先
生
は
外
大
を
去
ら
れ
る
。
体
力
的
に
キ
ツ
イ
時

で
も
い
つ
も
元
気
印
の
道
子
先
生
は
、
新
任
で
不
慣
れ
な
私
に
と
っ
て
、

ま
さ
に
度
胸
ア
ン
ナ
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
理
路
整
然
と
は
言
え
ぬ
が
、
ミ

チ
コ
・
マ
シ
ー
ン
か
ら
発
せ
ら
れ
る
神
の
火
花
の
ご
と
き
言
葉
の
数
々

は
、
ブ
レ
ヒ
ト
作
品
の
台
詞
の
ご
と
く
、
タ
イ
ム
ラ
グ
を
伴
っ
て
、
時
に

は
思
わ
ぬ
地
点
に
着
地
す
る
コ
ト
バ
、
体
内
を
い
つ
ま
で
も
飛
び
回
り
続

け
る
、
演
劇
的
コ
ト
バ
で
あ
っ
た
。
こ
の
貴
重
な
出
会
い
を
、
こ
れ
か
ら

も
折
に
触
れ
て
、
噛
み
締
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
既
述
の
と
お
り
、
新
訳
で
あ
る
。
新
訳
に
は
、
よ
り
正
確
な

訳
へ
の
改
訳
、
日
本
語
表
現
を
現
代
の
日
本
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
す
る

改
訳
等
、
い
く
つ
も
の
意
義
が
あ
り
う
る
。
谷
川
訳
に
は
し
か
し
、
ド
イ

ツ
現
代
演
劇
を
疾
駆
し
て
き
た
演
劇
人
＝
研
究
者
の
半
生
が
、
意
味
を

も
っ
て
折
り
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
訳
業
は
ま
さ
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
を
女
性

と
い
う
存
在
を
か
け
て
生
き
て
き
た
訳
者
の
、
一
里
塚
な
の
だ
。

　

共
感
性
を
増
し
た
こ
の
訳
文
が
、
現
代
日
本
を
生
き
る
若
者
の
手
元
に

届
け
ら
れ
、
ブ
レ
ヒ
ト
が
描
く
ア
ン
ナ
の
生
き
様
が
彼
ら
の
人
生
と
切
り

結
び
、
意
味
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
こ
と
を
願
う
。
ミ
チ
コ
・
マ
ニ
ア
と
し

て
は
、
訳
者
渾
身
の
「
解
説
」
と
と
も
に
、
店
主
の
鑑
識
眼
確
か
な
門
前

仲
町
の
古
書
店
で
購
入
し
た
『
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
・
マ
シ
ー
ン
』（
未

来
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

＊
を
、
本
書
と
合
わ
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
、
強
く

推
奨
し
た
い
。

 
＊
『
総
合
文
化
研
究
』
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
亀
山
郁
夫
氏
に
よ
る
書
評
が
あ
る
。

（
千
葉
敏
之
）
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チ
ャ
ッ
タ
ワ
ー
ラ
ッ
ク
著
、
宇
戸
清
治
訳

『
二
つ
の
時
計
の
謎
』

講
談
社　
二
〇
〇
九
年
九
月

　

一
九
三
二
年
、
立
憲
革
命
直
後
の
バ
ン
コ
ク
。
有
力
者
モ
ン
コ
ン
男
爵

の
息
子
チ
ャ
ク
ラ
が
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
。
バ
ン
コ
ク
警
察
要
人
外

事
課
の
サ
マ
イ
警
部
は
モ
ン
コ
ン
男
爵
か
ら
親
の
代
の
恩
を
着
せ
ら
れ
、

チ
ャ
ク
ラ
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
よ
う
要
請
さ
れ
る
。
サ
マ
イ
警
部
は
相
棒
ラ

オ
ー
と
共
に
、
事
件
の
調
査
に
乗
り
出
し
た
。

　

チ
ャ
ク
ラ
は
理
髪
店
の
壁
掛
け
時
計
を
奪
う
た
め
に
侵
入
し
、
そ
こ
に

居
合
わ
せ
た
店
主
を
持
っ
て
い
た
時
計
で
殴
り
つ
け
、
逃
走
を
図
っ
た
。

壊
れ
た
壁
掛
け
時
計
の
針
が
示
す
時
刻
か
ら
、
犯
行
は
午
後
九
時
五
十
五

分
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
同
夜
、
チ
ャ
ク
ラ
と
共
同
経

営
し
て
い
た
輸
入
販
売
店
の
経
営
者
が
首
吊
り
自
殺
を
遂
げ
て
い
た
。
さ

ら
に
翌
朝
に
は
、
運
河
で
娼
婦
の
溺
死
死
体
が
発
見
さ
れ
る
。
死
ん
だ
娼

婦
は
チ
ャ
ク
ラ
の
懐
中
時
計
を
持
っ
て
お
り
、
恋
愛
関
係
の
縺
れ
か
ら
覚

悟
の
入
水
自
殺
を
図
っ
た
と
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
証
拠
品
を
確
認
し
て

い
た
サ
マ
イ
警
部
は
、
水
に
沈
ん
で
止
ま
っ
た
懐
中
時
計
が
示
す
時
刻
に

目
を
留
め
る
。
そ
の
懐
中
時
計
の
針
は
、
チ
ャ
ク
ラ
が
傷
害
事
件
を
起
こ

し
た
午
後
九
時
五
十
五
分
を
指
し
て
止
ま
っ
て
い
た
。

　

午
後
九
時
五
十
五
分
。
題
名
に
も
あ
る
よ
う
に
、
同
時
刻
を
指
し
示
し

た
二
つ
の
時
計
の
謎
が
、
本
書
『
二
つ
の
時
計
の
謎
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
一
致
は
単
な
る
偶
然
な
の
か
、
そ
れ
と
も
背
後
に
は

別
の
真
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
。
一
晩
に
発
生
し
た
三
つ
の
事
件
が
複

雑
に
絡
み
合
い
、
さ
ら
に
チ
ャ
ク
ラ
を
殺
そ
う
と
企
む
中
国
人
マ
フ
ィ
ア

ま
で
も
登
場
す
る
。
怒
り
に
ま
か
せ
て
冷
静
な
判
断
力
を
失
う
サ
マ
イ
警

部
は
、
上
司
と
モ
ン
コ
ン
男
爵
、
そ
し
て
闇
社
会
の
ボ
ス
か
ら
事
件
解
決

ま
で
の
期
限
を
区
切
ら
れ
、
チ
ャ
ク
ラ
の
命
と
自
身
の
職
を
か
け
て
窮
地

に
立
た
さ
れ
る
。
一
方
、
相
棒
ラ
オ
ー
は
数
ヶ
月
前
に
発
生
し
た
未
解
決

の
男
女
溺
死
事
件
を
内
密
に
捜
査
し
て
お
り
、
モ
ン
コ
ン
男
爵
に
疑
惑
の

目
を
向
け
て
い
た
。
サ
マ
イ
警
部
と
相
棒
ラ
オ
ー
は
時
に
体
を
張
り
、
時

に
頭
を
働
か
せ
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
謎
に
迫
っ
て
い
く
。

　

チ
ャ
ク
ラ
の
起
こ
し
た
傷
害
事
件
を
調
査
す
る
サ
マ
イ
警
部
と
ラ

オ
ー
は
、
事
件
解
決
へ
の
糸
口
と
し
て
Ｊ
・
Ｈ
・ 

フ
ッ
ト
レ
ル
（Jacques 

H
eath Futrelle, 1875.4.9-1912.4.15

）
に
よ
る
短
編
小
説
「
完
全
な
ア
リ
バ

イ
」
を
参
考
に
す
る
。
フ
ッ
ト
レ
ル
は
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
と
共
に
沈
ん
だ

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
つ
小
説
家
で
あ
る
。「
完
全
な
ア
リ
バ

イ
」
で
は
、
深
夜
、
衝
動
的
に
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
男
チ
ェ
イ
ス

が
、
犯
行
後
に
数
キ
ロ
離
れ
た
歯
科
医
院
に
忍
び
込
ん
で
時
計
の
針
を
一

時
間
戻
す
。
そ
の
後
、
歯
痛
を
訴
え
て
歯
科
医
を
叩
き
起
こ
し
、
治
療

を
受
け
る
。
そ
し
て
歯
科
医
が
眠
り
に
就
い
た
後
、
チ
ェ
イ
ス
は
再
び
忍

び
込
ん
で
時
計
の
針
を
元
に
戻
す
。
こ
う
し
て
犯
行
時
刻
の
ア
リ
バ
イ

を
巧
妙
に
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
フ
ッ
ト
レ
ル
、
宇
野
利
泰

訳 
二
〇
〇
九
年
、「
完
全
な
ア
リ
バ
イ
」『
思
考
機
械
の
事
件
簿
Ⅰ
』
二
六
七
│

二
九
〇
頁
）。
チ
ャ
ク
ラ
の
起
こ
し
た
事
件
は
単
な
る
傷
害
事
件
で
あ
っ

た
の
か
。
そ
れ
と
も
チ
ャ
ク
ラ
は
「
完
全
な
ア
リ
バ
イ
」
の
チ
ェ
イ
ス
の

よ
う
に
、
ア
リ
バ
イ
工
作
の
た
め
に
理
髪
店
を
訪
れ
た
の
か
。
そ
う
で
あ
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れ
ば
、
何
の
た
め
に
ア
リ
バ
イ
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。

　

ま
た
、
三
つ
の
事
件
現
場
か
ら
得
ら
れ
る
証
拠
品
に
も
事
件
の
謎
を
解

く
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
壊
れ
た
掛
け
時
計
、
使
い
古
さ
れ
た
二
枚
の
腰

布
、
小
型
の
帳
簿
、
水
の
乾
い
た
跡
が
残
っ
て
い
る
懐
中
時
計
、
そ
し
て

陶
器
の
破
片
。
こ
れ
ら
の
証
拠
品
が
、そ
れ
ぞ
れ
意
外
な
真
実
を
物
語
る
。

サ
マ
イ
警
部
と
相
棒
ラ
オ
ー
は
証
拠
品
を
前
に
推
理
を
展
開
さ
せ
、
最
終

的
に
複
数
の
事
件
を
一
気
に
解
決
へ
と
導
く
。

　

サ
マ
イ
警
部
に
相
棒
ラ
オ
ー
、
モ
ン
コ
ン
男
爵
、
チ
ャ
ク
ラ
、
中
国
人

マ
フ
ィ
ア
、
そ
し
て
彼
ら
を
取
り
巻
く
女
た
ち
。
こ
れ
ら
登
場
人
物
間
の

人
間
関
係
も
面
白
い
。
サ
マ
イ
警
部
や
ラ
オ
ー
の
モ
ン
コ
ン
男
爵
に
対
す

る
憎
悪
の
念
、
中
国
人
マ
フ
ィ
ア
と
娼
婦
の
間
の
真
摯
な
愛
。
と
り
わ
け

モ
ン
コ
ン
男
爵
の
息
子
チ
ャ
ク
ラ
に
対
す
る
歪
ん
だ
愛
が
、
二
つ
の
時
計

の
奇
妙
な
一
致
を
作
り
出
し
た
と
す
る
結
末
は
予
想
外
で
あ
る
。
無
慈
悲

な
ま
で
の
冷
酷
さ
を
備
え
た
モ
ン
コ
ン
男
爵
は
、
本
書
に
登
場
す
る
様
々

な
人
物
の
中
で
も
一
際
目
立
つ
存
在
で
あ
ろ
う
。

　

タ
イ
文
学
作
品
で
あ
る
た
め
、
作
品
に
描
か
れ
た
衣
食
住
か
ら
は
タ
イ

の
風
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
訳
者
に
よ
る
と
、
当
時
の
中
国
人
居
住
区

に
暮
ら
す
人
々
の
生
態
や
、
暗
黒
街
を
支
配
す
る
闇
組
織
に
つ
い
て
の
記

述
の
多
く
は
史
実
に
基
づ
い
て
お
り
、
ミ
ス
テ
リ
ー
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与

え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
っ
た
タ
イ
の

事
情
に
詳
し
い
者
は
本
書
を
余
す
こ
と
な
く
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
タ
イ
事
情
を
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
タ
イ
の
雰

囲
気
は
充
分
に
味
わ
え
る
は
ず
で
あ
る
。
高
床
式
家
屋
や
ク
ラ
ベ
ー
ン
と

呼
ば
れ
る
タ
イ
の
伝
統
的
な
着
付
け
、
熱
々
の
お
か
ゆ
と
空
芯
菜
炒
め
に

ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
り
を
含
む
冷
え
た
水
カ
ン
フ
ー
や
タ
イ
式
ボ
ク
シ
ン

グ
に
よ
る
格
闘
シ
ー
ン
は
、
タ
イ
独
特
の
描
写
で
あ
る
。

　

本
書
は
「
ア
ジ
ア
本
格
リ
ー
グ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
二
弾
と
し
て
、

タ
イ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
作
品
か
ら
選
び
抜
か
れ
た
一
冊
で
あ
る
。
原
作
は
ミ

ス
テ
リ
ー
大
賞
を
受
賞
し
て
お
り
、
今
、
タ
イ
で
最
も
面
白
い
ミ
ス
テ

リ
ー
作
品
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
台
湾
・
イ
ン
ド
・
韓
国
・
中
国
・
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
ミ
ス
テ
リ
ー
作
品
を
も
含
む
「
ア
ジ
ア
本
格
リ
ー
グ
」
は
、

馴
染
み
の
な
い
ア
ジ
ア
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
触
れ
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。

各
国
の
ミ
ス
テ
リ
ー
を
読
み
比
べ
る
の
も
良
い
。
ミ
ス
テ
リ
ー
の
新
た
な

楽
し
み
方
で
あ
る
。

（
安
永
有
希
）
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ダ ニ エ ル ・ シ ュ タ イ ン が 通 訳 し た こ と

リ ュ ド ミ ラ ・ ウ リ ツ カ ヤ 著 、 前 田 和 泉 訳

『 通 訳 ダ ニ エ ル ・ シ ュ タ イ ン 』

新 潮 社

　
二 〇 〇 九 年 九 月

 　
主 人 公 の ユ ダ ヤ 人 ダ ニ エ ル ・ シ ュ タ イ ン は 、 生 と 死 の 狭 間 の

中 で 生 き 抜 い て き た 人 物 で あ る 。  「 十 九 歳 。 生 き て い る こ と 自体 、 奇 跡 で し た 」 と 語 り 、 ナ チ ス の 秘 密 警 察 ゲ シ ュ タ ポ の 通 訳と し て 働 か ざ る を 得 な か っ た 戦 争 中 の 過 酷 な 現 実 を 通 し て 、 ダニ エ ル は 他 者 を 認 め る 資 質 と 寛 容 の 精 神 を 獲 得 し た の で あ ろう 。 通 常 の 精 神 状 態 で は 生 き ら れ な か っ た 戦 争 当 時 で は 、 こ の資 質 を 持 つ こ と は 難 し か っ た 。 そ し て 、 寛 容 の 心 は 、 そ の 後 の人 生 に お い て 自 ら の ア イ デ ン テ ィ テ イ を 宗 教 や 思 想 や 民 族 や社 会 に 求 め る の で は な く 、 自 分 を 信 じ る 心 に 求 め た ダ ニ エ ル ・シ ュ タ イ ン の 精 神 の 拠 り 所 で あ っ た と 思 わ れ る 。　
作 者 の リ ュ ド ミ ラ ・ ウ リ ツ カ ヤ は 、 あ る イ ン タ ビ ュ ー の 中

で 「 彼 が 私 の 家 に 入 っ て き た 時 、  息 を す る こ と が で き な か っ た 。全 く 違 う 種 類 の 人 間 だ 。 言 葉 で 言 い 表 せ な い 聖 な る 物 を 感 じた 」 と 、 実 在 の 人 物 ダ ニ エ ル ・ ル フ ェ イ セ ン と の 一 九 九 二 年 のモ ス ク ワ で の 初 め て の 出 会 い に つ い て 語 っ て い る 。 そ れ か ら 、ウ リ ツ カ ヤ は こ の 実 在 の ダ ニ エ ル を 下 敷 き に 、 無 限 の 誠 実 さ と勇 気 と 寛 容 な 精 神 を も っ た 「 と て も 愛 想 の よ い 、 普 通 の 人 」 ダ

ニ エ ル ・ シ ュ タ イ ン を 十 年 間 に わ た っ て 描 く こ と に な る 。　
ダ ニ エ ル が ど の よ う に し て 寛 容 の 心 を 持 ち え た の か 、 持 た ざ

る を 得 な か っ た の か 。 そ の 秘 密 を 明 ら か に し て い く の が 、 他 の登 場 人 物 た ち の 声 で あ る 。 し か も 、 第 二 次 世 界 大 戦 、 戦 後 、 そし て 現 在 ま で の 時 間 と ア メ リ カ 、 イ ス ラ エ ル 、 ポ ー ラ ン ド 、 旧ソ 連 等 の 場 所 が 、 多 く の 小 説 の 登 場 人 物 の 声 と 共 に ダ イ ナ ミ ック に 動 き ま わ っ て い る 。 こ う い っ た 時 空 間 の 中 で 、 フ ィ ク シ ョン と 現 実 と が 交 じ り あ っ た モ ン タ ー ジ ュ 形 式 に よ っ て 通 訳 ダニ エ ル の 形 象 が 生 き 生 き と 魅 力 的 な 人 物 と し て 浮 か び あ が って く る の で あ る 。　
実 在 の ダ ニ エ ル ・ ル フ ェ イ セ ン は 、 ポ ー ラ ン ド に 生 ま れ た ユ

ダ ヤ 人 で 、 第 二 次 世 界 大 戦 中 、 ゲ シ ュ タ ポ の 通 訳 と し て 働 き 、ベ ラ ル ー シ の あ る 町 の ゲ ッ ト ー か ら 多 く の ユ ダ ヤ 人 を 脱 出 させ 、 救 っ た 。 ナ チ ス か ら の 逃 亡 中 に 寄 寓 し た 女 子 修 道 院 で 洗 礼を 受 け 、 二 〇 歳 で カ ト リ ッ ク 信 者 と な り 、 そ の 後 カ ル メ ル 派 の神 父 と な る 。 一 九 五 九 年 に イ ス ラ エ ル に 出 国 し 、 キ リ ス ト 教 の他 民 族 社 会 に 根 を お ろ し 、 ヘ ブ ラ イ 語 で カ ト リ ッ ク の 礼 拝 を 執り 行 っ た 。 し か し 、 カ ト リ ッ ク 信 仰 の た め に 、 ユ ダ ヤ 人 で あ りな が ら 、 イ ス ラ エ ル 国 籍 を 拒 否 さ れ た 。 ま た 、 宗 派 を 超 え た 教会 を 目 指 し た 彼 の 活 動 は 、 ロ ー マ ・ カ ト リ ッ ク 教 会 か ら 異 端 視さ れ た 。 ほ ぼ 四 十 年 間 イ ス ラ エ ル に 居 住 し 、 カ ト リ ッ ク 神 父 とし て 活 動 し 、 一 九 九 八 年 心 臓 発 作 で 死 亡 し た 。 実 在 の 人 物 と 小説 の 主 人 公 の 人 生 に お け る 違 い は 、 そ の 死 の 迎 え 方 に あ る と され る 。　
こ の 小 説 で は 、 作 家 の 創 作 上 の 主 人 公 ダ ニ エ ル を 中 心 軸 と し

て 、 世 界 各 地 に 住 む 多 く の 登 場 人 物 の 声 を 通 じ て 、 非 寛 容 の 精
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神
か
ら
生
ま
れ
る
現
代
社
会
が
か
か
え
る
問
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

そ
れ
は
民
族
問
題
、
親
と
子
の
問
題
、
夫
婦
の
問
題
、
性
の
問
題
、
信
仰

の
問
題
、
宗
教
の
問
題
、
過
激
民
族
主
義
の
問
題
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

問
題
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
の
問
題
な
ど
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の

解
決
困
難
な
問
題
は
、
登
場
人
物
が
直
接
関
わ
る
書
簡
、
新
聞
記
事
、
講

演
会
や
対
話
と
い
っ
た
形
式
を
通
じ
て
、
読
み
手
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
く

る
。
ダ
ニ
エ
ル
は
、「
解
け
な
い
問
題
は
山
ほ
ど
あ
る
の
で
す
。
解
く
の

で
は
な
く
、
共
存
し
、
耐
え
て
ゆ
く
術
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
も
の
が
こ
の
世
に
は
存
在
す
る
の
で
す
」
と
語
り
、
さ
ら
に
そ

の
時
に
何
も
し
な
い
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
判
断
で
行
動
す
る
こ
と
が
重

要
だ
と
強
調
す
る
。

　

ウ
リ
ツ
カ
ヤ
自
身
も
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
ダ
ニ
エ
ル
か
ら
教
え
ら
れ

た
こ
と
は
、
そ
の
人
が
何
を
信
じ
て
い
る
の
か
が
重
要
で
は
な
く
、
重
要

な
の
は
そ
の
人
の
行
動
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ダ

ニ
エ
ル
か
ら
の
教
え
を
、『
通
訳
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ュ
タ
イ
ン
』
発
行
後
に

ウ
リ
ツ
カ
ヤ
自
身
が
具
体
的
な
行
動
を
お
こ
な
う
こ
と
で
実
現
し
て
い

る
。
彼
女
は
、
B
・
ア
ク
ー
ニ
ン
や
V
・
ペ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
な
ど
著
名
な
作

家
達
と
共
に
本
を
刊
行
す
る
こ
と
で
、
モ
ス
ク
ワ
に
初
め
て
設
立
さ
れ
た

ホ
ス
ピ
ス
へ
の
支
援
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
編
集
者
と
し

て
子
供
の
教
育
書
シ
リ
ー
ズ
の
編
纂
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
子
供
向
け

書
物
シ
リ
ー
ズ
は
、
様
々
な
民
族
の
伝
統
・
習
慣
・
歴
史
な
ど
を
紹
介
し
、

異
文
化
に
対
す
る
寛
容
性
、
他
者
を
尊
重
し
、
認
め
る
こ
と
、
理
解
す
る

こ
と
を
子
供
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
小
説
の
中
で
ダ
ニ
エ
ル
が
自
分
の
生
い
立
ち
を
通
し
て
、
他
者
を
認

め
る
こ
と
を
子
供
た
ち
に
話
し
か
け
て
い
る
姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

　

読
み
進
め
て
い
く
と
、
青
年
時
代
の
通
訳
と
し
て
の
ダ
ニ
エ
ル
よ
り
、

神
父
と
し
て
活
動
す
る
ダ
ニ
エ
ル
の
姿
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
、
新
約
・

旧
約
聖
書
な
ど
が
描
か
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
か
ら
離
れ

た
場
所
に
い
る
私
に
は
難
し
く
感
じ
る
点
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
以
上

に
こ
の
本
が
読
者
を
惹
き
つ
け
る
の
は
、
ダ
ニ
エ
ル
の
人
間
と
し
て
の
優

し
さ
で
あ
ろ
う
。
目
の
前
の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
準
備
す
る
の
で
は
な

く
、
ダ
ニ
エ
ル
は
常
に
問
題
を
抱
え
た
人
々
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
彼
の
暖
か
い
人
間
目
線
が
至
る
所
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
現
代
社
会
が
抱
え
る
不
寛
容
と
無
理
解
の
問
題
解
決
の
た

め
に
、
黙
々
と
誠
実
に
、
他
者
へ
の
優
し
い
、
暖
か
い
眼
差
し
を
持
っ
て

行
動
す
る
ダ
ニ
エ
ル
の
姿
に
、
作
者
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
の
姿
を
重
ね
合
わ
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
様
性
を
認
め
る
寛
容
の
精
神
を
伝

え
る
こ
と
が
、
心
の
通
訳
者
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
ュ
タ
イ
ン
と
作
者
ウ
リ
ツ
カ

ヤ
自
身
が
残
そ
う
と
し
た
子
供
た
ち
へ
の
未
来
へ
の
遺
産
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

作
者
：
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
ウ
リ
ツ
カ
ヤ　

一
九
四
三
年
生
ま
れ
。
モ
ス
ク
ワ
大
学
卒
業
後
、

『
ソ
ー
ネ
チ
カ
』
な
ど
を
発
表
。
現
代
ロ
シ
ア
で
最
も
活
躍
す
る
人
気
作
家
。

（
中
神
美
砂
）
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エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

	
	

─
音
を
「
こ
ぼ
し
て
」
は
な
ら
な
い
、

あ
る
い
は
テ
ン
シ
ョ
ン
を
保
つ
こ
と

ホ
ミ
・
バ
ー
バ
／
Ｗ
・
Ｊ
・
Ｔ
ミ
ッ
チ
ェ
ル
編

上
村
忠
雄
、
八
木
久
美
子
、
粟
屋
利
江
訳

『
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
　
対
話
は
続
く
』

み
す
ず
書
房　
二
〇
〇
九
年
一
〇
月

　

本
書
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
思
想
的
遺
産
を
振
り
返
る
た
め
に

企
画
さ
れ
た
論
集
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
九
月
二
五
日
の
サ
イ
ー
ド
の
死

に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
批
評
が
深
い
哀
悼
の
思
い
を
表
明
し
て
い

る
。
一
七
本
の
エ
ッ
セ
イ
を
と
お
し
て
、
長
年
の
友
人
た
ち
が
サ
イ
ー
ド

と
の
対
話
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
か
れ
の
思
想
を
再
考
し
て
、「
世
俗

的
批
判
」
や
「
人
文
学
」
と
い
っ
た
概
念
を
、
あ
ら
た
め
て
最
新
の
問
題

に
適
用
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
は
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に

コ
ミ
ッ
ト
す
る
情
熱
的
な
知
識
人
と
し
て
、
活
動
家
と
し
て
、「
人
文
主

義
の
抵
抗
」
を
唱
導
し
て
い
た
。
な
ぜ
抵
抗
の
語
り
は
「
ゆ
っ
く
り
と
し

た
」
も
の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ホ
ミ
・
バ
ー

バ
は
「
ア
ダ
ー
ジ
ョ
」
で
考
え
て
い
る
。
速
度
が
ゆ
っ
く
り
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
部
分
と
全
体
と
の
、
あ
る
い
は
美
的
な
も
の
と
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
も
の
と
の
あ
い
だ
の
テ
ン
シ
ョ
ン
（
緊
張
＝
不
協
和
音
）
を
、
解

消
す
る
の
で
は
な
く
、
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
テ
ン
シ
ョ

ン
の
中
で
こ
そ
、
知
と
正
義
に
関
す
る
正
し
い
選
択
を
お
こ
な
う
可
能
性

が
存
在
し
、
そ
の
な
か
で
こ
そ
、「
何
が
何
と
い
か
に
」
と
い
う
も
っ
と

も
大
事
な
問
題
に
対
す
る
答
え
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

テ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
同
じ
よ
う
に
ロ
ジ
ャ
ー
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
と
ダ

ニ
エ
ル
・
バ
レ
ン
ボ
イ
ム
も
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、（
異
な
る
民
族
の
間

の
）
調
和
へ
の
願
い
と
、
知
的
格
闘
に
つ
い
て
ま
わ
る
創
造
的
な
不
調
和

へ
の
本
能
的
な
衝
動
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
テ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
バ

レ
ン
ボ
イ
ム
に
と
っ
て
、
サ
イ
ー
ド
の
魂
は
音
楽
家
の
そ
れ
だ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
亡
命
、
政
治
、
統
合
と
い
っ
た
普
遍
的
で
重
要
な
点
に
つ
い
て
、

サ
イ
ー
ド
は
音
楽
を
通
じ
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
音
楽
を
聴
く
と

き
、
音
楽
を
語
る
と
き
、
サ
イ
ー
ド
は
細
部
に
こ
の
上
な
い
こ
だ
わ
り
を

み
せ
た
。
か
れ
は
細
部
の
間
に
相
互
関
係
が
作
り
上
げ
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
、
ま
た
論
理
的
な
思
考
と
直
観
的
な
感
情
が
バ
ラ
バ
ラ
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
サ
イ
ー
ド
が
用
い

る
統
合
の
原
理
や
包
摂
と
い
う
概
念
も
、
音
楽
に
由
来
し
て
お
り
、
か
れ

は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
問
題
に
音
楽
を
適
用
し
て
考
え
て
い
た
の
だ
と
、
バ

レ
ン
ボ
イ
ム
は
確
信
し
て
い
る
。

　

ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ロ
ー
ズ
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
つ

い
て
の
議
論
に
お
け
る
サ
イ
ー
ド
の
も
っ
と
も
痛
切
な
訴
え
の
ひ
と
つ

は
、「
わ
た
し
た
ち
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
」
と
は
、「
わ

た
し
た
ち
は
、
分
断
さ
れ
た
、
意
思
疎
通
す
ら
不
可
能
な
ほ
ど
に
切
り
離

さ
れ
て
し
ま
っ
た
苦
悩
を
も
つ
二
つ
の
共
同
体
と
し
て
は
、
共
存
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
一
文
の
な
か
に
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー

ズ
は
、
サ
イ
ー
ド
の
も
っ
と
も
好
ん
だ
グ
ラ
ム
シ
の
思
考
が
そ
こ
に
使
わ

れ
て
い
る
と
強
調
し
て
い
る
。

─
そ
れ
は
、
知
の
生
産
に
お
い
て
、
歴

史
的
な
視
点
と
批
判
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
種
の
知
は
、
ひ
と
び
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
境
界
を
越
え
て
い

く
力
を
も
っ
て
い
る
。「
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
批
判
的
意
識
で
あ
る
。
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過
去
の
埋
も
れ
た
断
片
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
現
在
時
の
強
張
っ
た
言

語
を
批
判
し
、《
い
ま
は
誰
も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
》
に
差
異
を
生
み
出

す
こ
と
で
あ
る
」。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
他
者
を
知
る
こ
と
で

あ
り
、
わ
た
し
た
ち
が
「
苦
悩
を
共
有
す
る
」
こ
と
の
で
き
る
他
者
と
し

て
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
と
い
う
、
複
雑
で
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
課
題
で

あ
る
。「
誰
に
で
も
苦
し
み
と
不
公
正
が
あ
る
」。
こ
う
し
た
知
が
民
族
の

あ
い
だ
の
境
界
を
越
え
る
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
限
り
、

中
東
に
前
進
は
あ
り
え
な
い
と
、
サ
イ
ー
ド
は
語
っ
て
い
た
。

　

サ
イ
ー
ド
は
周
囲
か
ら
、
彼
自
身
の
経
験
に
即
し
て
発
言
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
人
物
だ
と
、
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ギ
ャ
ー
ン
・
ブ
ラ
カ
ー
シ
ュ

は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
都
市
を
め
ぐ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
サ
イ
ー
ド

の
参
加
を
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
の
企
図
は
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
と

い
う
。
そ
の
彼
女
に
よ
れ
ば
、
サ
イ
ー
ド
の
亡
命
者
と
し
て
の
経
験
、「
ア

ウ
ト
・
オ
ブ
・
プ
レ
イ
ス
」（
余
所
者
）
と
い
う
感
覚
、
若
き
日
の
記
憶

の
な
か
に
あ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
カ
イ
ロ
や
エ
ル
サ
レ
ム
を
め

ぐ
る
省
察
は
、か
れ
の
な
か
で
「
生
き
た
歴
史
感
覚
と
手
を
携
え
て
い
る
」

の
で
あ
る
。　
　
　
　

　

ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
も
ま
た
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
い
う
高

尚
な
分
野
か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
日
常
的
な
闘
争
に
ま
で
広
が
る
サ
イ
ー

ド
の
著
作
の
懐
の
深
さ
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
極
め
て
精

力
的
な
活
動
は
、
か
れ
自
身
に
非
常
に
大
き
な
緊
張
と
ス
ト
レ
ス
を
強
い

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
問
う
。
文
化
批
評

と
政
治
的
実
践
の
あ
い
だ
の
テ
ン
シ
ョ
ン
と
と
も
に
、
サ
イ
ー
ド
は
、
文

化
的
な
表
象
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
つ
ね
に
関
心
を
払
い
つ
づ
け
て
い
た
。

ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
に
公
刊
さ
れ
た
三
冊
の

本
は
、
現
在
の
人
文
科
学
を
席
巻
し
て
い
る
文
化
論
的
転
回
の
代
表
作
と

な
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
三
冊
と
は
、
文
化
と
政
治
を
見
る
新
し
い
方
法

を
要
求
し
た
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
一
九
七
三

年
）、フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の『
政
治
的
無
意
識
』（
一
九
八
一
年
）、

そ
し
て
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
八
年
）
で
あ
っ
た
。

　

Ｗ
・
Ｊ
・
Ｔ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
サ
イ
ー
ド
の
著
作
に
お
け
る
世
俗
的

な
も
の
と
聖
的
な
も
の
の
区
別
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
世
俗
的

な
も
の
、
あ
る
い
は
「
合
理
的
な
文
明
神
学
」（
ヴ
ィ
ー
コ
の
言
葉
）
に
対

置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
宗
教
と
神
話
を
め
ぐ
っ
て
は
、
サ
イ
ー
ド
に
は
ほ

と
ん
ど
構
造
的
と
も
い
う
べ
き
嫌
悪
が
存
在
し
た
。
ヴ
ィ
ー
コ
と
同
様
に

サ
イ
ー
ド
も
、
こ
れ
ら
の
神
話
や
イ
メ
ー
ジ
を
す
べ
て
、
人
間
の
作
り
出

し
た
も
の
と
見
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
そ
れ
ら

の
イ
メ
ー
ジ
の
制
度
の
中
に
住
ま
う
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
非
合

理
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
は
、
自
分
が
作
り
出
し
た
恐
る
べ

き
（
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
な
）
シ
ス
テ
ム
の
中
に
犠
牲
者
と
し
て
取

り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
サ
イ
ー
ド
は
抵
抗
し
て
い
た
の
だ
。
そ

の
た
め
に
か
れ
は
、
脱
構
築
や
ポ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
や
基
礎
づ

け
不
可
能
性
論
の
示
し
た
相
対
主
義
と
明
確
に
対
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
そ
れ
は
、
か
れ
が
デ
カ
ダ
ン
と
退
廃
に
抵
抗
し
、
失
わ
れ
た
大
義
や
流

行
は
ず
れ
の
観
念
（
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
批
判
）
に
知
識
人
が
責

任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
支
配
に
奉
仕
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ

て
い
る
内
容
空
疎
な
理
想
を
問
題
視
す
る
姿
勢
の
一
部
を
な
し
て
い
る
」。

ボ
ヴ
ェ
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
サ
イ
ー
ド
は
、
人
間
の
歴
史
的
本
性
に
つ

い
て
の
ヴ
ィ
ー
コ
の
発
見
に
従
っ
て
、
抑
圧
と
不
正
義
へ
の
人
間
の
抵
抗

に
「
人
間
の
可
能
性
」
を
見
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
、
民
主

主
義
と
自
由
の
場
所
が
作
り
出
さ
れ
う
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（M
aja Vodopivec

）
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和
歌
古
典
主
義
時
代
の
脈
略
と
諸
相

村
尾
誠
一
著

『
中
世
和
歌
史
論
─
─
新
古
今
和
歌
集
以
降
』

青
簡
舎　
二
〇
〇
九
年
十
一
月

　　
古
典
和
歌
の
最
高
峰
で
あ
る『
新
古
今
和
歌
集
』が
元
久
二
年（
一
二
〇
五
）

に
「
竟
宴
」
の
形
で
現
れ
て
以
降
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
、
西
暦
で
言
え

ば
一
三
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
ま
で
の
二
百
年
の
間
に
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』

（
一
二
三
二
）
か
ら
『
新
続
古
今
和
歌
集
』（
一
四
三
三
）
に
か
け
て
、
延
べ

十
三
部
の
勅
撰
和
歌
集
が
次
々
と
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
「
十
三
代

集
」
を
始
め
と
す
る
中
世
和
歌
は
、連
綿
た
る
山
脈
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
後
世
の
研
究
は
必
ず
し
も
そ
の
厖
大
な
量
と
比

例
す
る
と
は
限
ら
ず
、
未
開
拓
の
分
野
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原

因
は
、
そ
の
先
頭
に
立
つ
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
栄
光
が
輝
か
し
す
ぎ
て
、

人
々
の
注
目
が
そ
ち
ら
に
引
き
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
内
実

的
に
は
、
中
世
和
歌
の
表
現
は
新
古
今
時
代
に
対
す
る
継
承
や
模
倣
の
要

素
が
大
き
く
、
全
体
的
に
亜
流
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
払
拭
で
き
ず
、
そ
れ
自

体
の
価
値
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
に
く
い
こ
と
に
も
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
中
世
和
歌
史
全
般
を
論
じ
る
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。
い
か
な

る
視
点
で
何
を
選
び
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
か
、
論
者
の
力
量
が

問
わ
れ
る
。

　
村
尾
誠
一
氏
の
新
著
『
中
世
和
歌
史
論—

新
古
今
和
歌
集
以
降
』
は

正
に
、
中
世
和
歌
の
脈
絡
を
辿
り
、
そ
の
全
体
的
な
特
質
と
価
値
を
追
求

す
る
こ
と
に
挑
ん
だ
学
術
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
延
べ
二
十

本
の
論
文
を
加
筆
修
正
し
て
体
系
化
し
、
そ
れ
に
書
き
下
ろ
し
の
序
章
と

終
章
を
加
え
た
、
四
百
頁
以
上
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
発
表

論
文
の
最
も
早
い
も
の
は
一
九
八
三
年
に
ま
で
遡
る
。
著
者
三
十
年
来
の

孜
々
た
る
研
究
蓄
積
の
集
大
成
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
著
者
は
中
世
和
歌
全
体
を
「
古
典
主
義
の
時
代
」
と
し
て
巨
視
的
に
捉

え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
と
な
っ
た
王
朝
時
代
の
和
歌
遺
産
を
規
範
と

し
て
意
識
し
、
そ
れ
を
基
に
し
て
新
た
な
創
造
を
図
ろ
う
と
す
る
表
現
様

式
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
和
歌
の
主
題
や
構
想
は
す
で
に
歌
い

尽
く
さ
れ
、
新
た
な
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
も
は
や
な
い
と
い

う
、
中
世
の
歌
人
た
ち
の
認
識
か
ら
生
ま
れ
た
「
伝
統
の
再
構
成
」
に
基

づ
く
手
法
で
あ
る
。
中
世
和
歌
は
自
ず
と
「
型
」
と
し
て
の
文
芸
に
な
り
、

顕
著
な
類
型
性
が
見
ら
れ
る
の
も
そ
れ
故
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
は
自
我

意
識
が
優
先
さ
れ
る
近
代
の
理
念
と
は
異
な
り
、
や
は
り
そ
の
時
代
な
り

の
価
値
を
有
す
る
と
著
者
は
評
価
し
て
い
る
。

　
本
著
は
四
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
「
後
鳥
羽
院
に
お
け
る
新
古
今
和
歌

集
と
そ
れ
以
降
」
は
後
鳥
羽
院
の
和
歌
の
初
学
期
か
ら
隠
岐
配
流
後
の
作

品
ま
で
時
代
順
に
考
察
し
、
第
二
章
「
新
古
今
和
歌
集
直
後
の
諸
相
」
は

「
建
保
期
」
と
い
わ
れ
る
、
新
古
今
和
歌
集
の
編
纂
が
終
っ
て
か
ら
承
久

の
乱
ま
で
の
十
年
間
に
お
け
る
藤
原
定
家
、
土
御
門
院
、
藤
原
範
宗
な
ど

の
作
品
や
「
花
実
論
」
の
認
識
を
、
新
古
今
時
代
と
の
関
連
か
ら
論
じ
て

い
る
。
第
三
章
「
二
条
為
世
の
時
代
」
は
中
世
和
歌
の
保
守
本
流
で
あ
る

為
世
に
つ
い
て
、
そ
の
円
熟
期
と
初
期
の
作
品
及
び
京
極
派
と
の
接
点
を

含
め
て
考
察
し
、
第
四
章
「
勅
撰
和
歌
集
の
終
焉
期
」
は
、
前
半
で
は
飛

鳥
井
雅
世
に
よ
る
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
と
な
る
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
の
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編
纂
背
景
や
特
徴
、
及
び
そ
の
子
で
あ
る
雅
親
の
勅
撰
和
歌
集
編
纂
の
挫

折
な
ど
を
述
べ
、
後
半
は
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
入
選
さ
れ
な
か
っ
た

歌
人
正
徹
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
中
世
和
歌
と
い
う
山
脈
の
始
ま
り
・
中
間
・
終
り
の
そ
れ
ぞ

れ
の
高
い
峰
を
選
び
、
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
に
よ
っ
て
中
世
和
歌
の
脈
絡

の
ラ
イ
ン
を
構
成
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
論
述
対
象
の
選
択
は
実
に
興
味

深
い
。
保
守
的
な
二
条
派
と
革
新
的
な
京
極
派
、
中
世
和
歌
を
確
立
さ
せ

た
『
新
古
今
和
歌
集
』
と
勅
撰
和
歌
集
の
掉
尾
と
な
る
『
新
続
古
今
和
歌

集
』、
そ
し
て
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
主
宰
者
で
あ
る
帝
王
の
後
鳥
羽
院

と
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
漏
れ
た
市
井
歌
人
の
正
徹
、
い
か
に
も
鮮
明

な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
為
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に

は
、
程
度
の
差
や
表
現
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、「
古
典
主
義
」
と
い
う
共
通

性
が
内
在
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
和
歌
の
「
古
典
主
義
」
を
実
現
さ
せ
る
技
法
と
し
て
、「
本
歌
取
」

の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
本
著
は
そ
れ
に
対
す
る
分
析
に
多
く
の
労
力

を
傾
注
し
て
い
る
。
同
じ
く
古
歌
の
表
現
を
用
い
て
自
歌
を
構
成
す
る
場

合
、
古
歌
の
世
界
を
背
景
に
す
る
も
の
を
本
格
的
な
「
本
歌
取
」
と
し
、

単
に
古
歌
の
詞
の
み
摂
取
す
る
も
の
を
、著
者
は
敢
え
て
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」

と
い
う
西
洋
美
術
の
用
語
を
使
い
、
前
者
と
区
別
し
て
い
る
。

　
著
者
は
そ
の
研
究
方
法
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
で
き
る
だ
け
作
品
や
事

象
に
即
し
た
形
で
具
体
的
に
論
じ
て
ゆ
き
た
い
」
と
緒
言
で
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
作
品
に
即
す
る
」
と
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
例
が
代
表
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
正
徹
が
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
入
選
し
な
か
っ
た

理
由
は
、
こ
れ
ま
で
は
将
軍
義
教
の
忌
避
と
い
う
外
因
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
て
き
た
の
に
対
し
、
著
者
は
正
徹
の
作
品
そ
の
も
の
に
手
掛
り
を
求
め

て
い
る
。『
前
摂
政
家
歌
合
』
に
お
け
る
正
徹
の
詠
作
と
一
条
兼
良
の
判

詞
を
細
緻
に
分
析
し
、
正
徹
の
歌
に
は
詞
の
自
由
さ
と
、
公
家
の
発
想
と

の
違
和
が
あ
り
、
宮
廷
和
歌
の
伝
統
か
ら
逸
脱
す
る
面
を
持
つ
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
正
徹
の
落
選
は
、
そ
の
作
品
の
内
因
に
も
関
連
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
事
象
に
即
す
る
」
と
は
、
例
え
ば
藤
原
定
家
へ
の
激
し
い
批
判

が
見
ら
れ
る
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
執
筆
時
期
を
、
承
久
の
乱
以
前
の

京
都
で
の
作
と
す
る
説
に
対
す
る
反
論
と
い
う
形
で
為
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
著
者
は
当
時
の
権
力
構
造
に
注
目
し
、
建
保
期
の
藤
原
定
家

は
歌
壇
の
指
導
者
的
位
置
に
あ
り
、
権
力
の
頂
点
に
あ
る
後
鳥
羽
院
が
か

く
も
憎
悪
を
抱
い
た
定
家
に
そ
の
任
を
任
せ
る
は
ず
が
な
い
と
指
摘
し
、

『
御
口
伝
』
の
執
筆
時
期
を
、
後
鳥
羽
院
に
よ
る
藤
原
定
家
へ
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
不
可
能
と
な
っ
た
隠
岐
配
流
以
降
の
も
の
と
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
作
品
や
事
象
に
即
し
た
」
姿
勢
に
よ
り
、
中
世
和
歌
の
懸
案
の

解
明
に
堅
固
な
一
歩
が
踏
み
進
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
第
四
章
の
第
四
節
「
正
徹
と
新
続
古
今
和
歌
集
」
は
、
ま
ず
『
新
続
古

今
和
歌
集
』
に
最
終
的
に
選
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
正
徹
の
玉

津
島
明
神
へ
の
旅
か
ら
倒
叙
的
に
書
き
始
め
、
そ
れ
か
ら
『
新
続
古
今
和

歌
集
』
の
編
纂
期
に
お
け
る
正
徹
の
活
動
を
辿
り
、
最
後
に
正
徹
和
歌
の

特
質
の
検
討
に
入
る
。
正
徹
の
絶
望
と
期
待
の
様
子
が
、
彼
の
歌
の
解
説

を
交
え
な
が
ら
活
写
さ
れ
、
ま
る
で
小
説
の
よ
う
な
構
成
と
筆
致
で
あ
る
。

　
第
四
章
の
第
七
節
「
残
照
の
中
の
王
朝
的
世
界
」
に
お
い
て
は
、
著
者

は
中
世
に
お
け
る
王
朝
的
世
界
を
美
化
・
観
念
化
す
る
姿
勢
を
説
明
す
る

た
め
、
正
徹
の
内
裏
諒
闇
の
見
学
を
切
り
口
に
鮮
や
か
に
論
じ
て
い
る
。

ぜ
ひ
一
読
を
薦
め
る
味
わ
い
深
い
短
編
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
付
け
加

え
て
お
く
。

（
金
中
）
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ジ ョ ー ジ ・ M ・ フ レ ド リ ク ソ ン 著 、 李 孝 徳 訳

『 人 種 主 義 の 歴 史 』

み す ず 書 房

　
二 〇 〇 九 年 一 二 月

　

本 書 は 、

George 
Marsh 

Fredrickson, 
Racis

m: 
A Short 

History
, 

Princeton: 
Princeton 

University 
Press, 2002

の 全 訳 で あ る 。 著 者 の

フ レ ド リ ク ソ ン は ア メ リ カ の 歴 史 学 者 で 、 ア メ リ カ 合 州 国 と南 ア フ リ カ で の 人 種 問 題 の 比 較 史 を 専 門 と し て い る 。 主 に ヨ ーロ ッ パ と ア メ リ カ 合 州 国 、 南 ア フ リ カ で の 人 種 主 義 の 歴 史 を扱 っ た 本 書 で も 、 様 々 な 地 域 や 時 代 を 、 あ る テ ー マ の も と に 概観 ・ 検 討 し て 立 体 的 に 歴 史 を 叙 述 す る フ レ ド リ ク ソ ン の 研 究 手法 が 十 全 に 生 か さ れ て い る 。　
本 書 の 目 的 と し て フ レ ド リ ク ソ ン が 挙 げ て い る の は 、  「 人 種

主 義 が 中 世 か ら 現 在 に か け て 台 頭 し 、 衰 退 す る

（ 残 念 な こ と に

ま だ 消 滅 し て は い な い ）

物 語 を 簡 潔 な 方 法 で 示 す こ と 」 で あ り 、

そ の た め に 「 人 種 主 義 」 と い う 語 そ の も の に 正 確 な 定 義 を 与 える こ と を 試 み た と い う 。 そ の 定 義 と は 、 人 種 主 義 は 永 続 的 な ヒエ ラ ル キ ー と 信 じ ら れ る よ う な 「 人 種 秩 序 」 の 確 立 を 目 的 と する も の と し て あ り 、 そ の 意 味 で 人 種 主 義 は 人 間 社 会 に 所 与 の もの で は な く 、 普 遍 的 な も の で も な け れ ば 近 代 科 学 に 基 づ く 理 論で も な い と す る も の で あ る

（ こ の 意 味 で 、 フ レ ド リ ク ソ ン に よ れ

ば 「 ほ と ん ど 普 遍 的 な 人 間 の 欠 点 」 で あ る 「 外

ゼノ フ ォ ビ ア

国 人 嫌 悪 」 は 、 人 種

主 義 の 出 発 点 で は あ る と し て も 、 人 種 主 義 と は 違 う も の と し て 区 別さ れ る ）

。 ま た 、 上 記 の 目 的 の た め 、 そ の 研 究 の 範 囲 を 、 資 料

に よ る 遡 及 可 能 性 、 世 界 的 影 響 力 の 大 き さ 、 そ れ に 人 種 主 義 が機 能 す る な か で 反 人 種 主 義 が 形 成 さ れ も し た 地 域 で あ る と いう こ と を 理 由 と し て 、  「 ヨ ー ロ ッ パ 」 と 一 五 世 紀 以 降 の 植 民 地の 拡 大 に 限 定 し て い る 。　
本 書 の 描 く 物 語 は 、 概 ね 以 下 の よ う な も の で あ る 。 ま ず 第 一

章 で は 、 中 世 ヨ ー ロ ッ パ で の ユ ダ ヤ 教 徒 に 対 す る 不 寛 容 と 、 大航 海 時 代 か ら ル ネ サ ン ス 期 で の 人 種 主 義 の 萌 芽 と の 連 続 性 が扱 わ れ る 。 そ こ で 主 な 考 察 対 象 と な る の は 、 最 初 に 植 民 地 支 配を 行 な っ た 大 規 模 な 国 家 と し て の ス ペ イ ン で あ る 。 第 二 章 では 、 一 八 〜 一 九 世 紀 に 被 抑 圧 者 の 「 解 放 」 に 呼 応 し て 出 現 し た近 代 的 人 種 主 義 イ デ オ ロ ギ ー に つ い て 、 ア メ リ カ 合 州 国 の 反 黒人 主 義 と 、 ド イ ツ の 人 種 的 な 反 セ ム 主 義 の 台 頭 を 比 較 す る 。 そし て 第 三 章 で は 、 二 〇 世 紀 に 出 現 し た 、 フ レ ド リ ク ソ ン が 「 明示 的 人 種 主 義 体 制 」 と 呼 ぶ 三 つ の 政 体 （

ジ ム ・ ク ロ ウ 法 時 代 の

米 国 南 部 、 ナ チ ス ・ ド イ ツ 、 ア パ ル ト ヘ イ ト 下 の 南 ア フ リ カ ）

の 台

頭 と 失 墜 を 、 世 界 的 文 脈 で 検 討 す る 。 最 後 に 、 エ ピ ロ ー グ で二 一 世 紀 に お け る 人 種 主 義 の 今 後 、 特 に グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ンと 人 種 主 義 の 再 生 産 に つ い て 述 べ 、  本 書 を 締 め く く る 。 さ ら に 、「 補 遺 」 と し て 、  一 九 二 〇 年 代 以 来 の 「 人 種 主 義 」 概 念 が た ど った 来 歴 を 、 歴 史 的 に 検 討 し て い る 。　
以 上 が こ の 本 の お お よ そ の 内 容 で あ る が 、 こ う し て 「 西 洋 に

現 わ れ た 最 も 名 高 い 二 つ の 人 種 主 義 」 で あ る 反 セ ム 主 義 と 白 人至 上 主 義 の 、 過 去 六 世 紀 に わ た る 発 展 過 程 を 幅 広 く 比 較 し 、 概
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略
史
を
コ
ン
パ
ク
ト
か
つ
明
解
に
叙
述
し
え
た
点
を
、
本
書
の
第
一
の
意

義
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
訳
者
解
説
」
に

も
あ
る
と
お
り
、
研
究
範
囲
の
同
定
過
程
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
よ
う

な
、
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
自
身
の
「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
見
え
隠
れ

す
る
部
分
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
、
同
時
に
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
平
等
主
義
や
反
人
種
主
義
が
「
西
洋
」
で
生
ま
れ
た

も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
非
「
西
洋
」
の
側
か
ら
の
反
人
種
主
義
運
動
の

歴
史
や
そ
の
主
体
性
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
、
ア
メ
リ

カ
合
州
国
や
南
ア
フ
リ
カ
の
白
人
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
や
「
西
洋
」
の
延

長
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
「
同
化
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
一
定
の
留
保
は
し
な
が
ら
も
、
人
種
主
義
と
は
言
え

な
い
と
し
て
い
る
点
も
、「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
反
映
し
た
部
分

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
か
に
排
他
的
で
な
い
も
の
で
あ
れ
、

同
化
（
本
書
中
で
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
／
「
西
洋
」
社
会
へ
の
同
化
が
想
定
さ

れ
て
い
る
）
と
は
常
に
一
方
的
な
暴
力
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
同
化
す
る

側
と
さ
せ
ら
れ
る
側
と
の
間
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
築
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
対
し
て
、「
日
本
の
人
種
主
義
を
見
す
え
て
」

と
い
う
副
題
の
つ
い
た
「
訳
者
解
説
」
で
は
本
書
の
内
容
を
補
う
よ
う
な

形
で
補
論
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
の
比
較

史
の
射
程
を
さ
ら
に
広
げ
る
も
の
と
し
て
、「
地
政
学
的
な
意
味
で
の
『
日

本
』」
を
想
定
し
、
被
差
別
部
落
の
人
々
、
ア
イ
ヌ
や
琉
球
の
人
々
、
台

湾
や
朝
鮮
を
は
じ
め
と
す
る
植
民
地
出
身
者
と
そ
の
子
孫
に
対
す
る
差

別
、
植
民
地
に
対
す
る
苛
烈
な
同
化
主
義
政
策
で
あ
る
皇
民
化
政
策
な

ど
、
日
本
の
な
か
で
機
能
し
た
様
々
な
人
種
主
義
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
に
皇
民
化
政
策
に
つ
い
て
、
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
が

肯
定
的
に
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
同
化
」
と
の
質
的
違
い
を
明
ら
か

に
し
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
あ
る
人
種
主
義
的
な
側
面
を
鮮
や
か
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
中
に
日
本
の
人
種
主
義
を
考
え
る
上

で
の
参
照
文
献
が
随
時
示
さ
れ
て
お
り
、
優
れ
た
ブ
ッ
ク
・
ガ
イ
ド
と
も

な
っ
て
い
る
。

　
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
は
、「
人
種
主
義
」
と
い
う
用
語
を
様
々
な
事
象
に

応
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
西
洋
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
人
種
主
義
が
持

つ
特
殊
な
特
徴
」
を
見
定
め
に
く
く
な
る
と
し
て
、
こ
れ
を
警
戒
し
て
い

る
。
し
か
し
、
上
に
見
た
訳
者
補
論
の
よ
う
に
、
本
書
の
な
か
で
歴
史
的

に
抽
出
さ
れ
た
「
人
種
主
義
」
概
念
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
西
洋
」
と
は

別
の
立
ち
位
置
か
ら
過
去
や
現
在
の
様
々
な
問
題
に
こ
れ
を
応
用
し
て

い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
問
題
が
よ
り
明
ら
か

に
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
パ
レ
ス
チ
ナ
で
の
紛
争
や
、
二
〇
〇
一
年

の
い
わ
ゆ
る
「
九
・
一
一
」
に
端
を
発
す
る
「
ア
ラ
ブ
・
フ
ォ
ビ
ア
」（
あ

る
い
は
「
イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
」）
と
呼
ば
れ
る
差
別
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
っ
て
周
縁
化
さ
れ
た
人
々
の
あ
い
だ
で
醸
成

さ
れ
る
排
外
主
義
な
ど
、
人
種
主
義
的
状
況
は
現
在
も
無
く
な
っ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
抗
し
、
意
識
的
に
向
か
い
合
う
た
め
に
も
、
本

書
の
提
示
す
る
人
種
主
義
の
歴
史
と
、
歴
史
的
な
構
築
物
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
変
更
あ
る
い
は
廃
絶
可
能
な
も
の
と
し
て
の
人
種
主
義
概
念
は

重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
人
種
主
義
の
歴
史
を
学
ぶ
簡
潔
な
入

門
書
と
し
て
も
、
世
界
各
地
の
様
々
な
人
種
主
義
的
状
況
を
考
え
る
上
で

の
ツ
ー
ル
と
し
て
も
、
重
要
な
基
礎
文
献
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
相
川
拓
也
）
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起
源
へ
の
遡
行
、
諸
力
の
交
差

野
平
宗
弘
著

　
　『
新
し
い
意
識

─
ベ
ト
ナ
ム
の
亡
命
思
想
家
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン
』

岩
波
書
店　
二
〇
〇
九
年
六
月

　　

現
実
の
提
起
す
る
過
酷
な
問
題
を
前
に
し
た
と
き
、
予
め
用
意
さ
れ
た

解
決
策
の
う
ち
か
ら
い
ず
れ
か
を
選
び
取
る
の
で
は
な
く
、
選
択
と
い
う

事
態
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
し
め
、
無
意
識
裡
に
そ
れ
を
強
い
る
思
考
の

枠
組
み
に
批
判
の
矛
先
を
向
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
お
そ
ら
く

自
ら
が
用
い
る
言
語
の
省
察
へ
と
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
端
的
に
、
現
実
と
思
考
を
結
び
つ
け
、
ま
た
両
者
の
存
在
を
可
能
に
す

る
も
の
と
し
て
、
既
存
の
言
語
の
指
し
示
す
意
味
の
体
系
が
、
絶
え
ず
日

常
的
な
場
面
で
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
言
語
の
存
在
に
対
す
る

問
い
を
哲
学
的
に
深
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
今
こ
こ
で
意
味
を
担
う
言
葉
が

如
何
に
し
て
発
生
し
た
の
か
、
そ
の
瞬
間
を
捉
え
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば

起
源
へ
と
向
か
う
作
業
と
化
す
こ
と
と
な
る
。
と
同
時
に
そ
の
作
業
は
、

言
語
を
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
捉
え
返
す
た
め
に
、
新
た
な
言
葉
を
創
造
す
る

こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
ば
言
葉
の
起
源
的
発
生
を
遂
行
的
に
反
復
す
る
こ

と
を
要
請
す
る
だ
ろ
う
。
現
実
の
意
味
に
対
す
る
徹
底
し
た
反
省
は
、
こ

う
し
て
起
源
に
お
け
る
言
葉
の
相
貌
へ
の
思
索
、
す
な
わ
ち
詩
学
へ
と
、

不
可
避
的
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。

　

本
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
を
も
と
に
、
昨
年
上
梓
さ
れ
た
本

書
に
お
い
て
野
平
宗
弘
氏
が
解
明
を
試
み
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
批
判

的
姿
勢
を
と
り
続
け
る
稀
有
な
存
在
の
ひ
と
り
で
あ
る
、
ベ
ト
ナ
ム
出
身

の
思
想
家
、
詩
人
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン
の
思
想
で
あ
る
。「
人
間

は
言
語
の
奴
隷
」（
一
八
頁
）
で
あ
る
と
断
言
し
、「
既
存
の
言
語
的
妄
念

の
破
壊
」（
同
頁
）
を
自
ら
の
思
想
的
課
題
と
す
る
こ
の
亡
命
作
家
に
と
っ

て
、
現
実
の
諸
問
題
を
根
底
か
ら
問
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
立
脚
し
て
い

る
言
語
の
意
味
体
系
と
い
う
機
制
を
反
省
す
る
の
と
同
義
な
の
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
を
通
じ
て
戦
禍
を
被
り
続
け
た
ベ
ト
ナ
ム
、
そ
の
地
で

一
九
四
一
年
に
生
を
享
け
た
テ
ィ
エ
ン
は
、
定
め
ら
れ
た
軌
道
に
沿
っ
て

周
回
す
る
惑
星
の
よ
う
な
存
在
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、「
流
星
」（
V
頁
）
に

も
喩
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
若
く
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア

メ
リ
カ
を
彷
徨
し
て
き
た
。
す
で
に
十
六
歳
に
し
て
『
英
語
精
音
辞
典
』

な
る
書
物
を
刊
行
し
、
自
作
の
詩
や
哲
学
的
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
す
る
傍

ら
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
リ
ル
ケ
な
ど
の
翻
訳
を
発
表
、
さ
ら
に

一
九
七
〇
年
末
に
前
触
れ
も
な
く
祖
国
を
後
に
し
て
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
で
哲
学
の
教
鞭
を
執
る
な
ど
、
そ
の
波
乱
に
富
む

半
生
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
一
つ
の
場
や
言
語
に
固
着
せ
ず
に
移
動
と

転
調
を
重
ね
る
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
徹
底
し
て
言

語
の
問
い
へ
と
沈
潜
し
て
ゆ
く
批
判
的
な
意
志
が
、
矛
盾
す
る
こ
と
な
く

混
在
し
て
い
る
。

　

テ
ィ
エ
ン
の
批
判
性
は
、
と
り
わ
け
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
態
度
に
明
確

に
見
て
取
れ
る
。
東
西
陣
営
の
い
ず
れ
か
に
与
す
る
の
で
も
、
あ
る
い
は

平
和
主
義
を
唱
え
る
の
で
も
な
く
、
彼
は
自
ら
が
巻
き
込
ま
れ
た
情
況
の

奥
底
で
働
く
、
西
洋
的
な
近
代
合
理
主
義
を
注
視
す
る
。
そ
れ
は
、
テ
ィ

エ
ン
と
個
人
的
な
親
交
の
あ
る
著
者
に
よ
る
な
ら
ば
、「
ベ
ト
ナ
ム
を
対

〈
書　
評
〉
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象
と
み
な
す
思
考
」（
二
五
頁
）、
つ
ま
り
思
考
主
体
と
思
考
対
象
と
の
分

離
を
前
提
と
し
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
征
服
を
含
意
す
る
西
洋
形
而
上
学

に
対
し
て
、
根
本
的
な
懐
疑
を
向
け
る
作
業
へ
と
通
じ
る
。
本
書
は
、
祖

国
を
去
っ
た
後
、
流
転
の
末
に
辿
り
着
い
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
す
な
わ
ち

祖
国
を
か
つ
て
蹂
躙
し
た
国
家
の
統
治
す
る
地
か
ら
、
今
な
お
批
判
的
営

為
を
継
続
す
る
テ
ィ
エ
ン
の
知
的
遍
歴
を
、
細
大
漏
ら
さ
ず
跡
づ
け
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

そ
の
道
の
り
は
、
構
成
・
内
容
と
も
に
こ
の
う
え
な
い
明
晰
さ
を
帯
び

つ
つ
、
対
象
と
な
る
作
家
の
錯
綜
し
た
思
考
の
形
成
過
程
を
繊
細
な
手
つ

き
で
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
同
時
に
著
者
自
ら
が
そ
の
過
程
を
追
体
験
し

よ
う
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
で
呈
示
さ
れ
る
の
は
、
テ
ィ
エ

ン
の
知
的
形
成
の
糧
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
様
々
な
言
説
を
、
著
者
が
可
能

な
か
ぎ
り
反
復
的
に
咀
嚼
す
る
さ
ま
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の

文
学
史
は
も
と
よ
り
、
前
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
者
た
ち
か
ら
始
ま
る
西
洋

の
形
而
上
学
的
思
考
の
総
体
、
近
現
代
の
文
学
作
品
、
仏
教
や
果
て
は
グ

ノ
ー
シ
ス
主
義
と
い
っ
た
宗
教
思
想
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
参
照
項
を
前

に
、
読
者
は
圧
倒
さ
れ
幻
惑
す
ら
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
論
の
展
開

を
支
え
る
道
筋
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
テ
ィ
エ
ン
の
思
想
を
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
哲
学
と
の
交
渉
と
い
う
点
か
ら
徹
底
的
に
解
読
す
る
も
の
と
、

と
り
あ
え
ず
は
捉
え
ら
れ
る
。

　

伝
記
的
解
説
を
な
す
序
章
に
続
け
て
、
第
一
章
で
は
さ
っ
そ
く
テ
ィ
エ

ン
の
思
想
の
核
心
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
近
代
の
合
理
的
思
考

の
結
実
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
い
う
情
況
か
ら
、「
行

動
よ
り
も
前
に
近
代
的
人
間
に
お
け
る
根
本
的
な
思
考
の
転
換
」（
二
二

頁
）
の
必
要
性
を
テ
ィ
エ
ン
が
感
じ
取
っ
た
と
す
る
見
立
て
に
従
い
、
ま

ず
は
彼
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
受
容
を
検
証
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
以
来
、
こ
の
哲
学
者
の
存
在
論
の
根
幹

を
な
し
て
き
た
存
在
論
的
差
異
と
い
う
概
念
を
基
軸
に
、
テ
ィ
エ
ン
は

〈
存
在
者Seiendes

〉
を
中
心
に
据
え
る
思
考
全
般
へ
の
批
判
を
継
承
し

た
も
の
と
さ
れ
る
。
像
と
し
て
世
界
を
客
体
化
す
る
思
考
、
す
な
わ
ち
、

主
体
に
対
し
て
〈
前
に
｜
立
て
るVor-stellung

〉
と
い
う
操
作
の
対
象

と
し
て
世
界
を
み
な
す
表
象
的
思
考
か
ら
の
全
面
的
な
脱
却
が
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
寄
り
添
い
つ
つ
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

同
様
、目
指
さ
れ
る
べ
き
は〈
存
在Sein

〉の
位
相
と
さ
れ
る
の
だ
が
、テ
ィ

エ
ン
の
う
ち
で
は
そ
れ
が
「
表
象
的
思
考
の
脱
落
し
た
出
来
事
」（
二
六

頁
）、
さ
ら
に
は
「
無
」
と
捉
え
返
さ
れ
、
と
り
わ
け
彼
が
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
言
うSein

を
〈
存
在
〉
で
は
な
く
〈
性
〉
と
い
う
漢
語
に
翻
訳
し
て

ゆ
く
過
程
で
、
仏
教
的
な
思
想
へ
と
接
続
し
て
ゆ
く
さ
ま
が
、
詳
細
に
描

出
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
第
二
章
で
は
、
上
記
の
対
象
化
・
表
象
化
す
る
思
考
の
う
ち
で
拘

束
的
に
機
能
し
て
い
る
言
語
体
系
へ
の
批
判
と
、
ベ
ト
ナ
ム
性
に
関
す
る

省
察
と
が
交
錯
す
る
。「
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
は
、〈
越
〉
と
〈
性
〉
の
思
想

で
あ
る
」（
五
九
頁
）
と
す
る
テ
ィ
エ
ン
の
言
葉
の
う
ち
に
、
近
代
性
の

超
越
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
と
の
親
近
性
が
汲
み
取
ら
れ

る
と
と
も
に
、
改
め
て
〈
存
在
〉
と
言
語
と
の
関
係
性
が
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
言
語
の
発
生
以
前
に
想
定
さ
れ
る
混
沌
＝
「
絶
対
的
無
分
節
」

（
八
四
頁
）、
流
動
的
な
絶
え
ざ
る
生
成
状
態
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
一
方
、

そ
こ
で
生
起
す
る
原
初
の
言
葉
に
よ
る
意
味
の
分
節
化
、
換
言
す
る
な
ら

ば
詩
的
言
語
の
発
生
す
る
瞬
間
の
意
義
が
、
龍
樹
の
「
易
化
法
」
な
ど
も

参
照
し
つ
つ
論
じ
ら
れ
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
思
考
を
さ
ら
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
第

三
章
で
は
、
テ
ィ
エ
ン
と
交
流
の
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
の
思
想



書評

182

が
召
喚
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ミ
ラ
ー
と
の
「
思
想
的
通

底
性
」（
一
四
一
頁
）
を
詳
述
す
る
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
の
課
題
と
さ
れ

る
の
だ
が
、
具
体
的
に
は
、
ミ
ラ
ー
か
ら
テ
ィ
エ
ン
に
宛
て
ら
れ
た
返
信

を
も
と
に
著
者
自
身
の
確
立
し
た
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
のSein

は
ミ
ラ
ー
の

C
unt

で
あ
る
」
と
す
る
挑
発
的
な
命
題
の
、
い
わ
ば
証
明
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
前
章
で
指
摘
さ
れ
た
、
言
語
に
よ
る
分
節
化
以
前
の
混
淆
状

態
と
し
て
の
〈
存
在
〉
の
次
元
が
、
ミ
ラ
ー
と
の
関
連
で
再
度
考
察
さ
れ

る
と
と
も
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
用
い
、
ミ
ラ
ー
も
言
及
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語

の
〈
カ
オ
ス
〉
が
、
語
源
的
に
は
、
分
節
化
と
し
て
刻
み
込
ま
れ
る
亀
裂
・

開
け
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
ま
で
遡
り
つ
つ

確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、〈
ピ
ュ
シ
ス
〉、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
〈
カ
イ
〉・〈
コ

ン
〉
と
い
っ
た
語
の
検
証
も
進
め
ら
れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
対
象

と
認
識
と
の
一
致
を
旨
と
す
る
真
理
の
対
応
説
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
ギ
リ
シ
ャ
語
のalētheia

の
語
源
か
ら
抽
出
し
た
、
開
け
（
非
隠
蔽
性

U
nverborgenheit

）
と
し
て
の
真
理
観
に
依
拠
す
る
か
た
ち
で
、
詩
的
言

語
の
分
節
化
の
権
能
が
輪
郭
づ
け
ら
れ
る
。

　

最
後
に
第
四
章
で
は
、
テ
ィ
エ
ン
の
二
つ
の
詩
、「
ミ
ィ
ト
ー
の
大
河
」

（
一
九
八
〇
年
執
筆
）
と
「
虚
空
の
た
め
の
詩
」（
一
九
八
九
年
執
筆
）
が
、

時
系
列
に
沿
い
な
が
ら
、
詩
的
言
語
へ
の
省
察
の
深
化
を
例
証
す
る
も
の

と
し
て
、
具
体
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

ベ
ト
ナ
ム
の
文
学
や
思
想
に
関
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
は
じ
め
と
す

る
哲
学
的
思
考
に
つ
い
て
も
、
さ
し
た
る
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
評
者
に
と
り
、
本
書
が
全
篇
を
通
じ
て
き
わ
め
て
刺
戟
的
で
あ
っ
た
の

は
、
上
述
の
極
度
に
簡
略
化
し
た
粗
描
が
想
像
さ
せ
る
の
と
は
異
な
り
、

（
詩
的
）
言
語
を
め
ぐ
る
一
つ
の
思
考
が
、
微
細
な
部
分
に
わ
た
っ
て
浮

き
彫
り
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
過
程
で
テ
ィ
エ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
接

続
さ
れ
る
様
々
な
言
説
が
、
読
む
側
の
記
憶
に
埋
も
れ
て
い
た
別
の
言
葉

（
詳
述
は
し
な
い
が
、
た
と
え
ば
テ
ィ
エ
ン
自
身
と
の
親
近
性
が
否
定
し
が
た
い

ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
諸
作
品
や
、
あ
る
い
は
マ
ラ
ル
メ
の
詩
論
な
ど
）
を
呼
び

覚
ま
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
読
み
手
の
思
考
に
与
え
る
そ
の
拡

張
性
を
、
著
者
が
テ
ィ
エ
ン
の
思
想
の
解
明
に
施
し
た
の
と
同
様
の
明
晰

さ
を
も
っ
て
語
る
こ
と
は
評
者
の
手
に
余
る
が
、
本
論
の
掉
尾
を
飾
る
詩

作
品
の
分
析
に
関
連
し
て
、
若
干
の
接
ぎ
木
的
な
思
索
を
以
下
に
記
す
こ

と
で
、
そ
の
拡
張
性
の
一
端
を
例
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
四
章
で
は
テ
ィ
エ
ン
の
二
篇
の
詩
が
、
前

三
章
で
詳
述
さ
れ
て
き
た
彼
の
言
語
観
・
真
理
観
を
実
作
へ
と
適
用
し

た
も
の
と
し
て
分
析
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
が
テ
ィ

エ
ン
の
詩
に
関
し
て
最
後
に
着
目
す
る
も
の
と
し
て
、
パ
ラ
タ
ク
シ
ス

（Parataxis

な
い
し
はParatax

）
な
る
言
語
実
践
が
あ
る
。
文
法
的
規
範
に

則
ら
ず
に
語
を
並
べ
続
け
る
こ
と
で
、
文
を
構
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
幼
児
の
言
語
表
現
に
酷

似
し
た
言
葉
の
配
列
を
な
す
。
通
常
の
言
語
活
動
が
立
脚
す
る
シ
ン
タ
ク

ス
を
「
総
合
的
秩
序
」（
二
七
九
頁
）
と
し
て
批
判
す
る
テ
ィ
エ
ン
に
と
り
、

「
接
近
秩
序
」
あ
る
い
は
「
隣
接
秩
序
」（
二
八
〇
頁
）
と
も
言
い
換
え
ら

れ
る
こ
の
詩
的
表
現
の
選
択
に
は
、
シ
ン
タ
ク
ス
の
破
壊
を
通
じ
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
透
明
な
媒
体
と
し
て
の
既
成
の
言
語
に
対
す
る

否
定
、
さ
ら
に
は
西
洋
的
な
思
考
の
枠
組
み
自
体
へ
の
批
判
を
遂
行
す
る

と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

文
を
構
成
す
る
要
素
間
の
隣
接
性
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
葉
を
用
い
る
な

ら
ば
換
喩
的
な
関
係
性
は
、
そ
れ
が
脱
臼
し
た
状
態
に
至
る
な
ら
ば
、
通

常
の
意
味
伝
達
を
果
た
す
こ
と
は
な
く
、
ま
た
実
現
さ
れ
た
言
語
表
現
と
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し
て
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
と
も
形
容
し
う
る
言
葉
の
連
結
を
呈
す

る
こ
と
と
な
る
。
著
者
の
捉
え
る
と
こ
ろ
、
意
味
か
ら
の
自
由
を
実
現
し

た
か
に
見
え
る
ダ
ダ
の
音
響
詩
に
関
し
て
は
、「
母
語
の
音
声
体
系
」
へ

の
拘
束
が
言
及
さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
（
二
七
七
頁
）、
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
に

は
、
意
味
の
不
全
・
解
体
と
い
う
否
定
的
操
作
を
介
し
た
、
意
味
以
前
の
、

言
葉
の
生
起
す
る
一
瞬
を
具
現
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
、
そ
の
遊
戯
性

も
含
め
積
極
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
（
と
は
い
え
言
語
に
お
い
て
は
、
音
韻

体
系
か
ら
の
ま
っ
た
き
自
由
が
不
可
能
な
よ
う
に
、
意
味
か
ら
の
完
全
な
脱
却

も
お
そ
ら
く
は
実
現
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ダ
ダ
の
実
験
的
な
詩
の
真
な
る
意

義
は
、
既
存
の
意
味
体
系
の
破
壊
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
語
の
媒
体
性
そ
の

も
の
を
顕
在
化
す
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
音
響
詩

だ
け
で
な
く
テ
ィ
エ
ン
の
詩
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
媒
体
と
し
て
の
言

語
の
物
質
的
側
面
に
関
し
て
は
、
表
音
文
字
／
表
意
文
字
と
い
う
差
異
も
含
め
、

な
お
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
）。

　

著
者
は
、
通
常
の
言
語
が
拠
り
所
と
す
る
線
状
性
、
す
な
わ
ち
単
線
的

な
時
間
軸
に
沿
っ
て
展
開
す
る
性
質
に
、
以
上
の
よ
う
な
表
現
実
践
の
行

使
す
る
、
分
節
化
に
よ
る
瞬
間
的
な
開
示
の
力
を
対
置
し
て
い
る
。
つ
ま

り
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
初
源
的
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

の
成
就
の
瞬
間
」（
一
三
六
頁
）
を
、
現
実
的
な
言
語
表
現
の
う
ち
で
反

復
す
る
と
い
う
、
言
語
の
起
源
へ
の
絶
え
ざ
る
遡
行
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
水
平
の
時
間
軸
に
対
し
て
垂
直
的
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
出
来
事
で

あ
り
、「
瞬
＝
視
、
瞬
＝
雷
（A

ugen-B
lick/B

litz

）」（
二
七
〇
頁
）
と
喩
え

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
発
話
と
は
、
連
辞
関
係
（rapport 

syntagm
atique

）
に
お
け
る
直
線
的
な
進
展
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
風
に
言
う
な
ら
ば
、
あ
る
言
語
的
要
素
が

顕
在
化
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
同
一
の
場
を
占
め
う
る
他
の
複
数
の
要
素

が
潜
在
的
な
選
択
肢
と
し
て
同
時
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
線
状
的

な
言
葉
の
連
な
り
の
水
平
軸
に
は
、
範
列
関
係
（rapport paradigm

atique

）

と
い
う
、
非
顕
在
化
の
垂
直
軸
が
交
差
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
言

連
鎖
の
継
起
性
の
う
ち
に
は
、
並
置
化
さ
れ
う
る
要
素
間
に
お
け
る
不
断

の
選
択
お
よ
び
排
除
が
働
い
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
言
葉
を

発
す
る
と
い
う
活
動
は
、
こ
の
う
え
な
く
政
治
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
著
者
がalētheia

と
し
て
の
真
理
に
関
し
、
否
定
辞a-

の

機
能
を
重
視
し
て
い
た
点
が
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
（
一
六
二
頁
）。
語

の
成
り
立
ち
と
し
てlēthē

（
秘
匿
）
に
否
定
辞
が
付
加
さ
れ
て
い
る
以
上
、

先
行
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
〈
存
在
〉
が
包
み
隠
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
ハ
ラ
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
ン
リ
ヒ
の
指
摘
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、

lēthē

は
ま
た
忘
却
の
河Lēthē

を
想
起
さ
せ
、
そ
れ
ゆ
え
根
源
的
な
存
在

の
被
覆
状
態
と
は
、
存
在
忘
却
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
観
点
か
ら
整
合

化
さ
れ
う
る
事
態
を
も
指
す
。
忘
却
か
ら
記
憶
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
、
あ
る
い
は
忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
真
理
は
改
め
て
定

義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
真
理
の
事
後
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
も
な

る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
真
に
重
要
と
な
る
の
は
、
忘
却

の
闇
か
ら
記
憶
の
明
る
み
へ
と
存
在
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
制
約
と
な
る

既
成
の
言
語
を
批
判
・
破
壊
（
あ
る
い
は
脱
構
築
）
す
る
こ
と
そ
の
も
の

よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
る
言
葉
を
選
択
し
発
す
る
行
為
に
不
断
に
働
い
て
い

る
、〈
い
ま
｜
こ
こ
〉
の
諸
力
を
思
考
し
、
記
憶
／
忘
却
と
い
う
出
来
事

の
両
面
を
総
体
的
に
捉
え
る
た
め
の
視
線
の
変
更
を
実
践
す
る
こ
と
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
失
語
や
幼
児
の
言
葉
づ
か
い
、
あ
る
い
は
吃
音



書評

184

に
も
喩
え
う
る
、
詩
的
言
語
の
起
源
的
な
相
貌
と
は
、
実
は
言
語
活
動
の

常
態
と
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
り
、
仮
に
〈
新
た
な
〉
も
の
の
創
発
を
そ

こ
で
論
じ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
起
源
の
場
に
お
け
る
潜
在
的

な
言
葉
た
ち
と
の
力
の
布
置
を
喚
起
す
る
、
顕
在
化
し
た
言
葉
の
帯
び
る

強
度
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
か
ら
テ
ィ
エ
ン
が
引
き
継
い

だ
〈
超
人
＝
幼
児
〉
と
い
う
命
題
（
一
〇
〇
頁
）、
ま
た
「
無
垢
と
忘
却

は
幼
児
で
あ
」
る
と
す
る
命
題
（
九
九
頁
）
は
、
ラ
テ
ン
語
で
〈
幼
児
〉

を
指
すinfans

と
い
う
語
を
自
然
と
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
語
の
成
り
立
ち

が
、〈
話
すfari

〉
に
否
定
の
接
頭
辞in-

が
付
さ
れ
た
も
の
だ
と
知
る
と

き
、
読
者
は
ひ
と
ま
ず
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
的
な
言
語
実
践
の
境
位
を
如
実
に

指
示
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
こ
に
は

同
時
に
奇
妙
な
交
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
は
、〈
話
せ
な
い
〉
も
し
く
は
〈
話
さ
な
い
〉
と
い
う
否
定
性
を
帯
び

た
状
態
に
は
、
先
行
す
る
被
覆
と
し
て
の
〈
忘
却
〉
が
、
否
定
的
契
機
を

取
り
除
か
れ
た
言
語
使
用
に
対
し
て
は
、
逆
に
否
定
辞
を
付
さ
れ
た
〈
真

理
〉
＝
〈
記
憶
〉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
構
図
で
あ

る
。
一
九
六
四
年
の
エ
ッ
セ
イ
に
冠
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
本
書
の
表
題

と
も
な
っ
て
い
る
「
新
し
い
意
識
」
と
は
、
テ
ィ
エ
ン
自
身
に
と
っ
て
、

単
な
る
〈
新
し
さ
〉
を
求
め
る
の
と
は
正
反
対
の
、
起
源
へ
と
向
か
お
う

と
す
る
退
歩
の
意
識
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
第
二
章
、
注
八
九
、三
一
九
｜

三
二
〇
頁
）。
し
か
し
そ
の
向
か
う
先
の
起
源
と
は
、言
語
以
前
の
タ
ブ
ラ
・

ラ
サ
の
状
態
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
並
置
さ
れ
る
言
葉
た
ち
の
記

憶
／
忘
却
を
め
ぐ
っ
て
否
定
と
肯
定
の
様
々
な
力
が
作
用
し
合
う
、
す
ぐ

れ
て
闘
争
的
な
場
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
陶
山
大
一
郎
）
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講演会

　「一弦琴ーひとつであり、すべてでありー」　　
　　6 月 18 日　峯岸一水（清虚洞一絃琴・宗家四代）

　

　「社会と文化が響き合う場としての劇場
　　　ードイツの演劇と教育をめぐる文化政策の現在ー」
　　2 月 1 日　ヴォルフガング・シュナイダー
　　　　　　　　　　　（ヒルデスハイム大学）

　

編
集
後
記

　「
と
こ
ろ
変
わ
れ
ば
…
…
」

　
国
内
外
を
問
わ
ず
、
ど
こ
へ
旅
し
て
も
必
ず
抱
く
思
い
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
見
慣
れ

て
い
た
も
の
が
意
外
な
姿
で
目
の
前
に
現
わ
れ
、
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、

思
い
も
か
け
な
い
様
式
で
執
り
行
わ
れ
る
。
そ
ん
な
経
験
の
ま
っ
た
く
な
い
人
は
、
お

そ
ら
く
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
文
化
の
研
究
者
を
擁
す
る
本
研
究
所
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

の
よ
う
な
多
様
性
を
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
「〈
か
た
ち
〉

の
変
容
」
を
選
ん
だ
の
は
そ
ん
な
思
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
第
一
号
の
「
ロ
シ
ア
」

で
始
ま
っ
た
『
総
合
文
化
研
究
』
の
特
集
テ
ー
マ
の
世
界
の
旅
も
、
昨
年
の
第
十
二
号

の
「
日
本
」
を
以
て
、
ひ
と
と
お
り
の
地
球
一
周
を
終
え
た
。
こ
の
第
十
三
号
は
各
地

域
か
ら
世
界
の
拡
が
り
に
視
点
を
移
し
た
か
た
ち
だ
。
そ
の
思
い
叶
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
〈
か
た
ち
〉
論
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
。
執
筆
者
各
位
に
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。

　
ま
た
今
回
か
ら
は
「
新
刊
紹
介
」
と
い
う
、
そ
の
年
に
出
版
さ
れ
た
所
員
に
よ
る
著

書
お
よ
び
訳
書
を
紹
介
す
る
新
し
い
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
案
内
役
は

本
学
の
教
員
や
卒
業
生
、そ
し
て
現
役
の
大
学
院
生
で
あ
る
。ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々

全
員
に
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　
文
化
は
動
き
、
混
ざ
り
、
変
わ
る
。
そ
し
て
、
作
ら
れ
る
…
…
。
今
や
ブ
ラ
ジ
ル
の

代
表
的
な
文
化
に
な
っ
て
い
る
カ
ー
ニ
バ
ル
も
元
を
た
ど
れ
ば
海
を
渡
っ
て
き
た
も
の
。

そ
れ
が
さ
ら
に
別
の
海
を
渡
り
、
日
本
の
浅
草
の
名
物
に
な
っ
て
い
る
。
表
紙
の
写
真

は
そ
の
浅
草
サ
ン
バ
カ
ー
ニ
バ
ル
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
す
で
に
ブ
ラ
ジ

ル
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
ブ
ラ
ジ
ル
を
模
倣
し
て
い
る
段
階
に
あ
る
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
今
後
ど
の
よ
う
に
独
自
の
〈
か
た
ち
〉
へ
変
容
を
遂
げ
る
の
か

が
楽
し
み
だ
。
写
真
は
川
端
岳
郎
氏
が
撮
影
し
た
も
の
を
い
た
だ
き
、
デ
ザ
イ
ン
を
本

学
大
学
院
生
の
花
田
勝
暁
氏
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
ご
好
意
に
感
謝
し
た
い
。

　
編
集
に
あ
た
っ
て
は
大
塚
ち
は
や
、
大
澤
俊
朗
、
田
中
恵
、
鳥
越
慎
太
郎
の
四
名
が

実
質
的
に
す
べ
て
を
担
い
、
と
て
も
丁
寧
に
心
の
こ
も
っ
た
作
業
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

こ
の
方
々
の
ご
協
力
と
ご
努
力
が
な
け
れ
ば
こ
の
研
究
誌
は
か
た
ち
に
な
ら
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
心
か
ら
感
謝
す
る
。
　

（
武
田
千
香
）

2009 年 度
東京外国語大学 
総合文化研究所

 活動報告

前
号
で
柳
原
孝
敦
氏
の
お
名
前
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

「人気のメカニズム〜現代ロシアの人気作家たち」
　　10 月 23 日　オリガ・スラブニコワ（作家）
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