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極
西
へ
の
両
義
的
感
情
を
め
ぐ
っ
て

八
木
久
美
子
著

『
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
他
者
像
の
変
遷
』

現
代
図
書
　
二
〇
〇
七
年
二
月

　

私
た
ち
は
乱
暴
に
も
「
欧
米
」
な
ど
と
ま
と
め
て
十
把
一
絡
げ
、
ま
る

で
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
す
。
し
か
し
、「
欧
」
と

「
米
」
が
私
た
ち
に
そ
の
存
在
感
を
押
し
つ
け
て
き
た
時
期
と
形
が
違
う

こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
ふ
た
つ
は
一
緒
く
た
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。
こ
の
場
合
の
「
私
た
ち
」
と
い
う
の
は
、

「
欧
」
で
も
「
米
」（
北
「
米
」）
で
も
な
い
、
そ
の
大
半
が
か
つ
て
ど
ち

ら
か
の
植
民
地
で
あ
っ
た
地
の
人
々
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
、
世
界
中

の
大
多
数
の
人
々
の
こ
と
だ
。

　

思
う
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
の
は
つ
く
づ
く
と
不
思
議
な
国
だ
。

自
身
、
植
民
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
独
立
を
成
し
遂
げ
る
と
、
百
年

ち
ょ
っ
と
後
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
の
後
を
継
ぐ
か
の
よ
う
に
唯
一

の
大
国
に
成
り
上
が
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
か

つ
て
の
列
強
ほ
ど
広
大
な
植
民
地
を
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い

─
も

ち
ろ
ん
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
拡
大
と
い
う
の
が
海
外
で
は
な
い
と
い
う
理

由
だ
け
で
植
民
地
拡
大
活
動
だ
と
み
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と

だ
が

─
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
に
よ
る
あ
る
特
定
の
外
地
の
表
象
を
分
析
し
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
の
古
典
と
な
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
本

が
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
と
銘
打
た
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
カ
ウ
ン

タ
ー
パ
ー
ト
た
る
べ
き
『
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
が
書
か
れ
た
と
し
て

も
何
の
不
思
議
も
な
い
し
、
事
実
、
書
か
れ
て
き
た
。Jam
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や
イ
ア
ン
・
ブ
ル
マ
＆
ア
ヴ
ィ
シ
ャ
イ
・
マ
ル
ガ
リ
ー
ト
『
反
西

洋
思
想
』
堀
田
江
理
訳
（
新
潮
選
書
、
二
〇
〇
六
）
な
ど
だ
（
後
者
の
原
題

もO
ccidentalism

と
い
う
）。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
書
物
、
前
者
は
論
文
集
で
視
座
（
つ
ま
り
、
誰
が
西

洋
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
）
は
多
様
だ
し
、後
者
は
「『
敵
』

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
非
人
間
的
な
西
洋
像
」（
同
書
、一
七
ペ
ー
ジ
）
を
「
オ

ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
定
義
す
る
点
に
か
け
て
、
い
さ
さ
か
偏
っ
て
い

る
と
い
う
べ
き
。
さ
ら
に
は
両
者
と
も
「
西
洋
」、「
オ
ク
シ
デ
ン
ト
」
の

概
念
が
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
無
前
提
に
含
ん
で

い
る
よ
う
で
あ
る
。
充
分
な
差
異
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
結
局
は

「
欧
米
」
な
の
か
。

　

八
木
久
美
子『
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
他
者
像
の
変
遷
』（
現

代
図
書
、
二
〇
〇
七
）
が
、
こ
う
し
た
「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
分
析

に
お
け
る
先
行
書
に
比
し
て
誇
る
べ
き
点
は
、
主
に
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ラ
ブ

人
た
ち
が
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
像
を
通
時
的
に
た

ど
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
視
座
は
一
定
し
て
お
り
、表
象
の
対
象
と
な
る「
欧

米
」
が
局
面
ご
と
に
分
断
さ
れ
分
析
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ひ
と
り
の
学
者

が
個
人
の
仕
事
と
し
て
腰
を
据
え
て
や
っ
た
労
作
ゆ
え
の
利
点
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

エ
ジ
プ
ト
は
フ
ラ
ン
ス
に
占
領
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
実
質
的
な
支
配
下

に
置
か
れ
、
独
立
後
に
は
特
に
第
三
次
中
東
戦
争
か
ら
こ
の
方
、
パ
レ
ス
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チ
ナ
問
題
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
難
し
い
関
係
を
保
っ
て
き

た
地
域
だ
。
こ
う
概
観
す
る
だ
け
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
態
度
と
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
態
度
に
差
異
が
生
じ
て
き
そ
う
な
こ
と
は
予

想
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

　

本
書
の
中
で
八
木
氏
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
作
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
、
学
者
た
ち
の
文
章
（
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
）
か
ら
映
画
ま
で
を
取

り
上
げ
て
、
そ
れ
が
表
象
し
て
い
る
土
地
、
時
代
、
局
面
に
よ
っ
て
区
分

け
し
、
個
々
に
分
析
す
る
と
い
う
作
業
だ
。「
隣
人
と
し
て
の
異
教
徒
」、

「
西
洋
と
い
う
他
者
」、「
ア
メ
リ
カ
と
い
う
記
号
」
と
い
う
三
つ
の
章
に

分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
が
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
節
に
区
分
さ
れ
て
い

る
。
ひ
と
つ
の
節
で
ひ
と
つ
の
書
物（
や
作
品
）を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、

す
っ
き
り
と
し
て
い
る
。

　

第
一
章
の
「
隣
人
と
し
て
の
異
教
徒
」
で
取
り
上
げ
る
の
が
コ
ー
ラ
ン

と
、
そ
れ
に
独
特
の
解
釈
を
施
し
た
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ
フ
ー
ズ
で
あ
る
こ

と
は
象
徴
的
だ
。
そ
の
後
取
り
上
げ
る
作
家
た
ち
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教

を
軽
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
驚
い
た
り
、「
男
の
イ
ス
ラ
ム
」
し
か
理
解

し
て
く
れ
な
い
イ
ギ
リ
ス
人
に
苛
立
っ
た
り
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
を
歪

め
て
し
ま
う
ア
メ
リ
カ
人
に
激
怒
し
た
り
し
て
い
る
ら
し
い
の
だ
か
ら
。

つ
ま
り
は
、
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
し
ろ
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
し
ろ
、
ア
ラ

ブ
の
人
々
が
他
者
に
違
和
感
を
抱
く
と
き
、
そ
こ
に
宗
教
の
軸
が
入
り
込

む
こ
と
も
多
々
あ
る
ら
し
い
か
ら
だ
（
そ
の
た
め
著
者
は
と
き
お
り
、「
文

明
の
衝
突
」
と
口
に
し
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
）。

　

そ
し
て
ま
た
、
あ
た
か
も
コ
ー
ラ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
『
我
が

町
内
の
子
供
た
ち
』
と
い
う
小
説
を
紡
ぐ
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
マ
フ
フ
ー
ズ

は
、
八
木
氏
の
前
著
の
主
役
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
知
悉
し
た
対
象
で
あ

れ
ば
、「
忘
却
と
い
う
過
ち
」
を
犯
す
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
人
々

を
批
判
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
の
正
統
的
な
見
方
を
踏
襲
す
る

か
に
も
見
え
る
マ
フ
フ
ー
ズ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
小
説
が
、
一
方
で
ま
た
イ

ス
ラ
ム
の
正
統
か
ら
は
大
き
く
外
れ
た
思
想
を
も
展
開
す
る
と
い
う
対

位
法
的
な
読
み
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
て
当
然
と
い
う
も
の
だ
。

　

実
際
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
た
多
く
の
作
家
、
知
識
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
う
ち
で
も
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
存
在
は
独
特
な
よ
う
だ
。
マ
フ
フ
ー
ズ
は

本
書
の
中
で
も
う
一
度
登
場
す
る
。『
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
ッ
ト
ゥ
ー
マ
の
旅
』

と
い
う
、『
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
の
旅
』
を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
が

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
見
て
取
れ
る
、
こ
れ
ま
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
遍
歴
の
小

説
が
分
析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
だ
。
イ
ス
ラ
ム
精
神
を
忘

れ
た
「
イ
ス
ラ
ム
の
地
」
を
出
た
主
人
公
が
、「
ジ
ャ
バ
ル
の
地
」
と
い

う
理
想
郷
を
求
め
て
旅
を
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
こ
の
小
説
で
、
主

人
公
が
途
中
に
立
ち
寄
る
場
所
の
ひ
と
つ
が
「
ハ
ル
バ
の
地
」
と
い
い
、

こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
そ
の
も
の
だ
と
八
木
氏
は
分
析
し
て
い
る
。
そ

し
て
ま
た
そ
の
地
に
対
す
る
態
度
に
マ
フ
フ
ー
ズ
の
独
自
性
が
あ
る
の

だ
と
い
う
。
い
っ
た
ん
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

と
も
言
え
る
批
判
が
展
開
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、

主
人
公
が
「
ハ
ル
バ
の
地
」
を
去
る
と
き
、必
ず
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
誓
っ

た
と
い
う
の
も
注
目
に
値
す
る
。彼
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
願
っ
た
の
は
、

故
郷
の
「
イ
ス
ラ
ム
の
地
」
と
「
ハ
ル
バ
の
地
」
だ
け
だ
。
マ
フ
フ
ー
ズ

が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
独
善
性
、
弱
肉
強
食
の
非
情
さ
を
批
判
し
て
い
る
の

は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
し
か
し
な
お
、
そ
の
魅
力
と
可
能
性
を
認
め
て
い
る

こ
と
も
ま
た
確
か
な
の
で
あ
る
。（
211
ペ
ー
ジ
）

　
「
ハ
ル
バ
の
地
」、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
マ
フ
フ
ー
ズ
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の
態
度
が
特
異
な
の
は
、
第
三
章
第
六
節
に
置
か
れ
た
こ
の
分
析
に
先
行

し
て
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
諸
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は

手
厳
し
い
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
第
一
節
は
タ
イ
ト
ル
か
ら

し
て
「
ア
メ
リ
カ
の
野
蛮
」
と
い
う
も
の
だ
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

サ
イ
イ
ド
・
ク
ト
ゥ
ブ
と
い
う
思
想
家
は
、「
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
否
定

的
な
言
説
の
代
表
」（
116
ペ
ー
ジ
）な
の
だ
そ
う
だ
。
そ
の
ク
ト
ゥ
ブ
は「
ア

メ
リ
カ
人
の
よ
う
な
劣
っ
た
人
間
が
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
人
類
全

体
に
と
っ
て
の
不
幸
だ
と
訴
え
」（
124
ペ
ー
ジ
）
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な

る
ほ
ど
、
マ
フ
フ
ー
ズ
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
見
え
る
。

　

小
説
と
そ
の
他
の
散
文
の
違
い
だ
と
言
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な

い
。
小
説
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
面
に
押
し
出
し
、
一
面
的
な
読
み
し
か

で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
駄
作
と
い
う
も
の
。
対
位
法
的
で
多
義
的

な
読
み
を
許
す
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
読
む
価
値
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
に
比
し

て
た
と
え
ば
ク
ト
ゥ
ブ
の
文
章
は
小
説
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
批

判
は
直
截
的
で
あ
っ
て
い
い
。

　

し
か
し
…
…
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
激
し
い
感
情
を
抱
か
な

い
で
は
い
ら
れ
な
い
別
の
地
域
を
扱
っ
て
き
た
私
な
ど
は
思
う
。
希
望
、

期
待
と
完
膚
無
き
ま
で
の
批
判
が
同
時
に
存
在
す
る
、
そ
う
し
た
両
義
的

感
情
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
の
が
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
存

在
の
特
異
さ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
ル
グ
ワ
イ
の
批
評
家
ホ

セ
・
エ
ン
リ
ケ
・
ロ
ド
ー
は
そ
れ
を
し
て
「
北
マ
ニ
ア
」
と
呼
ん
だ
の
だ
。

　

ク
ト
ゥ
ブ
の
直
截
性
に
比
す
べ
き
マ
フ
フ
ー
ズ
の
曖
昧
さ
は
、
こ
う
し

た
「
北
マ
ニ
ア
」
の
ご
と
き
両
義
的
感
情
の
よ
り
模
範
的
な
例
に
な
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
エ
ジ
プ
ト
に
と
っ
て
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
は
「
北
」
で
は
な
い
。
西
洋
の
さ
ら
に
西
の
先
に
あ
る
極
西
と

も
呼
ぶ
べ
き
場
所
に
あ
る
。
そ
れ
を
無
理
し
て
ロ
ド
ー
風
に
「
極
西
マ
ニ

ア
」
と
呼
ぶ
必
要
も
な
い
の
だ
ろ
う
が
、と
も
か
く
そ
う
し
た
「
マ
ニ
ア
」

の
あ
り
方
を
叙
述
し
て
い
る
の
が
本
書
の
特
徴
で
あ
る
。

　

か
つ
て
世
界
は
少
数
の
宗
主
国
群
と
圧
倒
的
多
数
の
植
民
地
か
ら
成

り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
た
だ
一
つ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
そ
う
で
は

な
い
圧
倒
的
多
数
の
地
域
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
今
で
は
さ
ら
に
違
う

し
か
た
で
捉
え
た
方
が
妥
当
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
歴

史
的
な
情
勢
の
存
在
様
態
の
一
局
面
を
叙
述
し
た
こ
と
が
『
ア
ラ
ブ
・
イ

ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
他
者
像
の
変
遷
』
の
達
成
だ
ろ
う
。（

柳
原
孝
敦
）


