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暖
か
い
季
節
、
晩
方
に
な
れ
ば
、
外
大
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
も
蝙
蝠
が
た
く
さ
ん
飛
ん
で
い
る
け
れ

ど
も
、
多
く
の
学
生
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
蝙
蝠
と
い

う
言
葉
は
知
っ
て
い
る
し
、
そ
こ
に
蝙
蝠
は
い
る
の
だ
が
、
見
え
な
い
の
だ
。

　
鳥
の
声
の
よ
う
な
も
の
を
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
す
駅
が
た
い
へ
ん
な
勢
い
で
増
え
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
『
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
』
施
行
の
一
つ
の
〈
成
果
〉
で
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
法
令
に
は
「
音

に
よ
る
案
内
」
と
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
何
の
鳥
と
も
つ
か
な
い
、
人
工
的
な
も
の
も
あ
る
が
、

明
ら
か
に
た
と
え
ば
コ
マ
ド
リ
で
あ
る
と
か
カ
ッ
コ
ウ
で
あ
る
と
わ
か
る
よ
う
な
具
体
的
な
音
声
も

多
い
。
コ
マ
ド
リ
が
決
し
て
棲
息
も
通
過
も
で
き
な
い
場
所
で
、
決
し
て
囀
る
は
ず
も
な
い
季
節
に
、

そ
の
声
を
否
応
な
く
聞
か
さ
れ
る
と
い
う
の
は
何
と
も
や
り
き
れ
ず
、
恐
ろ
し
い
。

　
な
ぜ
そ
の
場
所
で
耳
に
す
る
は
ず
の
な
い
鳥
の
声
が
必
要
で
、
な
ぜ
多
く
の
人
が
そ
れ
に
耐
え
ら

れ
る
の
か
。
修
辞
を
弄
す
る
な
、
耐
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
、
む
し
ろ
好
ん
で
い
る
か
あ
る
い
は
無

頓
着
な
だ
け
だ
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
好
み
な
り
神
経
は
破
壊
的
で

あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
砂
防
ダ
ム
な
ど
を
、
風
雨
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
て
は
作
り
、
壊
さ
れ

て
は
ま
た
作
り
し
な
が
ら
、
コ
マ
ド
リ
の
渓
流
を
最
終
的
に
破
壊
で
き
る
の
は
そ
う
い
う
神
経
だ
か

ら
で
あ
る
。
コ
マ
ド
リ
の
声
も
姿
も
認
識
で
き
な
い
段
階
に
達
し
て
は
じ
め
て
、
コ
マ
ド
リ
の
徹
底

的
な
破
壊
は
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
う
四
半
世
紀
以
上
も
昔
、
深
川
に
芭
蕉
記
念
館
が
で
き
た
と
い
う
の
で
行
っ
て
み
る
と
、
玄
関

の
自
動
ド
ア
を
通
る
た
び
に
や
は
り
人
工
的
な
鳥
の
囀
り
も
ど
き
の
音
が
流
れ
る
の
で
、
芭
蕉
は
こ

れ
を
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
と
連
れ
の
学
生
た
ち
に
訊
い
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
だ
東
工
大
に
勤
め
て
い

る
時
で
、〈
日
本
的
自
然
観
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
と
い
う
授
業
の
一
環
と
し

て
の
見
学
だ
っ
た
。
深
川
を
起
点
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
学
生
た
ち
と
奥
の
細
道
を
辿
る
旅
行
に
出
た

の
だ
っ
た
。

　
こ
の
記
念
館
で
は
句
会
や
俳
句
教
室
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
破
壊
的
な
鳥
の
声
の
流

れ
る
、
廃
墟
と
す
ら
呼
べ
な
い
あ
の
建
物
で
、
そ
う
い
う
営
み
が
行
わ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
情
況

を
う
ま
く
説
明
し
、
名
指
す
こ
と
が
や
は
り
で
き
な
い
。
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一
、
い
か
に
し
て
外
語
の
教
授
と
な
り
し
か

　

知
識
人
た
ち
が
ど
う
に
も
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
ず
、
半
ば
衝
動
的
に
ど

こ
か
を
め
ざ
し
て
動
き
出
す
時
期
が
歴
史
に
は
あ
る
よ
う
だ
。
ロ
シ
ア
の

一
八
七
四
年
も
そ
う
い
う
年
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
で
は
こ
の
夏
、
数
千

人
の
青
年
男
女
が
、
大
学
を
、
書
物
を
捨
て
、
あ
る
も
の
は
教
師
と
し

て
、
あ
る
も
の
は
行
商
人
や
助
産
婦
に
身
を
や
つ
し
て
農
村
へ
と
入
っ
て

い
っ
た
。「
狂
っ
た
夏
」
と
呼
ば
れ
る
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
運
動
の
絶
頂
期
で

あ
る
。

　

民ナ
ロ
ー
ド衆
を
啓
蒙
す
る
、
い
や
民
衆
に
学
ぶ
べ
き
、
そ
の
前
に
民
衆
と
一
体

化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
そ
れ
ぞ
れ
が
内
的
衝
迫
を
抱
え
て
い
た
。

彼
ら
を
こ
う
し
た
運
動
に
か
き
た
て
た
の
は
そ
の
数
年
前
に
出
版
さ
れ

た
一
冊
の
本
だ
っ
た
。『
歴
史
書
簡
』（
一
八
六
八
│
六
九
）
と
題
さ
れ
た

こ
の
本
で
、
著
者
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ラ
ヴ
ロ
フ
は
、
進
歩
の
代
償
と
い
う
道

徳
的
問
題
を
知
識
人
に
差
し
つ
け
て
い
た
。
知
識
人
が
高
度
な
学
問
を
学

び
、
文
化
的
な
生
活
を
享
受
で
き
る
の
は
、
勤
労
大
衆
で
あ
る
ナ
ロ
ー
ド

の
血
と
汗
の
結
果
で
あ
る
。
だ
か
ら
知
識
人
は
、
今
こ
そ
そ
の
進
歩
の
代

償
を
ナ
ロ
ー
ド
に
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
知
識
人
は
「
批
判
的
に
思
考
す
る
個
人
」
す
な
わ
ち
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ヤ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
こ
の
書
物
は
訴
え
て
い
た
1
。

一
八
六
一
年
に
農
奴
解
放
令
が
出
さ
れ
た
と
は
い
え
、
大
多
数
の
農
民
は

債
務
奴
隷
と
し
て
そ
れ
ま
で
以
上
に
過
酷
な
労
働
条
件
に
さ
ら
さ
れ
て

い
た
と
い
う
事
情
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　

し
か
し
さ
ら
に
も
う
一
冊
の
本
が
、
こ
の
動
き
に
拍
車
を
か
け
た
の

だ
っ
た
。『
進
歩
と
は
何
か
』（
一
八
六
九
）
と
題
さ
れ
た
こ
の
本
で
、
著

者
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
資
本
主
義
の
根
底
に
あ
る
社
会
的
分
業
が
実

は
進
歩
で
は
な
く
退
歩
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
暴
い
て
見
せ
た
の
だ
っ
た
。

社
会
的
分
業
に
よ
っ
て
な
る
ほ
ど
生
産
力
は
飛
躍
的
に
伸
び
、
国
富
は
豊

か
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
労
働
者
は
ま
さ
に
一
本
の
ネ
ジ
に
さ
れ
、

精
神
的
、
肉
体
的
に
一
面
性
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
果
た
し
て
こ
れ
が
進

歩
と
呼
べ
る
の
か
、
と
著
者
は
問
い
か
け
る
。
こ
の
時
期
世
界
は
社
会

ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
支
配
下
に
あ
り
、
帝
国
主
義
的
な
植
民
地
獲
得
競
争

が
進
む
な
か
、
ど
の
国
も
国
威
の
発
揚
と
、
国
富
の
向
上
に
躍
起
と
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
社
会
の
学
た
る
社
会
学
は
、
国
家
で
は
な
く
、
一
人
ひ

と
り
の
民
衆
、
個
人
を
そ
の
根
底
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
ミ
ハ
イ
ロ

フ
ス
キ
ー
は
視
座
の
転
換
を
訴
え
た
。
そ
こ
か
ら
生
身
の
個
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
人
に
と
っ
て

の
真
の
進
歩
と
は
、
一
人
の
人
間
の
肉
体
の
各
器
官
に
お
け
る
最
大
限
の

分
業
で
あ
り
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
の
が
独
立
生
産
者
的
立
場
に
ち
か

い
ロ
シ
ア
の
共
同
体
農
民
だ
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
2
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

分
業
論
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
こ
の
進
歩
観
は
、
思
う
に
当
時
の
知
識
人

土
着
的
革
命
と
し
て
の
明
治
維
新
│
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
日
本
観
の
先
駆
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
雅
司
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に
と
っ
て
は
大
き
な
発
想
の
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

こ
の
一
方
で
、
同
じ
く
ナ
ロ
ー
ド
の
方
を
め
ざ
す
と
い
っ
て
も
、
実
際

に
農
村
へ
向
か
う
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
内
部
に
ナ
ロ
ー
ド
を
求
め

よ
う
と
す
る
動
き
も
出
て
く
る
。
数
年
後
に
宗
教
哲
学
者
の
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ

ル
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
は
「
神
人
に
関
す
る
講
義
」（
一
八
七
八
│
八
〇
）
と

い
う
公
開
講
義
を
し
、
そ
こ
で
独
自
の
キ
リ
ス
ト
論
を
展
開
し
た
が
、
同

じ
く
「
神
人
教
」
を
唱
え
、
ア
メ
リ
カ
に
わ
た
っ
た
知
識
人
の
グ
ル
ー
プ

も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
導
い
た
の
は
、
一
時
期
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
の
母
体

と
な
っ
た
「
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
団
」
の
創
始
者
ニ
コ
ラ
イ
・
チ
ャ
イ
コ

フ
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
ロ
シ
ア
の
ナ
ロ
ー
ド
が
神
を
孕
め
る
民
だ
と

し
た
ら
、
知
識
人
た
る
自
分
自
身
の
内
部
に
神
を
持
て
な
い
か
ぎ
り
、
ナ

ロ
ー
ド
と
の
一
体
化
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
っ
た
の

で
あ
る
。
帝
政
下
の
ロ
シ
ア
で
は
そ
れ
を
実
践
で
き
な
い
と
考
え
た
こ
の

集
団
は
ア
メ
リ
カ
の
カ
ン
ザ
ス
州
に
自
給
自
足
の
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
た

の
だ
っ
た
。
後
に
「
カ
ン
ザ
ス
の
神
人
」
と
呼
ば
れ
る
彼
ら
は
、
帰
国
後

作
家
の
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
の
民
衆
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
歴
史
的
う
ね
り
の
中
で
、
維
新
革
命
を
果
た
し
た

明
治
日
本
を
め
ざ
し
た
亡
命
ロ
シ
ア
人
革
命
家
が
い
た
。
彼
こ
そ
は
開
設

ま
も
な
い
東
京
外
国
語
学
校
魯
語
科
の
お
雇
い
教
授
と
な
る
レ
フ
・
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
（
一
八
三
八
│
八
八
）
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
彼
は
最
初
か
ら

外
語
の
教
師
に
な
る
つ
も
り
で
来
日
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は

ま
ず
革
命
な
っ
た
日
本
に
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
強
烈
な
意
志
が
あ
っ

た
。
彼
が
明
治
維
新
の
報
に
接
し
た
の
は
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
敗
北
後

の
パ
リ
だ
っ
た
。
世
界
初
の
労
働
者
政
権
と
し
て
知
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン

が
圧
殺
さ
れ
た
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
政
治
的
反
動
の
嵐
が
吹
き
す
さ
ん

で
い
た
と
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
い
う
。
そ
ん
な
中
で
極
東
の
島
国
日
本
、
西

欧
で
は
中
国
の
付
属
物
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
日
本

で
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
革
命
が
起
こ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

  

一
八
五
九
年
以
来
亡
命
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
彼
は
、
十
種
類

ほ
ど
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
ロ
シ
ア
の
諸
雑
誌
に
論
文
を
発
表
し
て
き
た
か

ら
、
ロ
シ
ア
国
内
で
澎
湃
と
し
て
起
こ
っ
て
き
た
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
に

も
敏
感
で
あ
っ
た
。
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
思
想
の
根
底
に
は
い
わ
ゆ
る
「
後
進

性
の
優
位
」
の
思
想
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
は
歴
史
的
に
西
欧
に
後
れ
て
い
る

が
故
に
、
西
欧
が
陥
っ
た
誤
謬
を
お
か
さ
ず
、
先
に
進
む
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
の
が
そ
の
骨
子
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
い
う
「
後
進
性
」
の
中
身
と

は
ミ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
農
村
共
同
体
の
存
在
で
あ
り
、「
無
知
蒙
昧
」
な

が
ら
伝
統
の
中
に
生
き
る
ナ
ロ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ナ
ロ
ー
ド

に
出
会
う
た
め
に
、
ロ
シ
ア
の
知
識
人
た
ち
は
農
村
を
め
ざ
し
た
。
こ
れ

は
い
わ
ば
「
後
進
性
」
の
実
像
を
知
る
行
為
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。

然
る
に
こ
の
当
時
ア
ジ
ア
、
東
洋
と
は
、
西
欧
人
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
後

進
性
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
代
に
ア
ジ
ア
を

め
ざ
す
と
い
う
こ
と
は
、
思
想
的
に
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
運
動
と
通
底
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
年
来
の
仮
説
で
あ
っ
た
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の

事
例
は
こ
の
仮
説
の
格
好
の
例
証
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

先
ほ
ど
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
は
日
本
へ
の
強
烈
な
意
志
が
あ
っ
た
と
書
い

た
が
、
そ
れ
だ
け
で
日
本
行
き
が
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
日
本
語
の
勉
強
を

志
す
の
で
あ
る
。「
そ
れ
ま
で
僻
遠
の
地
を
ほ
う
ぼ
う
放
浪
し
て
き
た
お
か

げ
で
、
わ
た
し
に
は
、
あ
る
国
の
こ
と
を
ま
じ
め
に
研
究
し
よ
う
と
思
っ

た
ら
、
そ
の
国
の
民
が
話
す
言
葉
を
も
の
に
す
る
し
か
な
い
と
い
う
不
動

の
確
信
が
あ
っ
た
」
3
。
こ
の
時
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
す
で
に
十
三
ヶ
国
語
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を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
も
そ
こ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
だ

け
で
な
く
、
か
つ
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
東
洋
語
学
部
で
学
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア

語
、
ト
ル
コ
語
も
含
ま
れ
て
い
る
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
、
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ

軍
の
ス
ラ
ヴ
義
勇
軍
の
副
官
と
し
て
、
か
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
に
加

わ
り
、
各
地
を
転
戦
、
ナ
ポ
リ
で
重
傷
を
負
い
、
以
来
義
足
と
松
葉
杖
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
解
放
戦
争
の
と
き
か
ら
、

す
で
に
ポ
リ
グ
ロ
ー
ト
で
あ
る
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
存
在
は
異
彩
を
は
な
っ

て
い
た
よ
う
で
、
か
の
『
三
銃
士
』
の
作
者
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ

マ
が
野
戦
病
院
に
い
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
援
助
を
申
し
出
て
い
る
の
だ
。

し
か
も
そ
も
そ
も
画
家
を
め
ざ
し
て
イ
タ
リ
ア
に
潜
入
し
た
彼
は
、
従
軍

中
も
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
手
放
さ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
彼
が
描
い
た
何
枚

も
の
兵
士
の
肖
像
画
が
残
っ
て
い
る
4
。

　

こ
の
画
才
と
も
関
係
す
る
が
、
独
学
で
漢
字
の
勉
強
を
始
め
た
メ
ー
チ

ニ
コ
フ
に
と
っ
て
、
本
来
象
形
文
字
で
あ
る
漢
字
の
習
得
は
苦
痛
と
い
う

よ
り
も
楽
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
後
に
頼
朝
や
家
康
の
肖
像
画
を

模
写
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
筆
跡
は
、
外
国
人
の

も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
見
事
で
あ
る
。
し
か
し
一
人
で
漢
字
を
練
習

し
て
い
る
だ
け
で
は
日
本
へ
の
道
は
ひ
ら
け
る
は
ず
も
な
い
。
日
本
語
と

い
う
言
語
に
も
興
味
を
持
っ
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

唯
一
日
本
語
科
を
置
い
て
い
た
パ
リ
大
学
の
レ
オ
ン
・
ド
・
ロ
ニ
ー
教
授

の
門
を
叩
き
、
教
え
を
請
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ロ
ニ
ー
と
い
う
人
物
は

福
沢
諭
吉
や
栗
本
鋤
雲
ら
と
も
親
交
が
あ
り
、「
よ
の
う
わ
さ
」
な
ど
と

い
う
ひ
ら
が
な
の
新
聞
を
出
し
、
さ
ら
に
羅
尼
な
ど
と
い
う
漢
字
の
印
鑑

を
も
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
相
当
の
奇
人
で
あ
る
5
。
さ
す
が
の
こ
の
奇

人
も
、
そ
の
上
を
行
く
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
数
奇
な
運
命
に
は
度
肝
を
抜
か

れ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
の
難
解
さ
を
い
く
ら
説
明
し
て
も
、
こ
の
ロ
シ

ア
人
は
ひ
き
さ
が
る
気
配
が
な
い
。
そ
こ
で
ロ
ニ
ー
は
「
そ
の
頃
ス
イ

ス
に
滞
在
し
て
い
た
日
本
の
若
い
大
名
（
封
建
領
主
の
こ
と
）
へ
の
紹
介

状
を
…
…
書
い
て
く
れ
た
」（
二
二
）
の
だ
っ
た
。
こ
の
大
名
が
誰
か
は
、

ま
だ
特
定
で
き
て
い
な
い
が
、
こ
の
一
歩
が
な
か
っ
た
な
ら
、
メ
ー
チ
ニ

コ
フ
が
外
語
の
教
授
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
「
指
定
さ
れ
た
場
所
に
行
っ
て
み
る
と
、
わ
た
し
の
教
師
と
な
る
は
ず

の
人
物
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
暮
ら
し
た
若
年
の
日
本
人
の
大
半
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
早
く
も
肺
患
を
わ
ず
ら
い
、
す
で
に
ニ
ー
ス
に
発
っ
た
あ

と
だ
っ
た
。
だ
が
そ
の
か
わ
り
に
、
彼
の
部
屋
に
は
な
ん
と
別
の
日
本
人

が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
違
う
と
こ
ろ
は
、
こ
の
日
本
人
は
フ
ラ

ン
ス
語
が
一
言
も
し
ゃ
べ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

わ
た
し
を
迎
え
入
れ
た
の
は
、
と
び
き
り
洒
落
た
グ
レ
ー
の
背
広
を
着

込
ん
だ
、
さ
ほ
ど
若
く
は
な
い
紳
士
だ
っ
た
。
彼
は
ば
か
に
大
き
い
唇
に

喜
び
の
笑
み
を
う
か
べ
、
法
外
な
ま
で
に
幅
の
広
い
顔
に
、
極
小
の
鷲
鼻

を
置
き
、
ニ
ス
を
流
し
こ
ん
だ
二
つ
の
細
い
隙
間
と
い
っ
た
か
っ
こ
う
の

眼
を
し
て
い
た
。
彼
の
歯
の
異
常
な
白
さ
と
、
ち
っ
ち
ゃ
な
手
足
の
優
雅

さ
が
目
に
つ
い
た
。」（
二
三
）

　

一
方
こ
の
時
の
模
様
を
、
こ
の
日
本
人
は
日
記
に
こ
う
残
し
て
い
る
。

「
夕
景
、
一
人
ノ
魯
西
亜
人
来
ル
、
能
ク
日
本
語
ヲ
解
ス
其
内
ニ
同
行
セ

ン
コ
ト
ヲ
乞
フ
、
依
テ
同
車
ニ
テ
行
キ
、
夜
八
字
帰
ル
、
此
人
ハ
仏
ニ
テ

我
語
ヲ
学
ビ
タ
リ
ト
テ
能
ク
字
ヲ
読
ム
、
我
モ
大
ニ
便
ヲ
得
タ
リ
、
故
ニ

一
字
ヅ
ツ
互
ニ
教
エ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
」（
一
八
七
二
年
九
月
一
八
日
）

　

こ
の
人
物
に
出
会
え
た
こ
と
は
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
強
運
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
。
日
本
人
が
多
す
ぎ
る
パ
リ
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
に

は
適
さ
な
い
と
い
っ
て
、
あ
え
て
日
本
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
を
留
学
先
に
選
ん
だ
こ
の
気
骨
あ
る
日
本
人
の
名
は
大
山
彌
助
、
後
の
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大
山
巌
陸
軍
元
帥
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
直
前
に
盟
友
山
県
有
朋
に
出
し

た
手
紙
で
、
大
山
は
い
い
年
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
ア
ベ
セ
を
学
び
始

め
た
自
分
の
お
ろ
か
さ
を
自
嘲
気
味
に
嘆
い
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
時

大
山
三
十
歳
。「
我
モ
大
ニ
便
ヲ
得
タ
リ
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
そ
う
し

た
文
脈
で
読
む
必
要
が
あ
る
。
一
方
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
筆
に
か
か
る
と
こ

の
初
対
面
の
模
様
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
る
。「
彼
が
何
語
で
話
し

て
い
る
の
か
は
判
じ
か
ね
た
が
、
わ
た
し
に
は
こ
れ
以
上
彼
と
話
し
て
も

ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
。
聞
き
覚

え
の
あ
る
音
ま
で
が
、
彼
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と
、
わ
た
し
の
耳
に
は

な
に
か
こ
う
奇
妙
に
空
ろ
に
響
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
彼
の
口

の
中
に
、
柔
ら
か
な
綿
で
も
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
」

（
二
三
）。

　

そ
れ
ま
で
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
足
跡
を
追
っ
て
お
こ
う
。
一
八
六
四

年
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
思
想
的
な
師
と
も
い
う
べ
き
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
ク
ー

ニ
ン
と
出
会
い
、
流
刑
地
シ
ベ
リ
ア
か
ら
日
本
、
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
奇
跡
的
に
舞
い
戻
っ
た
こ
の
革
命
の
巨
人
に
、
お
そ
ら
く

ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
指
示
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
援
助
の
手

を
差
し
伸
べ
た
の
だ
っ
た
。
亡
命
の
ベ
テ
ラ
ン
と
も
言
う
べ
き
メ
ー
チ
ニ

コ
フ
は
、
そ
れ
以
後
も
多
く
の
ロ
シ
ア
か
ら
の
亡
命
者
の
世
話
役
を
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
チ
ホ
ミ
ー
ロ
フ
、
ス
チ
ェ
プ
ニ
ャ
ー
ク
・
ク
ラ

フ
チ
ン
ス
キ
ー
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
と
い
っ
た
錚
々
た
る

革
命
家
の
名
が
浮
か
ぶ
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
豊
富
な
人
脈
と
、
何
よ
り
も

そ
の
語
学
力
が
大
い
に
役
に
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
一
八
六
四
年
に
、
バ
ク
ー
ニ
ン
の
帰
還
を
知
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

革
命
家
集
団
が
接
近
し
て
く
る
。
そ
の
前
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
起
こ
っ
た

民
族
蜂
起
は
ツ
ァ
ー
リ
政
府
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
、
多
く
の
革
命
家
が
国

外
に
逃
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
ロ
シ
ア
国
内
で
は
、
こ
の
蜂
起
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
革
命
運
動
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
、
反

動
的
な
空
気
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。
か
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
『
地
下

室
の
手
記
』
な
ど
の
作
品
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
批
判
を
展
開
し
だ
す
の
も
こ
の

こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
革
命
家
集
団
は
、
革
命
の
巨
人
た
る
バ
ク
ー
ニ
ン
に
、

も
う
一
人
の
伝
説
の
革
命
家
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
地
中
海
艦
隊
を
動
か
す

よ
う
仲
介
を
依
頼
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
当
時
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
す
で
に

政
治
の
場
か
ら
退
き
、
カ
プ
レ
ラ
島
に
隠
棲
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
彼
を

動
か
す
に
は
、
個
人
的
に
こ
の
老
将
と
面
識
の
あ
る
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
動

い
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
か
く
て
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
バ
ク
ー
ニ
ン
の
指
示

で
ふ
た
た
び
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
面
会
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
の
隠
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
と
も
言
う
べ
き
事
実
は
、
メ
ー
チ

ニ
コ
フ
の
遺
言
で
、
そ
の
死
の
九
年
後
に
『
歴
史
通
報
』
誌
に
発
表
さ
れ

た
彼
の
遺
稿
「
一
八
六
四
年
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
バ
ク
ー
ニ
ン
」
に
よ
っ

て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
6
。
こ
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
回
想
的
な
記
述
に
は
異
常
な
ま
で
の
神
経
を
配
っ
て

い
た
。
そ
の
証
拠
に
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
大
山
巌
の
実
名
を
出
す
こ
と
す
ら

な
く
（「
善
良
な
日
本
の
将
軍
」
と
だ
け
記
す
）、
ま
た
彼
へ
の
日
本
語
の
手

紙
で
も
「
び
っ
こ
の
魯
人
」
と
だ
け
署
名
す
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
に

『
元
帥
公
爵
大
山
巌
伝
』
の
編
者
は
長
い
こ
と
こ
の
魯
人
の
特
定
に
困
っ

た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
一
件
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
の
説
得
が
功
を
奏
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
を
出
航
す

る
直
前
ま
で
行
く
の
だ
が
、
そ
の
前
夜
に
、
計
画
が
発
覚
し
、
地
元
の
警

察
に
よ
っ
て
こ
の
世
紀
の
大
遠
征
は
頓
挫
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
な
に
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し
ろ
こ
の
地
中
海
艦
隊
は
黒
海
経
由
で
オ
デ
ッ
サ
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら

陸
路
ワ
ル
シ
ャ
ワ
ま
で
攻
め
上
る
と
い
う
気
宇
壮
大
な
も
の
だ
っ
た
の

だ
。
そ
し
て
こ
の
事
件
が
も
と
で
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
イ
タ
リ
ア
を
去
り
、

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
活
動
拠
点
を
移
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
そ
れ
ま
で
ロ
ン
ド
ン
で
活
動
し
て
い
た
ゲ
ル

ツ
ェ
ン
、
オ
ガ
リ
ョ
ー
フ
も
ス
イ
ス
に
移
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
は
ロ
シ
ア
人

亡
命
者
の
た
ま
り
場
と
な
っ
て
い
く
。「
若
き
ロ
シ
ア
」
と
い
う
新
た
な

亡
命
者
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
こ
に
は
で
き
、ウ
ー
チ
ン
、ニ
コ
ラ
ー
ゼ
、ノ
ー

ジ
ン
、
セ
ル
ノ
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
エ
ヴ
ィ
チ
ら
六
〇
年
代
ロ
シ
ア
で
革
命
運
動

を
担
っ
た
人
物
が
大
挙
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
移
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

ん
な
中
で
一
八
六
八
年
に
は
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ロ
シ
ア
人
支

部
（
バ
ク
ー
ニ
ン
派
）
が
こ
の
地
に
で
き
て
い
る
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
ゲ

ル
ツ
ェ
ン
の
信
任
を
受
け
て
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
ま
と
め
役
的
存
在
と
な

り
、
若
き
世
代
と
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
間
で
、
思
想
的
確
執
が
起
こ
っ
た
時
も

そ
の
仲
裁
役
を
果
た
し
た
の
だ
っ
た
。
若
き
世
代
の
教
養
の
低
さ
と
過
激

さ
に
落
胆
し
て
い
た
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
が
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
文
才
を
高
く
評

価
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
7
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
グ
ル
ジ
ア
出
身
の
革
命
家
ニ
コ

ラ
ー
ゼ
と
こ
の
時
期
、『
現
代
』
と
い
う
雑
誌
ま
で
発
刊
し
て
い
る
。
し

か
も
六
八
年
秋
に
は
『
聖
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
報
知
』
誌
特
派
員
の
肩
書
き
で
、

当
時
動
乱
状
態
に
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
単
身
乗
り
込
む

の
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
「
カ
タ
ロ
ニ
ア
賛
歌
」
や
エ
ン
ツ
ェ
ン
ス
ベ

ル
ガ
ー
の
「
ス
ペ
イ
ン
の
短
い
夏
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
カ
タ
ロ
ニ
ア
地

方
で
は
い
ま
な
お
バ
ク
ー
ニ
ン
主
義
の
影
響
が
つ
よ
い
と
い
う
が
、
お
そ

ら
く
そ
こ
に
は
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
役
割
も
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
8
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
私
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
大

学
の
図
書
館
で
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
痕
跡
を
探
し
求
め
た
が
、
残
念
な
が
ら

そ
こ
に
は
何
も
残
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
こ
の
ス
ペ
イ
ン
行
き
が
、
単
な
る
取
材
旅
行
に
と
ど

ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
と
き
彼
が
さ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
革
命
組
織

の
紹
介
状
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
ス
ペ
イ
ン

の
す
べ
て
の
愛
国
者
諸
君
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
麾
下
の

参
謀
部
付
き
大
尉
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
氏
を
、
勇
敢
な
る
戦
士
、
諸
国
民
の
自

由
と
独
立
の
擁
護
者
と
し
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
そ
こ
に
は
書
か

れ
て
い
た
9
。
半
年
の
ス
ペ
イ
ン
滞
在
の
後
、ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
戻
っ
た
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
は
翌
六
九
年
の
『
祖
国
雑
記
』
に
「
ス
ペ
イ
ン
紀
行
」
な
る
論

文
を
七
回
に
分
け
て
載
せ
て
い
る
。

　

ま
た
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
頃
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
ロ
シ
ア
に
お
け
る
土
着

的
革
命
思
想
の
系
譜
に
も
強
い
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ

れ
は
革
命
思
想
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
契
機
の
重
要
性
へ
の
着
目
と

言
い
換
え
て
も
い
い
。
ロ
シ
ア
史
に
お
い
て
従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
コ
サ
ッ
ク
制
度
や
、
動
乱
時
代
に
お
け
る
僭
称
者
偽

ド
ミ
ー
ト
リ
イ
の
意
義
、
さ
ら
に
は
分
離
派
教
徒
の
反
国
家
的
役
割
に
焦

点
を
当
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
八
六
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
語
版
『
コ
ー
ロ

コ
ル
』（
鐘
）
が
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
る
と
、「
ル
ー
シ
に
お

け
る
国
家
の
敵
対
者
た
ち
」
と
い
う
論
文
を
連
載
す
る
10
。
こ
こ
で
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
が
、
ロ
シ
ア
の
古
称
で
あ
る
ル
ー
シ
を
敢
え
て
使
っ
た
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
革
命
思
想
と
は
何
も
西
欧
か
ら
の
借
用
で
は
な
く
、
国
家

と
し
て
の
ロ
シ
ア
の
歴
史
と
は
別
の
位
相
で
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

う
し
た
国
家
と
は
別
の
、
民
衆
史
の
発
掘
と
い
う
方
法
は
、
メ
ー
チ
ニ
コ

フ
が
日
本
文
明
を
論
じ
る
場
合
に
も
大
い
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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話
が
だ
い
ぶ
そ
れ
た
が
、
大
山
巌
と
出
会
っ
た
時
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ

は
、
こ
う
し
た
革
命
家
と
し
て
の
経
歴
と
、
思
想
的
遍
歴
を
す
で
に
経
て

い
た
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
人
は
翌
日
か
ら
日
本
語
と

フ
ラ
ン
ス
語
の
交
換
教
授
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
式
相
互
教
授
」

を
開
始
す
る
。
そ
れ
で
は
二
人
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
授
業
を
し
て
い

た
の
か
、
こ
の
こ
と
が
長
い
こ
と
気
に
か
か
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
大
山

の
日
本
語
は
相
当
薩
摩
訛
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
耳
の
い
い

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
こ
れ
を
丸
暗
記
し
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
の
か
。

　

し
か
し
そ
れ
が
杞
憂
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
よ
う
な
一
次
資
料
が
、

こ
と
も
あ
ろ
う
に
数
年
前
に
数
年
前
に
わ
が
国
の
国
会
図
書
館
か
ら
で

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
の
憲
政
資
料
室
に
は
大
山
巌
文
書
と
い
う
ア
ー

カ
イ
ブ
が
あ
り
、「
欧
州
留
学
中
の
元
帥
の
勉
学
」
と
い
う
フ
ァ
イ
ル
が

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
二
十
枚
ほ
ど
の
レ
ポ
ー
ト
用
紙
と
数
百
枚
の
単
語

カ
ー
ド
が
そ
こ
に
は
収
め
ら
れ
て
い
た
。
見
る
と
達
筆
な
ペ
ン
字
で
フ
ラ

ン
ス
語
の
文
章
が
い
く
つ
も
綴
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
す
べ
て
の
用
紙
に
二

つ
折
り
さ
れ
た
痕
が
あ
り
、欄
外
に
鉛
筆
書
き
で
「
二
回
終
了
」
と
か
「
完

璧
！
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
気
に
か
か
っ
た
。
そ
こ
で
文
章
を
丹
念
に

読
ん
で
み
る
と
左
側
に
は
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
章
が
書
か
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
右
側
に
は
、
驚
い
た
こ
と
に
そ
の
文
章
の

和
訳
が
フ
ラ
ン
ス
語
綴
り
で
書
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
一

瞬
目
を
疑
っ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
二
人
の
勉
強
の
あ
と
を
裏
付
け
る
貴
重
な

資
料
に
間
違
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
の
大
山
の
研
究
者
た
ち
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
が
読
め
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
と
い
う

存
在
そ
の
も
の
が
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
誰
一
人
こ
の
資
料

を
丹
念
に
解
読
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
わ

た
し
は
全
例
文
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
、
最
初
の
う
ち
は
ご
く
単
純
な
仏
文

が
、
語
順
ど
お
り
に
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
。「
ワ
レ
ハ　

イ
ル
デ
ア
ロ

ウ　

ロ
ン
ド
ン
ニ
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
メ
ー
チ
ニ
コ
フ

が
フ
ラ
ン
ス
語
の
例
文
を
書
き
、
つ
い
で
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
と
、
大

山
が
日
本
語
訳
を
声
に
出
す
。
そ
れ
を
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
フ
ラ
ン
ス
語
綴

り
で
記
し
て
ゆ
く
と
い
う
や
り
方
を
と
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
証
拠

に
、
何
箇
所
か
聞
き
取
り
の
過
程
で
生
じ
る
よ
う
な
ミ
ス
が
散
見
さ
れ
る

の
だ
。
例
え
ば
正
直
が
シ
ョ
ウ
テ
ィ
キ
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
具

合
。
こ
う
し
た
調
子
で
文
章
を
何
百
か
お
ぼ
え
て
い
け
ば
、
日
本
語
の
場

合
、
あ
と
は
単
語
を
お
ぼ
え
る
だ
け
で
か
な
り
高
度
な
会
話
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
大
山
は
薩
摩
弁
で
は

な
く
、
お
ぼ
え
た
て
の
江
戸
弁
を
教
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に

こ
ん
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
会
話
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
タ
ダ
イ
マ
カ
シ
カ

ラ
ケ
エ
ッ
タ
」「
サ
カ
ナ
ハ
ア
ッ
タ
カ
？
」「
サ
カ
ナ
ハ
ハ
ナ
ハ
ダ
ス
ク
ノ

ウ
」
な
ど
と
い
う
例
文
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
11
。

　

こ
の
時
大
山
は
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
バ
ゼ
ー
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス

語
を
学
ん
で
い
た
の
だ
が
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
と
の
こ
の
実
践
的
な
学
習
法

に
気
を
よ
く
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
革
命
家
と
し
て
の

生
き
様
に
惚
れ
込
ん
だ
の
か
、
二
週
間
後
に
は
も
う
「
露
人
ノ
宿
所
ニ
転

居
セ
ン
ト
シ
タ
ル
ガ
、
下
宿
ノ
家
人
ハ
惜
ミ
留
メ
ル
」
と
書
い
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
頃
か
ら
、
大
山
は
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
を
師
と
仰
い
だ
の
で
あ
ろ

う
、
謝
礼
と
し
て
月
額
二
二
〇
フ
ラ
ン
も
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

頃
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
妻
の
オ
リ
ガ
と
そ
の
成
人
し
た
娘
の
ナ
ー
ヂ
ャ
と

暮
ら
し
て
い
た
。
定
収
入
の
な
い
亡
命
者
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
、
ロ
シ
ア

の
急
進
誌
『
事
業
』
に
毎
号
の
よ
う
に
論
文
を
発
表
し
て
い
た
。
あ
る
証

言
に
よ
る
と
、
彼
は
来
客
の
お
し
ゃ
べ
り
を
聞
き
な
が
ら
、
食
卓
の
片
隅

で
論
文
を
書
き
続
け
て
い
た
と
い
う
12
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
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も
生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
で
あ
ろ
う
、
そ
の
頃
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
商
工
会
議
所

で
彼
は
公
開
講
座
を
開
き
、
な
ん
と
ロ
シ
ア
語
訳
が
出
た
ば
か
り
の
マ
ル

ク
ス
の
『
資
本
論
』（『
資
本
論
』
の
ロ
シ
ア
語
訳
は
一
八
七
二
年
、
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
の
ダ
ニ
エ
リ
ソ
ン
の
訳
で
出
て
い
る
）
に
つ
い
て
講
義
し
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
講
義
を
聴
講
し
た
マ
ク
ラ
ー
コ
ワ
の
回
想
が
モ

ス
ク
ワ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
残
さ
れ
て
い
る
。
終
生
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
を
敬

愛
（
い
や
時
に
恋
愛
感
情
す
ら
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
）
し
た
こ
の
女
流
作

家
と
な
る
人
物
は
、
そ
の
頃
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
家
に
下
宿
す
る
よ
う
に
な

り
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
仕
事
ぶ
り
や
、
大
山
と
の
交
換
教
授
の
様
を
ま
ぢ

か
に
見
て
い
た
数
少
な
い
生
き
証
人
で
あ
る
。

　
「
ひ
ど
く
忙
し
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
質
問
に
答
え
て
く
れ
る
）

彼
は
優
し
く
、忍
耐
強
か
っ
た
。
彼
は
文
字
通
り
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
た
。

論
文
を
書
く
以
外
に
、
家
庭
教
師
を
し
、
ま
た
彼
自
身
も
日
本
語
の
授
業

を
受
け
て
い
た
。
週
に
何
度
か
日
本
人
の
教
師
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
講

読
や
会
話
の
勉
強
を
し
て
い
た
。
…
…
日
本
人
の
教
師
た
ち
は
彼
の
日
本

語
の
急
速
な
進
歩
を
絶
え
ず
絶
賛
し
て
い
た
。

　

込
み
入
っ
た
文
字
、
そ
れ
も
横
で
は
な
く
縦
に
配
列
さ
れ
た
文
字
が
書

か
れ
た
彼
の
ノ
ー
ト
を
憶
え
て
い
る
。
…
…
レ
フ
・
イ
リ
イ
ッ
チ
は
、
我

慢
強
く
次
々
に
そ
れ
ら
の
文
字
を
描
き
出
し
、
中
心
的
な
日
本
人
オ
オ
ヤ

マ
の
授
業
の
準
備
を
熱
心
に
や
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
ノ
ー
ト

を
脇
に
片
付
け
、
眼
鏡
を
額
の
う
え
に
上
げ
て
、
こ
う
尋
ね
る
の
だ
っ
た
。

『
さ
て
お
嬢
さ
ん
、
前
回
の
講
義
の
ど
こ
が
お
解
か
り
に
な
ら
な
か
っ
た

か
な
？
』」
13

　

こ
の
証
言
は
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
当
時
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
は
ロ
シ
ア
秘

密
警
察
の
密
偵
の
尾
行
が
つ
い
て
い
た
か
ら
、
大
山
ら
日
本
人
留
学
生
の

動
向
も
ロ
シ
ア
内
務
省
に
は
筒
抜
け
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
大
山
も
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
が
亡
命
の
革
命
家
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、

ス
イ
ス
人
か
ら
「
政
府
の
武
官
で
あ
る
の
に
、
有
名
な
革
命
家
に
勉
強
を

習
っ
て
も
い
い
の
か
」
と
糺
さ
れ
た
大
山
は
、「
彼
ら
は
政
治
上
で
志
を

得
な
く
、
海
外
に
亡
命
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
か
れ
ら
が
成
功
し
て

い
れ
ば
、
今
の
政
府
の
要
人
に
勉
強
を
習
う
だ
け
だ
」
と
胸
を
張
っ
て
答

え
た
と
い
う
。
維
新
革
命
を
生
き
抜
い
た
薩
摩
隼
人
の
面
目
躍
如
た
る
と

こ
ろ
だ
。
し
か
も
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
家
に
は
、
複
数
の
日
本
人
が
出
入
り

し
て
い
た
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
日
本
人
留
学
生
と
の
日
常
的

な
付
き
合
い
が
第
二
の
奇
跡
的
出
会
い
を
用
意
す
る
の
で
あ
る
。

　

急
遽
帰
国
の
途
に
着
い
た
岩
倉
使
節
団
の
副
使
木
戸
孝
允
と
の
出
会

い
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
五
月
二
十
二
日
、

木
戸
は
日
記
に
こ
う
し
た
た
め
た
。

　
「
曇
、
十
二
字
市
街
ヲ
散
歩
、
今
日
、
□マ

マ□
ノ
祭
日
ニ
テ
皆
日
中
ヨ
リ

戸
ヲ
鎖
セ
リ
、
一
字
帰
寓
、
鍋
島
華
族
来
訪
、
中
井
巴
里
ニ
至
ル
、
大
山

モ
同
行
ナ
リ
。
三
字
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ニ
至
リ
送
ル
、
鍋
島
一
建
モ
同
時
伊

太
利
亜
ニ
発
ス
。
帰
途
太
田
ノ
来
尋
ス
ル
ニ
逢
フ
、
一
応
帰
寓
、
直
ニ
同

車
カ
ラ
ン
サ
コ
ネ
ー
ト
云
フ
処
ニ
至
ル
、
山
水
ヲ
眺
望
ス
、
其
ヨ
リ
又
江

ヲ
渡
リ
ハ
ー
ク
ニ
至
リ
五
字
帰
宿
、
認
食
、
輿
太
田
メ
ッ
チ
ャ
コ
フ
ノ
家

ヲ
訪
（
メ
ッ
チ
ャ
コ
フ
ハ
曾
テ
ガ
リ
バ
ル
ヂ
ー
ト
共
ニ
伊
太
利
亜
ニ
テ
戦
争
ヲ

ナ
シ
一
足
ヲ
失
セ
リ
、大
山
彼
ヲ
師
ト
シ
仏
ヲ
学
ベ
リ
。
不
図
今
夕
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ニ
テ
面
会
シ
相
約
ス
）
談
話
十
字
ニ
至
ル
…
…
」（『
木
戸
孝
允
日
記
』）

　

あ
の
桂
小
五
郎
（
木
戸
）
ま
で
が
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
家
に
行
っ
て
い
る

の
だ
。
し
か
も
翌
日
も
ま
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
と
二
時
間
ば
か
り
、
ホ
テ
ル

の
前
を
散
歩
し
、
談
笑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
訳
な
ど
い
な
い
か
ら

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
お
ぼ
え
た
て
の
日
本
語
で
話
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

木
戸
の
記
述
に
出
会
っ
た
の
は
『
回
想
の
明
治
維
新
』（
岩
波
文
庫
）
の
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注
を
作
成
し
て
い
る
時
だ
っ
た
。「
日
本
に
お
け
る
二
年
間
の
勤
務
の
思

い
出
」
と
い
う
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
回
想
が
、
日
刊
紙
『
ロ
シ
ア
報
知
』

に
十
七
回
に
わ
た
っ
て
不
定
期
に
連
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
た
ま
た
ま

知
っ
た
わ
た
し
は
、
急
遽
、
当
時
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
滞
在
中
の
ス
ラ
ブ
研
究

セ
ン
タ
ー
の
出
か
ず
子
さ
ん
に
お
願
い
し
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
送
っ

て
い
た
だ
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
わ
た
し
が
長
い
間
夢
想
し
て
い
た

驚
く
べ
き
出
会
い
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
メ
ー
チ

ニ
コ
フ
は
、
か
の
岩
倉
使
節
団
と
も
出
会
い
、
団
員
た
ち
と
親
交
を
深
め

て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
だ
が
熱
意
が
そ
れ
に
う
ち
勝
っ
て
、
わ
た
し
は
陸
軍
武
官
と
し
て
か

の
ビ
ス
マ
ル
ク
に
謁
見
し
た
こ
と
ま
で
あ
る
こ
の
善
良
な
日
本
の
将
軍

と
、
一
種
の
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
式
相
互
教
授
の
約
束
を
取
り
付
け
る
こ
と
に

成
功
し
た
。
そ
の
結
果
、半
年
も
す
る
と
わ
た
し
は
、パ
リ
で
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
に
や
っ
て
い
た
ら
、
四
年
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
日
本
語
の

口
語
、
文
語
の
基
礎
知
識
を
習
得
で
き
た
の
で
あ
る
。
一
八
七
三
年
に
世

界
各
国
の
歴
訪
を
終
え
た
日
本
の
使
節
団
が
ス
イ
ス
に
姿
を
見
せ
た
と

き
、
わ
た
し
は
彼
ら
と
そ
の
母
国
語
で
話
し
、
文
通
が
で
き
た
だ
け
で
な

く
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
有
名
な“H

ôtel de Bergues”

の
こ
と
を
、「
フ
ォ

テ
ル
・
デ
・
ベ
ル
グ
ス
」
な
ど
と
発
音
す
る
彼
ら
の
フ
ラ
ン
ス
語
通
訳
の

言
う
こ
と
ま
で
理
解
で
き
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
」（
二
五
│
二
六
）。

　

日
本
側
の
資
料
に
も
こ
の
時
の
出
会
い
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
使
節

団
の
随
員
高
崎
正
風（
豊
麿
）の「
在
外
日
記
」に
は
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
。

　
「
六
月
十
七
日
（
土
）、大
山
案
内
シ
テ
露
西
亜
人
メ
リ
チ
コ
フ
ヲ
訪
フ
。

此
人
君
主
専
治
ノ
政
ヲ
悪
ミ
、
自
国
ヲ
去
テ
、
ガ
リ
バ
ル
ヂ
ノ
共
和
党
ニ

皈
シ
、
一
方
ノ
将
官
ヲ
得
テ
、
千
八
百
六
十
年
ノ
戦
争
ニ
出
テ
、
足
部
ヲ

射
ラ
レ
テ
、
跛
ト
ナ
リ
、
ガ
リ
バ
ル
ヂ
退
キ
シ
後
、
此
地
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）

ニ
留
止
セ
リ
ト
云
フ
。
為
人
敏
捷
、
英
、
仏
、
日
耳
曼
、
伊
太
利
、
西
班

牙
ノ
語
ヲ
能
ク
シ
、
又
巴
里
西
ナ
ル
デ
ラ
ン
ド
ロ
ニ
ー
の
門
ニ
入
テ
、
日

本
学
ヲ
学
ビ
、
少
シ
ク
談
話
ヲ
ナ
ス
。
音
調
甚
好
シ
、
実
ニ
一
奇
人
ナ
リ
」

（「
高
崎
正
風
先
生
伝
記
」）

　

こ
の
岩
倉
使
節
団
、
と
り
わ
け
薩
摩
出
身
者
た
ち
と
の
親
交
が
メ
ー
チ

ニ
コ
フ
の
日
本
行
き
を
い
よ
い
よ
確
実
な
も
の
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
年
の
暮
れ
、
彼
は
な
ん
と
、
か
の
西
郷
隆
盛
か
ら
招
請
状
を
受
け
取

る
の
で
あ
る
。
江
戸
に
薩
摩
藩
子
弟
の
た
め
の
私
学
校
を
設
立
す
る
と
い

う
の
が
そ
の
任
務
で
あ
っ
た
。

　

か
く
て
翌
一
八
七
四
年
の
四
月
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
大
山
の
見
送
り
を

受
け
て
、
マ
ル
セ
ー
ユ
か
ら
横
浜
に
向
け
て
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
。
懐
中

に
は
西
郷
に
宛
て
た
大
山
の
分
厚
い
手
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
宿
舎
は

西
郷
の
実
弟
従つ
ぐ
み
ち道
の
新
築
な
っ
た
別
邸
と
な
っ
て
い
た
。

　
「
わ
た
し
は
新
し
い
皇
都
（
江
戸
ま
た
は
東
京
）
で
、
薩
摩
藩
の
子
弟
の

た
め
の
学
校
を
開
設
す
る
た
め
に
日
本
へ
招
聘
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の

藩
の
出
身
者
こ
そ
、
こ
の
国
が
欧
化
主
義
と
政
治
的
進
歩
の
道
に
最
終
的

に
向
か
う
転
換
点
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
、
あ
の
六
八
年
革
命
に
お
い
て
、

主
導
的
役
割
を
演
じ
た
人
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
江
戸
に
お
け
る

薩
摩
人
居
住
区
の
首
領
に
し
て
精
神
的
主
柱
だ
っ
た
の
は
、
陸
軍
卿
の
サ

イ
ゴ
ウ
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
サ
イ
ゴ
ウ
を
個
人
的
に
は
知
ら
な
い
が
、
彼

こ
そ
は
事
実
上
、
わ
た
し
の
唯
一
の
上
司
に
し
て
パ
ト
ロ
ン
と
な
る
は
ず

だ
っ
た
。
だ
が
岩
倉
と
大
久
保
の
指
導
に
よ
る
政
策
方
針
に
不
満
を
持
っ

た
サ
イ
ゴ
ウ
は
、
わ
た
し
が
横
浜
に
つ
く
少
し
前
に
、
陸
軍
卿
を
辞
任

し
、
日
本
の
最
南
端
に
位
置
す
る
鹿
児
島
へ
と
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
」

（
六
二
）。

　

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
乗
っ
た
ヴ
ォ
ル
ガ
号
の
航
海
は
五
十
日
に
お
よ
ん
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だ
と
い
う
。
横
浜
の
開
港
資
料
館
に
残
る
英
字
新
聞
の
乗
員
名
簿
（
こ
こ

で
も
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
名
前
は
メ
ッ
チ
ン
ク
フ
と
誤
記
さ
れ
て
い
た
）
か
ら
彼

の
寄
港
が
五
月
二
七
日
と
特
定
で
き
た
の
で
、
彼
が
マ
ル
セ
ー
ユ
を
出
航

し
た
の
は
四
月
七
日
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
船
に
は
日
本
政
府
か
ら

寄
港
命
令
を
受
け
た
十
七
名
の
留
学
生
が
乗
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
彼
ら

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
へ
の
素
朴
な
盲
信
ぶ
り
を
茶
化
す
よ
う
な
記
述
は

あ
っ
て
も
、
こ
の
長
い
航
海
の
間
中
、
彼
ら
と
付
き
合
っ
た
と
い
う
記
述

が
全
く
な
い
。
少
な
く
と
も
記
録
す
る
に
値
す
る
よ
う
な
人
物
が
一
人
も

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
中
で
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
胸

襟
を
開
い
て
語
り
合
っ
た
人
物
が
一
人
い
た
。「
若
き
日
本
の
フ
ィ
ガ
ロ
」

と
形
容
さ
れ
た
リ
ヨ
ン
か
ら
帰
国
す
る
商
人
の
ゲ
ン
ジ
ロ
ウ
で
あ
る
。
昨

年
「
シ
ル
ク
」
と
い
う
映
画
が
話
題
に
な
っ
た
が
、
当
時
は
日
本
の
良
質

の
生
糸
、
と
り
わ
け
蚕
卵
紙
が
欧
州
で
は
高
値
で
取
引
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
ゲ
ン
ジ
ロ
ウ
（
小
島
商
店
の
創
始
者
小
島
源
次
郎
か
？
）
も
そ
の
商
談
で

フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
そ
こ
で
山
師
に
引
っ
か
か
り
、
日
本
へ
帰
国
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
「
こ
の
ゲ
ン
ジ
ロ
ウ
こ
そ
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く
貴
重
な

話
し
相
手
、
道
連
れ
で
あ
っ
た
。
振
り
分
け
荷
物
を
肩
に
か
け
、
青
い
木

綿
の
着
物
を
腰
の
あ
た
り
ま
で
ま
く
り
あ
げ
た
い
で
た
ち
で
、
彼
は
日
本

中
を
ほ
と
ん
ど
く
ま
な
く
歩
き
ま
わ
っ
て
い
た
。
彼
の
口
か
ら
、
わ
た
し

は
日
本
の
実
生
活
の
細
々
し
た
事
柄
や
特
徴
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
は
、
ど
ん
な
書
物
に
も
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
パ
リ
の
教
室

や
遊
歩
道
を
徘
徊
し
て
い
た
日
本
の
サ
ム
ラ
イ
や
、
遠
く
日
出
る
国
で
ナ

ポ
レ
オ
ン
流
の
進
歩
と
中
央
集
権
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
彼
ら
の

上
司
た
ち
に
は
、て
ん
で
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
」（
四
〇
）。

　

こ
の
文
章
に
は
維
新
革
命
を
な
し
と
げ
た
日
本
に
対
す
る
メ
ー
チ
ニ

コ
フ
の
基
本
的
な
視
座
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
ナ
ポ

レ
オ
ン
流
の
進
歩
…
…
」
と
は
大
久
保
利
通
の
政
治
路
線
を
指
し
て
い

る
。
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
る
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
は
岩
倉
使
節
団
の
フ
ラ
ン

ス
歴
訪
中
に
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
の
研
究
を
し
て
い
た
と
い
う
内
務
卿

大
久
保
の
、
国
家
主
義
的
傾
向
は
座
視
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
会
談
し
た
木
戸

や
、
日
頃
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
大
山
と
そ
の
仲
間
た
ち
、
あ
る
い
は
使
節

団
の
随
員
で
親
交
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
田
中
光
顕
や
田
中
不
二
麿
か

ら
耳
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
ス
イ
ス
に
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
、
そ
れ
ま
で
共
同
歩
調
を
と
っ
て
き

た
木
戸
と
大
久
保
は
、
た
が
い
に
異
な
っ
た
政
治
的
色
彩
で
色
分
け
さ
れ

る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
中
央
集
権
制
に
惚
れ
こ
ん
だ
大
久

保
は
、
パ
リ
で
は
と
く
と
く
と
し
て
セ
ー
ヌ
県
の
複
雑
な
機
構
と
出
版
に

関
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
研
究
に
い
そ
し
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
木
戸

は
、
日
本
議
会
の
召
集
を
夢
み
、
ほ
ど
な
く
す
ば
ら
し
い
炯
眼
を
も
っ
て

つ
ぎ
の
こ
と
を
洞
察
し
た
。
す
な
わ
ち
長
期
に
わ
た
る
共
同
体
制
度
を
そ

な
え
た
ス
イ
ス
こ
そ
、
領
土
の
狭
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
様
な
地
域
的
、

歴
史
的
特
殊
性
を
も
っ
た
日
本
の
よ
う
な
国
の
為
政
者
に
と
っ
て
は
、
格

好
の
政
治
的
教
訓
に
な
ろ
う
と
。
…
…
」（
二
八
│
二
九
）

　

こ
こ
に
は
六
八
年
に
『
祖
国
雑
記
』
に
二
度
に
わ
た
り
「
ス
イ
ス
論
」

を
発
表
し
て
い
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
14
。
そ
も
そ
も

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
ワ
イ
ト
リ
ン
グ
が
そ
の
思
想
の
論
拠
に
し
た
の
が
ス

イ
ス
の
時
計
職
人
た
ち
の
協
同
組
合
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
小
邦
連
合
体
で

あ
る
ス
イ
ス
は
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
理
想
と
す
る
政
治
形
態
に
近
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
は
こ
う
い
う
発
展
の
道
も
あ
る
と

木
戸
に
説
い
た
こ
と
は
十
分
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
知
識
人
よ
り
も
庶
民
で
あ
る
ゲ
ン
ジ
ロ
ウ
に
か
ぎ
り
な
い
信
頼

を
よ
せ
る
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
精
神
は
、
そ
の
日
本
観
察
に

も
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
メ
ー
チ
ニ
コ
フ

は
、
風
刺
作
家
で
『
祖
国
雑
記
』
誌
編
集
長
で
あ
っ
た
サ
ル
ト
ゥ
イ
コ

フ
・
シ
チ
ェ
ド
リ
ン
に
宛
て
て
明
治
維
新
を
め
ぐ
る
自
伝
的
小
説
を
書
き

た
い
と
い
う
趣
旨
の
手
紙
を
送
り
、「
日
本
に
行
く
前
か
ら
、
そ
の
国
の

進
歩
的
活
動
家
と
親
交
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
よ
り
深
く
日
本
の
社
会

生
活
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
15
と
書
い
て
い
る
の
も
決
し
て

誇
張
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
出
発
直
前
に
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
系
の
雑
誌
『
事

業
』
の
編
集
長
ブ
ラ
ゴ
ス
ヴ
ェ
ー
ト
ロ
フ
か
ら
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
こ
ん
な

手
紙
を
貰
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
「
…
…
日
本
で
は
す
べ
て
が
新
た
に
改
造
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
日

本
の
完
全
な
覚
醒
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
観
察
に
と
っ
て
す
こ
ぶ
る
興
味

深
い
も
の
で
す
。『
事
業
』
の
た
め
に
は
、
さ
し
あ
た
り
日
本
が
近
年
達

成
し
た
国
内
諸
改
革
の
概
観
を
与
え
て
く
れ
れ
ば
結
構
で
す
。
そ
れ
ら
の

諸
改
革
が
見
事
に
総
括
さ
れ
、
解
明
さ
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も

教
訓
的
な
も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
次
に
日
本
と
東
洋
と
の
関
係
が
別
の

論
文
の
対
象
と
な
る
で
し
ょ
う
」（
一
八
七
三
年
十
二
月
十
一
日
付
）16
。
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
の
日
本
論
は
こ
う
し
た
要
請
に
も
こ
た
え
る
べ
く
書
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。

二
、
土
着
的
革
命
と
し
て
の
明
治
維
新

　

横
浜
に
着
い
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
は
出
迎
え
の
者
が
誰
も
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
西
郷
隆
盛
は
征
韓
論
に
破
れ
、
鹿
児
島
に
下
野

し
て
い
た
し
、
弟
の
従
道
は
台
湾
出
兵
の
総
司
令
官
と
し
て
長
崎
を
発
っ

た
後
だ
っ
た
の
だ
。
ま
た
す
で
に
触
れ
た
薩
摩
出
身
で
左
院
出
仕
の
高
崎

正
風
は
、
薩
摩
藩
の
学
校
計
画
の
頓
挫
と
文
部
省
雇
い
入
れ
に
変
更
し
た

旨
の
電
報
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
送
っ
て
お
り
、
到
着
は
二
ヶ
月
以
上
先
だ
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
郵
便
事
情
が
悪
か
っ
た
こ
の
時
代
に
は
こ
う
し

た
行
き
違
い
は
ま
ま
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
日
本
行
き
を
急

い
だ
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
性
急
さ
と
、
西
郷
隆
盛
に
た
い
す
る
大
山
巌
の
全

幅
の
信
頼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
日
本
行
き
を
決
心
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
欧
米
で

入
手
で
き
る
限
り
の
日
本
論
に
眼
を
通
す
。
古
い
と
こ
ろ
で
は
ケ
ン
ペ

ル
、
ク
ラ
プ
ロ
ー
ト
、
シ
ー
ボ
ル
ト
、
ホ
フ
マ
ン
、
又
新
し
い
と
こ
ろ
で

は
リ
ン
ダ
ウ
、
ヒ
ュ
ブ
ネ
ル
、
ブ
ス
ケ
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
。
そ
れ
ら
を
読
ん

で
み
て
も
、
勝
利
し
た
攘
夷
派
が
、
一
八
〇
度
方
針
を
転
換
し
て
、
西
欧

的
な
改
革
に
突
っ
走
っ
た
理
由
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

　
「
だ
が
、
全
く
も
っ
て
不
可
解
な
の
は
、
こ
の
勝
利
し
た
反
動
派
が
、

政
治
の
舞
台
に
登
場
す
る
や
、
彼
ら
の
先
行
者
た
ち
で
す
ら
よ
も
や
夢
に

も
見
な
か
っ
た
（
い
や
見
た
く
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）
こ
と
を
、
第
一
歩

目
か
ら
画
策
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
日
本

そ
の
も
の
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
国
家
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
だ
し
た

の
で
あ
る
。
事
実
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
、
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
大
王
流
に
こ
の
ゴ
ル
デ
ィ
オ
ス
の
結
び
目
を
ほ
ど
く
（
快
刀
乱
麻
の

た
と
え
）
こ
と
に
躍
起
と
な
り
、
日
出
る
国
の
自
由
主
義
的
改
造
の
原
因

を
、
若
き
新
帝
睦
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
。
言
う
な
ら
ば
彼
ら

は
こ
の
皇
帝
の
な
か
に
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
を
見
て
い
た
わ
け
で
あ
る
」

（
六
五
│
六
六
）。

　

た
し
か
に
明
治
維
新
を
に
な
っ
た
指
導
層
の
な
か
に
も
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
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大
帝
に
た
い
す
る
賛
美
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
当
時
発
行
さ
れ
た
錦
絵
に
は

大
帝
の
肖
像
が
あ
り
、
ま
た
大
帝
の
伝
記
ま
で
維
新
直
後
に
出
版
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
す
で
に
来
日
以
前
に
ロ
シ
ア
の
歴
史
を
国
家
の
観
点
で
は
な

く
、
そ
れ
と
対
抗
関
係
に
あ
る
民
衆
の
視
点
か
ら
描
き
だ
し
て
い
た
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
は
、
そ
う
し
た
「
上
か
ら
の
改
革
」
と
い
う
紋
切
り
型
の
理
解

で
満
足
で
き
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
出
て
く
る
根
底

に
は
、
西
欧
の
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
喝
破
す

る
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、
日
本
の
現
実
に
対
す
る
欧
米
の

介
入
の
意
義
を
あ
ま
り
に
過
大
視
し
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
六
十
年
代
の
こ
の
国
の
改
革
運
動
（
そ
れ
は

今
な
お
終
息
せ
ず
、
最
終
的
な
か
た
ち
を
み
て
い
な
い
）
は
、
主
と
し
て
純

粋
に
土
着
的
な
所
産
、
つ
ま
り
そ
れ
に
先
行
す
る
動
き
に
つ
い
て
か
の
ケ

ン
ペ
ル
、
ク
ラ
プ
ロ
ー
ト
、
シ
ー
ボ
ル
ト
、
ホ
フ
マ
ン
…
…
の
著
作
が
余

り
に
不
十
分
か
つ
不
正
確
に
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
ド
ラ
マ
の

エ
ピ
ロ
ー
グ
だ
っ
た
の
で
あ
る
」（
六
六
│
六
七
）。

　

ま
た
別
の
箇
所
で
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
こ
う
断
じ
て
い
る
。「
旅
行
者
や

投
機
家
は
言
わ
ず
も
が
な
、
こ
の
遠
い
国
の
歴
史
や
風
俗
を
、
現
地
で
原

典
に
当
た
っ
て
研
究
し
た
少
数
の
専
門
家
も
ふ
く
め
、
一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
と
い
う
も
の
は
、
外
か
ら
の
強
制
的
な
開
国
が
日
本
に
お
よ
ぼ
し

た
意
味
を
誇
大
視
す
る
傾
向
が
強
す
ぎ
る
。
か
と
い
っ
て
逆
の
極
端
に

走
り
、
ま
る
で
こ
の
極
東
の
閉
ざ
さ
れ
た
国
へ
の
欧
米
人
の
出
現
な
ど
、

ま
っ
た
く
取
る
に
足
ら
ぬ
偶
然
の
出
来
事
に
す
ぎ
な
か
っ
た
な
ど
と
わ

た
し
は
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
外
国
の
分
艦
隊
や
宣
教
団
、

貿
易
商
ら
の
出
現
は
、
外
か
ら
の
い
か
な
る
干
渉
と
も
無
関
係
な
、
純
粋

に
土
着
的

0

0

0

な
諸
事
件
と
密
接
に
絡
み
あ
っ
た
重
大
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
主
張
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
」（
一
八
〇

│
一
八
一
）。

　

こ
の
明
治
維
新
の
土
着
性
と
い
う
基
本
的
な
視
座
が
定
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
日
本
論
、
と
り
わ
け
明
治
維
新
論
の
先
駆

性
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
そ
れ
に
先
行
す
る
鎖
国
下
の
江
戸
期
の
社
会
的

熟
成
へ
の
着
目
と
、
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
文
明
と
い
う
名
の
野
蛮
と
し
て

の
西
欧
諸
国
の
横
暴
さ
の
暴
露
が
お
の
ず
か
ら
出
て
く
る
。
西
郷
従
道

の
別
邸
に
寄
宿
す
る
は
ず
が
、
主
の
不
在
で
そ
れ
も
か
な
わ
な
く
な
っ
た

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
、
外
国
語
学
校
の
新
学
期
（
こ
の
頃
は
九
月
）
が
始
ま

る
ま
で
の
お
よ
そ
三
ケ
月
を
、
築
地
の
外
国
人
居
留
地
で
送
る
こ
と
に
な

る
。
彼
自
身
回
想
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
粗
暴

で
、
野
蛮
で
、
無
教
養
な
文
明
の
子
ら
が
跋
扈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
そ
う
し
た
西
欧
文
明
の
恥
部
を
見
て
も
、
別
段

驚
嘆
す
る
風
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
文
明
と
い
う
名
の
野
蛮
は
、
西
欧
に

と
っ
て
の
境マ
ー
ジ
ナ
ル
マ
ン

界
人
と
し
て
の
ロ
シ
ア
人
、
そ
れ
も
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
た
な

い
亡
命
者
、
西
欧
も
含
め
支
配
体
制
へ
の
批
判
的
立
場
を
持
す
る
革
命
家

と
し
て
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
と
っ
て
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
体
験
済
み
の
こ

と
だ
っ
た
か
ら
。

　

日
本
か
ら
の
帰
国
直
後
に
、『
事
業
』
誌
に
発
表
し
た
「
文
明
の
裏
面
」

で
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
浮
か
れ
騒
ぐ

西
欧
文
明
社
会
の
一
人
よ
が
り
を
苦
々
し
く
批
判
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、

こ
の
万
博
の
人
類
学
パ
ビ
リ
オ
ン
に
は
、
未
開
人
の
骨
格
標
本
な
ど
が
、

展
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
見
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
、
そ
れ
で

は
な
ぜ
、
文
明
社
会
の
底
辺
に
暮
ら
す
労
働
者
貧
民
の
退
化
し
た
脳
を
も

展
示
し
な
い
の
か
と
迫
る
17
。
か
つ
て
六
十
年
代
に
ロ
ン
ド
ン
で
万
博
を

見
物
し
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
た
近
代
建
築
「
水
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晶
宮
」
に
衝
撃
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
「
二
二
が
四
は
死
だ
」
と
い
う
有
名

な
公
式
を
引
き
出
し
た
（『
地
下
室
の
手
記
』）
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

辺
境
で
あ
る
ロ
シ
ア
人
に
は
、
こ
の
文
明
の
成
果
を
無
批
判
に
誇
る
万
国

博
覧
会
は
、
異
様
な
も
の
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
と
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
こ
の
パ
リ
万
博
に
日
本
側
の
代
表
と
し
て
出
席
し
た

の
が
、哲
学
者
九
鬼
周
三
の
父
親
で
、当
時
文
部
少
輔
（
局
長
に
相
当
）
だ
っ

た
九
鬼
隆
一
で
あ
る
。
そ
の
と
き
九
鬼
の
通
訳
と
し
て
随
行
し
た
の
は
、

東
京
外
国
語
学
校
仏
語
教
授
で
後
に
四
高
校
長
な
ど
を
歴
任
す
る
中
川
元

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
触
れ
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
時
九
鬼
は

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
依
頼
で
、
日
本
の
古
代
文
学
に
関
す
る
文
献
を
多
数
届

け
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
当
時
フ
ラ
ン
ス
語
の
大
著
『
日
本
帝
国
』

を
執
筆
中
だ
っ
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
等
に

関
す
る
文
献
が
不
足
し
て
い
る
旨
を
九
鬼
に
伝
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
東
京
外
国
語
大
学
史
』
の
資
料
編
を
編
纂
中
に
、
東
京
大
学
の
前
身
で

あ
る
開
成
学
校
か
ら
数
度
に
わ
た
っ
て
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
招
聘
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
証
す
一
次
資
料
が
多
数
出
て
き
た
が
、
こ
の
件
で
九
鬼
が

一
枚
か
ん
で
い
た
と
は
十
分
予
想
さ
れ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
す
で
に

言
及
し
た
田
中
不
二
麿
は
当
時
文
部
省
の
ナ
ン
バ
ー
２
で
あ
り
、
文
部
卿

木
戸
直
々
の
推
挽
で
外
語
に
赴
任
し
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
こ
と
は
と
か

く
話
題
に
上
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
数
年
後
に
田

中
の
子
息
で
地
理
学
者
の
田
中
阿
歌
麿
が
地
理
学
を
学
ぶ
べ
く
ス
イ
ス

の
ク
ラ
ラ
ン
に
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
を
訪
問
し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
親
交

を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
18
。
ち
な
み
に
こ
の
地
理
学
者
田
中
阿
歌
麿
の

夫
人
が
服
飾
家
の
田
中
千
代
で
あ
る
。
そ
し
て
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
も
ま
た
、

『
日
本
帝
国
』
の
補
遺
で
わ
ざ
わ
ざ
九
鬼
の
こ
と
を
「
若
き
日
本
の
ハ
ム

レ
ッ
ト
」
と
形
容
し
、
謝
辞
を
記
し
て
い
る
19
。
な
お
最
近
日
本
の
芸
術

教
育
に
果
た
し
た
九
鬼
の
功
績
が
、
岡
倉
天
心
と
の
か
ら
み
で
再
評
価
さ

れ
始
め
て
い
る
。

　

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
日
本
史
の
知
識
は
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
や
河
村

貞
山
の
『
皇
朝
千
字
文
』
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
後

者
は
意
外
に
も
当
時
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
イ
タ
リ
ア
人
ト
ゥ
レ
ッ
チ
ー
ニ
に

よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
で
て
い
た
と
い
う
。
東
洋
学
関
係
の
基
本
文
献

の
翻
訳
を
手
が
け
て
い
た
彼
の
出
版
社
「
晩バ
ン
ザ
イ
ソ
ウ

採
草
」
か
ら
は
、
メ
ー
チ
ニ

コ
フ
の
『
古
事
記
』
の
仏
訳
20
、
さ
ら
に
は
前
出
の
七
百
ペ
ー
ジ
に
も
及

ぶ
彼
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
大
著
『
日
本
帝
国
』
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ま
ず
は
欧
米
人
の
先
入
見
を
示
す
例
と
し
て
家
康

に
よ
る
鎖
国
政
策
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。「
日
本
の
鎖
国
と
は
、
あ
く
ま

で
も
政
治
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
っ
て
、
民
衆
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」

と
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
断
ず
る
。
こ
こ
で
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
政
治
と
民
衆
を

峻
別
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
政
治
と
は
国
家
と
言
い

換
え
て
も
い
い
。
お
よ
そ
無
政
府
主
義
者
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
国
家
と
い

う
制
度
そ
の
も
の
を
認
め
な
い
。
あ
る
い
は
そ
の
国
家
が
発
す
る
政
策
や

法
律
が
、
民
衆
生
活
を
律
し
て
い
る
と
い
っ
た
紋
切
り
型
の
史
観
は
持
た

な
い
。
鎖
国
政
策
が
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
団
の
侵
略
性
に
対
す
る
警
戒
心
か

ら
は
じ
ま
っ
た
こ
と
だ
と
し
な
が
ら
も
、
鎖
国
下
の
日
本
人
が
欧
米
の
知

識
を
貪
欲
に
吸
収
し
て
い
た
事
実
を
彼
は
見
逃
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

例
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
「
医
学
、
自
然
科
学
、
製
図
法
、
時
計
術
」

の
摂
取
や
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
（
三
浦
安
針
）
の
厚
遇
の
例
を
あ

げ
る
。
さ
ら
に
幕
末
に
な
る
と
、
西
欧
文
明
の
優
越
性
を
説
き
、
そ
れ
を

肌
で
知
ろ
う
と
す
る
も
の
が
出
て
き
た
と
し
て
、
吉
田
松
陰
や
佐
久
間
象

山
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
民
の
レ
ベ
ル
で
の
欧
米
へ
の
接
近
の
志
向
が
出

て
き
た
時
か
ら
明
治
維
新
は
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
磐
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石
を
誇
っ
た
徳
川
幕
藩
体
制
の
屋
台
骨
が
揺
る
ぎ
始
め
た
こ
と
と
機
を

一
に
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
事
件
と
し
て
、
被
差
別
部
落
民
を
率

い
て
反
乱
を
起
こ
し
た
大
塩
平
八
郎
の
例
を
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
取
り
上

げ
る
の
で
あ
る
。

　
「
日
本
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
意
味
で
の
都
市
住
民
は
、
こ
れ
ま
で
い

な
か
っ
た
。
こ
の
国
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
エ

タ
や
ヒ
ニ
ン
の
よ
う
な
虐
げ
ら
れ
た
身
分
の
人
た
ち
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼

ら
も
ま
た
、
自
分
た
ち
の
政
治
、
社
会
的
立
場
が
時
代
の
精
神
に
そ
ぐ
わ

な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
気
づ
き
は
じ
め
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
天

保
時
代
に
、
大
塩
な
る
人
物
は
、
武
器
を
手
に
み
ず
か
ら
の
人
権
の
承
認

を
要
求
す
る
数
千
人
の
こ
う
し
た
虐
げ
ら
れ
た
人
々
を
そ
の
指
揮
下
に

結
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
」（
一
八
六
）。

　

こ
こ
で
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
大
塩
平
八
郎
の
乱
に
着
目
し
た
こ
と
は
、

重
要
で
あ
る
。
こ
の
乱
の
こ
と
は
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
来
日
し
た
頃
に
は
、

公
の
歴
史
の
表
面
に
は
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
し

た
ら
誰
が
こ
の
民
衆
反
乱
の
こ
と
を
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
示
唆
し
た
の

か
。
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
中
江
兆
民
の
存
在
で
あ
る
。

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
着
任
し
た
翌
年
、
明
治
八
年
二
月
に
、
中
江
篤
介
す

な
わ
ち
兆
民
が
、
東
京
外
国
語
学
校
の
校
長
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
は
、
パ
リ
時
代
の
兆
民
の
親
友
で
あ
っ

た
飯
塚
納
の
名
刺
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
は
ほ
か
に

田
中
光
顕
（
一
八
四
三
│
一
九
三
九
、
土
佐
出
身
、
の
ち
の
宮
内
相
）
の
名

刺
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
岩
倉
使
節
団
の
一
員
と
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
出
会
っ
た
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は

い
わ
ゆ
る
岩
倉
使
節
団
の
ヘ
ソ
ク
リ
事
件
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の

情
報
源
は
使
節
団
の
会
計
係
を
つ
と
め
た
田
中
光
顕
あ
た
り
か
と
思
わ

れ
る
。
田
中
彰
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
使
節
団
の
多
く
の
者
が
、
旅
費
と

日
当
を
節
約
し
、
利
殖
目
的
で
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
ボ
ウ
ル
ズ
商
会
に
総
額

十
二
万
五
千
円
を
預
金
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
使
節
団
の
恥
と

も
言
う
べ
き
事
件
を
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
、

彼
と
使
節
団
随
員
と
の
親
密
度
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

　

一
見
不
動
に
見
え
る
徳
川
時
代
に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
内
的
変

化
と
社
会
的
熟
成
を
見
な
い
と
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
へ
と
向
か
う
日
本

の
動
き
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
気
づ
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
内
的
動
き
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
、
彼
は
下
級
武
士

の
存
在
に
注
目
す
る
。

　
「
日
本
で
フ
ラ
ン
ス
の
第
三
身
分
に
あ
た
る
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、

大
名
に
つ
か
え
る
小
貴
族
つ
ま
り
サ
ム
ラ
イ
と
、
将
軍
の
親
衛
隊
と
も
い

う
べ
き
旗
本
（
旗
の
下
ほ
ど
の
意
）
で
あ
る
。
小
貴
族
層
の
こ
れ
ら
二
つ

の
集
団
の
あ
い
だ
に
は
敵
意
と
反
目
が
あ
っ
た
。
お
ま
け
に
動
乱
時
代
が

来
る
と
予
想
し
た
大
名
は
、
当
然
な
が
ら
、
あ
ま
り
多
く
の
下
級
武
士
を

自
分
の
ま
わ
り
に
置
く
こ
と
を
惧
れ
た
。
こ
れ
ら
下
級
武
士
た
ち
の
経
済

状
態
は
、
そ
の
数
が
増
え
る
に
し
た
が
い
、
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
…
…
だ
が
医
者
、
通
訳
、
学
者
、
芸
術
家
な
ど
が
出
て
く
る

の
も
、
こ
れ
ら
下
級
武
士
の
中
か
ら
な
の
だ
。
彼
ら
の
う
ち
の
最
良
の

人
々
は
、
日
出
ず
る
国
で
唯
一
の
公
認
の
学
問
だ
っ
た
中
国
式
の
古
典
主

義
の
無
益
さ
を
と
っ
く
に
悟
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
十
八
世
紀
に
は
早
く

も
さ
ま
ざ
ま
な
藩
で
、
お
も
に
若
者
か
ら
な
る
秘
密
結
社
が
組
織
さ
れ
、

長
崎
湾
の
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
居
留
地
を
経
由
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学

術
書
、
と
り
わ
け
天
文
学
と
医
学
に
か
ん
す
る
書
物
を
入
手
し
は
じ
め

る
」（
一
八
六
│
一
八
七
）。
し
か
も
当
の
将
軍
自
身
（
吉
宗
の
こ
と
）
が
、

天
文
学
や
自
然
科
学
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
ま
で
強
調
さ
れ
て
い
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る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
黒
船
出
現
に
よ
る
外
圧
を
明
治
維
新
の
起
爆
剤
と
捉

え
る
よ
う
な
観
点
が
、
欧
米
で
は
支
配
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も

欧
米
の
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
指
摘
す
る
。
ア

ジ
ア
的
停
滞
と
い
う
の
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
レ
ッ
テ
ル
で
あ
る
。
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
自
身
、
こ
う
し
た
先
入
主
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
が
故
に
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
敗
北
後
に
極
東
の
日
本
で
革

命
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
驚
嘆
し
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
場
合
、
早
く
か
ら
ア

ジ
ア
の
言
語
を
学
ん
だ
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
を
内
在
的

に
理
解
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
あ
っ
た
し
、
そ
の
後
中
近
東
地
域
を
半
年

放
浪
し
て
ア
ジ
ア
の
文
明
と
も
じ
か
に
接
し
て
き
た
か
ら
、
通
常
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
東
洋
に
対
す
る
偏
見
を
免
れ
て
い

た
こ
と
は
確
か
だ
が
…
…
。
少
し
長
く
な
る
が
、
明
治
維
新
の
報
に
接
し

た
時
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
心
境
を
彼
自
身
の
言
葉
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
「
何
の
定
職
も
な
い
ロ
シ
ア
の
漂
泊
者
に
と
っ
て
、
一
八
七
〇
年
代
初

頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
暮
ら
す
こ
と
は
つ
ら
か
っ
た
。
行
く
さ
き
ざ
き
で
、

う
ち
に
秘
め
た
計
画
の
実
現
へ
の
希
望
を
無
期
延
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

思
い
知
ら
さ
れ
る
毎
日
だ
っ
た
。
ま
た
仮
に
そ
う
し
た
計
画
の
一
部
が
実

現
さ
れ
始
め
た
か
に
見
え
て
も
、
そ
こ
に
は
な
に
か
し
ら
異
質
な
も
の
が

混
じ
っ
て
お
り
、
妙
に
よ
そ
よ
そ
し
く
、
憂
鬱
で
う
そ
寒
い
感
じ
が
漂
っ

て
く
る
の
だ
っ
た
。
気
分
を
一
新
し
、
ど
こ
か
遠
い
遠
い
と
こ
ろ
に
さ
ま

よ
い
い
で
、
ま
っ
た
く
新
し
い
印
象
や
観
察
で
、
自
分
の
精
神
世
界
を
豊

か
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
ま
さ
に
そ
ん
な
時
で
あ
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
た
れ
こ
め
る
長
い
悪
天
候
の
地
平
線
の
か
な
た
、
は
る
か
東
方
で
、

思
い
が
け
ず
も
明
る
い
光
が
輝
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
め

ざ
め
る
こ
と
の
な
い
因
循
と
停
滞
の
砦
と
み
な
す
こ
と
に
慣
れ
て
い
た

国
々
、
中
国
と
日
本
が
も
ぞ
も
ぞ
と
動
き
だ
し
、
め
ざ
め
た
か
と
思
う
と
、

予
想
も
し
な
か
っ
た
勢
い
で
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
、「
白
人
文
明
」
を
迎

え
入
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
・
ア
ム
ー
ル
ス
キ
イ

伯
の
コ
ザ
ッ
ク
警
護
隊
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
准
将
の
大
砲
、
プ
チ
ャ
ー

チ
ン
伯
の
権
謀
術
数
の
力
を
か
り
て
「
白
人
文
明
」
が
い
わ
ば
ご
り
押
し

に
押
し
入
っ
た
こ
と
な
ど
彼
ら
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。　
　

　

わ
れ
わ
れ
の
想
像
の
中
で
は
謎
の
国
、
特
別
注
意
す
る
に
も
あ
た
ら
な

い
中
国
の
付
属
物
と
み
な
さ
れ
て
き
た
日
本
が
、
そ
の
第
一
歩
目
か
ら
新

し
い
世
界
で
き
わ
め
て
果
敢
に
前
面
に
う
っ
て
出
、
そ
の
自
然
の
美
し
さ

と
豪
華
さ
ば
か
り
か
、
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
そ
の
文
化
に

よ
っ
て
、
招
か
れ
ざ
る
客
た
ち
を
驚
嘆
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も

無
論
、
日
本
の
文
化
は
、
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
の
レ
ベ
ル
に
達
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
に
都
市
お
よ
び
農
村
の
住
民
の

最
下
層
に
ま
で
あ
ま
ね
く
浸
透
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
地
で
は
じ

ま
っ
た
運
動
が
、
軽
佻
浮
薄
な
熱
中
の
な
せ
る
わ
ざ
と
か
、
全
能
の
専
制

者
の
気
ま
ぐ
れ
の
所
産
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
新
聞
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ

る
諸
事
件
が
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
昨
日
ま
で
ほ
と
ん
ど

食
人
種
的
野
蛮
と
全
裸
状
態
で
の
ほ
ほ
ん
と
暮
ら
し
て
き
な
が
ら
、
今
日

は
運
命
の
い
た
ず
ら
で
た
ま
た
ま
漂
着
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
冒
険
家
か

ら
、
文
明
の
ガ
ラ
ク
タ
や
縁
飾
り
の
つ
い
た
ズ
ボ
ン
を
借
用
す
る
と
い
っ

た
た
ぐ
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

麻
痺
状
態
か
ら
め
ざ
め
、
新
生
活
へ
と
雄
々
し
く
乗
り
だ
し
た
国
民
全

体
の
姿
を
目
に
す
る
の
は
、
詩
情
あ
ふ
れ
る
人
跡
未
踏
の
鬱
蒼
た
る
密
林

や
砂
漠
に
も
ま
し
て
、
気
分
を
一
新
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
当
時
の
日
本
に
は
、
こ
う
し
た
感
動
的
で
清
新
な
る
光
景
を
発
見
で

き
る
に
ち
が
い
な
い
と
わ
た
し
は
確
信
す
る
の
だ
っ
た
…
…
」（
一
九
│
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二
一
）

　

こ
こ
に
は
東
洋
へ
の
単
な
る
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
で
も
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
リ

ズ
ム
で
も
な
い
客
観
的
な
現
状
認
識
が
あ
る
。
物
質
文
明
と
い
う
意
味
で

の
西
欧
文
明
の
圧
倒
的
な
高
さ
を
認
め
つ
つ
も
、
文
化
的
な
豊
饒
さ
、
そ

の
浸
透
度
と
い
う
意
味
で
は
日
本
は
も
し
か
す
る
と
西
欧
を
は
る
か
に

凌
駕
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
感
が
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
し
か

も
政
治
・
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
点
で
は
、
停
滞
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
は
西
欧
に
こ
そ
貼
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
躍
動
的
な
日
本
を
と
お
し
て

見
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
後
進
的
・
停
滞
的
ア
ジ
ア
対
先
進
的
・
革
新
的

西
欧
と
い
う
支
配
図
式
は
逆
転
さ
れ
る
と
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
直
感
す
る

の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
ア
ジ
ア
認
識
が
出
て
く

る
背
景
に
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
は
じ
ま
る
、
ロ
シ
ア
国
内
の
西
欧
派
・

ス
ラ
ヴ
派
論
争
、
さ
ら
に
は
そ
の
総
合
を
め
ざ
し
た
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
西
欧

批
判
と
新
た
な
る
ナ
ロ
ー
ド
の
発
見
と
い
う
思
想
的
系
譜
が
垣
間
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
章
で
も
触
れ
る
が
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
西
欧
批

判
の
根
底
に
は
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
用
語
を
用
い
れ
ば
メ
シ
チ
ャ
ン
ス
ト

ヴ
ォ
が
瀰
漫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
町
人
根
性
、
小
市
民
性
、

プ
チ
ブ
ル
性
な
ど
と
も
訳
さ
れ
る
こ
の
用
語
で
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
が
強
調
し

た
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
理
想
化
し
て
見
て
い
た
西
欧
市
民
社
会
が
、

実
は
画
一
化
、
均
等
化
、
没
個
性
と
い
う
落
と
し
穴
に
陥
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
個
の
確
立
と
は
名
ば
か
り
で
、
各
人
が
流
行
を
追
い
、
自

由
に
行
動
し
て
い
る
よ
う
で
実
は
無
自
覚
に
画
一
化
へ
の
道
に
は
ま
り
込

ん
で
い
る
こ
と
を
、
二
月
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
情
況
を
つ
ぶ
さ
に
観
察

し
た
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
洞
察
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
に
は
じ
ま
る
ナ

ロ
ー
ド
ニ
キ
思
想
の
根
底
で
は
、
社
会
主
義
と
は
西
欧
が
な
し
え
な
か
っ

た
個
人
主
義
、
個
の
自
由
を
十
全
に
実
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

で
あ
る
が
ゆ
え
に
彼
ら
は
権
力
を
め
ざ
す
政
治
闘
争
を
排
し
、
社
会
の
内

的
な
変
革
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
政
治
闘
争
に
お
い
て
は
個

人
は
容
易
に
手
段
に
、
肉
弾
に
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ

こ
で
い
う
個
人
と
は
、
数
量
的
に
捉
え
ら
れ
た
ア
ト
ム
と
し
て
の
個
人
で

は
な
く
、
時
々
刻
々
千
変
万
化
す
る
顔
を
も
っ
た
個
人
、
生
身
の
個
人
、

つ
ま
り
ロ
シ
ア
語
の
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
個
人
で
あ

る
。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
直
系
の
弟
子
で
あ
る
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
日
本
を
観
察

す
る
さ
い
の
照
準
と
な
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
個
人
で
あ
っ
た
。

彼
の
明
治
維
新
論
が
い
ま
な
お
斬
新
に
映
る
の
は
、
こ
う
し
た
リ
ー
チ
ノ

ス
チ
が
う
ご
め
き
、
躍
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
素
も
含

め
、メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
明
治
維
新
を
「
歴
史
上
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
も
っ

と
も
完
全
か
つ
ラ
ジ
カ
ル
な
革
ペ
レ
ヴ
ァ
ロ
ー
ト
命
」
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
21
。

　

そ
の
後
の
日
本
が
た
ど
っ
た
道
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
は
、
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
の
あ
ま
り
に
も
高
い
明
治
維
新
評
価
は
受
け
入
れ
に
く
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
に
ロ
シ
ア
だ
け
で
な
く
、
イ
タ
リ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
革
命
運
動
、
民
族
解
放
闘
争

に
参
加
し
た
経
歴
を
持
つ
現
役
の
革
命
家
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ

で
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
何
も
明
治
維
新
を

手
放
し
で
絶
賛
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
が
、
大
久
保
利
通

に
よ
る
中
央
集
権
化
、
軍
国
主
義
化
に
彼
は
危
惧
を
表
明
し
て
い
た
。
そ

れ
を
も
視
野
に
入
れ
て
こ
う
予
言
す
る
の
だ
っ
た
。

　
「
日
本
の
よ
う
な
国
を
、
そ
の
土
台
か
ら
突
き
動
か
し
た
進
歩
的
潮
流

こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
新
た
な
道
を
選
択
し
た
以
上
、
日

本
は
も
は
や
こ
の
新
た
な
道
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
論

理
の
必
然
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
こ
と
の
正
否
は
別
に
し
て
、
日
本
は
早
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晩
、
過
去
と
の
有
機
的
連
関
を
断
ち
切
り
、
こ
の
必
然
的
道
筋
に
従
わ
ね

ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
日
本
が
、
残
る
東
洋
の
再
生
の

先
頭
に
立
つ
こ
と
に
な
る
か
否
か
？

│
こ
の
問
い
に
は
ひ
と
り
時
間

だ
け
が
答
え
て
く
れ
よ
う
。
だ
が
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
文
明
諸
国
は
も
は

や
日
本
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
日
本
が
現
在
お
よ
び
未
来
に

お
い
て
果
た
す
意
義
を
軽
視
し
え
ぬ
ば
か
り
か
、
そ
う
す
べ
き
で
も
な

い
。

　

日
本
を
研
究
し
、
日
本
と
多
少
と
も
理
性
的
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と

が
、
近
隣
諸
国
に
と
っ
て
特
に
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
つ

の
社
会
内
の
個
々
の
成
員
の
連
帯
と
同
様
、
人
類
と
い
う
一
大
家
族
の
な

か
で
の
、
諸
国
民
間
の
連
帯
が
、
今
日
で
は
政
治
、
社
会
、
精
神
の
運
動

の
主
要
な
指
導
原
理
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
」（
Ⅱ
、

一
八
│
一
九
）。

　
『
事
業
』
誌
の
編
集
長
ブ
ラ
ゴ
ス
ヴ
ェ
ー
ト
ロ
フ
の
依
頼
を
待
つ
ま
で

も
な
く
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
ア
ジ
ア
、
東
洋
に
お
け
る
日
本
の
位
置
、
あ

る
い
は
そ
こ
で
果
た
す
日
本
の
役
割
に
も
目
配
り
を
忘
れ
な
い
。
さ
ら
に

西
洋
と
東
洋
を
対
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
類
的
な
連
帯
を
も
視
野
に
お

さ
め
て
い
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
残
る
東
洋
と
の

関
係
が
危
惧
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
明
治
日
本
が
欧
米
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

と
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
ア
ジ
ア
へ
の
優
越
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
察
知
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
手
短
に
言
う
と
、
歴
史
的
経
験
に
よ
っ
て
、

日
本
は
極
東
諸
国
に
対
す
る
み
ず
か
ら
の
立
場
の
強
さ
と
優
位
性
を
熟

知
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
国
と
の
接
触
に
際
し
て
は
、
完
全

な
る
独
立
性
ど
こ
ろ
か
、
主
導
権
す
ら
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」。
そ
の

例
と
し
て
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
元
寇
や
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
を
挙
げ
る
が
、

目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
事
件
と
し
て
、
征
台
の
役
に
注
目
し
て
い
る
の

は
興
味
深
い
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
、
台
湾
に
漂
着
し
た
琉
球
島

民
が
現
地
住
民
に
殺
戮
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）

年
四
月
に
西
郷
従
道
が
独
断
で
台
湾
に
出
兵
し
た
こ
の
事
件
は
、
欧
米
諸

国
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
決
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
士
族
の
不
満
を
外
に
そ
ら
す
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
西
郷
従
道
の
別
邸
に
下
宿
す
る
は
ず
だ
っ
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ

に
し
て
み
れ
ば
、
来
日
直
前
に
起
こ
っ
た
こ
の
事
件
に
は
注
目
し
な
い
わ

け
に
は
行
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
同
じ
年
の
二
月
に
江
藤
新
平
ら
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
佐
賀
の

乱
の
鎮
圧
と
晒
し
首
と
い
う
残
忍
な
処
置
は
士
族
の
不
満
を
増
幅
す
る

結
果
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
台
湾
出
兵
の
引
き
金
に
も
な
る
の
で
あ

る
が
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
注
目
す
る
の
は
こ
う
し
た
事
件
の
推
移
だ
け
で

は
な
い
。「
む
し
ろ
こ
の
戦
争
の
も
っ
と
も
暗
い
面
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

薩
摩
派
の
中
央
集
権
的
志
向
が
優
位
に
立
っ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
で
あ
る

と
。
と
り
わ
け
内
務
卿
大
久
保
利
通
に
よ
る
県
令
制
度
や
徴
兵
制
度
の
導

入
に
よ
っ
て
薩
摩
藩
出
身
者
を
中
心
と
す
る
全
国
支
配
が
す
す
み
、
讒
謗

律
、
新
聞
紙
条
例
の
制
定
に
よ
っ
て
言
論
が
封
殺
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
早
く
も
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

時
期
、
朝
鮮
海
域
で
も
江
華
島
事
件
と
い
う
日
本
側
に
よ
る
挑
発
事
件
が

起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
新
生
日
本
は
残
る
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
脅
威
と
な

る
予
兆
が
す
で
に
見
ら
れ
て
い
た
。

　

日
本
が
欧
米
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ

て
に
お
い
て
欧
米
諸
国
の
要
求
を
唯
々
諾
々
と
呑
ん
で
い
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
示
す
事
件
と
し
て
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）

年
の
マ
リ
ア
・
ル
ー
ス
号
事
件
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
民
主
的
な
日
本
の
政
治
、
社
会
風
土
を
あ
つ
か
う
次
章
で
も
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う
一
度
立
ち
返
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
日
本
の
政
治
・
社
会
風
土
の
民
主
的
性
格　

　　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
西
欧
の
占
有
物
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
思
い
が

ち
で
あ
る
が
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
目
に
は
維
新
直
後
の
江
戸
こ
そ
が
言
葉

の
ま
っ
た
き
意
味
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
し
て
い
る
社
会
と
映
っ

た
の
だ
っ
た
。

　
「
何
は
さ
て
お
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
わ
た
し
が
も
っ
と
も
驚
い

た
の
は
、
日
本
の
生
活
の
持
つ
き
わ
め
て
民
主
的
な
体
制
で
あ
っ
た
。
モ

ン
ゴ
ル
的
な
東
洋
の
こ
の
僻
遠
の
一
隅
に
そ
ん
な
も
の
が
あ
ろ
う
な
ど

と
は
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
体
制

は
わ
た
し
が
日
本
に
つ
い
て
読
ん
だ
も
の
や
、
自
分
の
目
で
み
た
多
く
の

事
例
と
も
ひ
ど
く
矛
盾
し
て
い
る
の
だ
っ
た
」（
Ⅱ
、
九
一
）。

　

お
そ
ら
く
明
治
初
年
の
日
本
に
は
、
内
乱
を
抜
け
た
後
の
活
気
が
社
会

全
体
に
み
な
ぎ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
重
要
な
の
は
メ
ー
チ

ニ
コ
フ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
何
か
制
度
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ま

さ
に
原
義
ど
お
り
「
民
の
力
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
維

新
政
府
の
重
鎮
た
ち
と
も
面
識
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
程
度
を
測
る
尺
度
は
、
あ
く
ま
で
も
一
介
の
庶
民
た
ち
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
ら
し
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
、

亡
命
先
の
パ
リ
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
ち
の
プ
チ
ブ
ル
性
を
鋭
く
見
抜
き
、
そ

れ
を
メ
シ
チ
ャ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
と
名
づ
け
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
彼
の
思
想

的
系
譜
を
引
く
左
翼
エ
ス
エ
ル
系
の
批
評
家
イ
ワ
ノ
フ
・
ラ
ズ
ー
ム
ニ
ク

は
そ
の
名
著
『
ロ
シ
ア
社
会
思
想
史
』
の
序
文
で
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア

の
対
立
概
念
と
し
て
こ
の
メ
シ
チ
ャ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
を
用
い
、
両
者
は
脱
階

級
的
、
脱
階
層
的
な
概
念
で
あ
る
と
規
定
し
た
22
。
た
と
え
反
体
制
を
唱

え
る
左
翼
と
て
こ
れ
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て

示
し
た
か
っ
た
の
だ
。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
が
パ
リ
市
民
の
メ
シ
ャ
ン
ス
ト
ヴ
ォ

を
喝
破
し
た
の
は
、
劇
場
だ
っ
た
が
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
日
本
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
最
初
に
体
感
す
る
の
も
芝
居
小
屋
で
あ
っ
た
。

　

横
浜
に
着
い
た
翌
日
、
自
分
の
立
場
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
か
っ
た
彼
は
、
ゲ
ン
ジ
ロ
ウ
の
止
め
る
の
も
聞
か
ず
、
横
浜
駅
か
ら
汽

車
に
乗
り
、
旧
知
の
高
崎
正
風
（
彼
は
こ
の
直
後
、
大
久
保
利
通
に
随
行
し

て
北
京
に
行
っ
て
い
る
）
の
屋
敷
を
訪
れ
（
こ
こ
で
も
政
府
高
官
の
住
ま
い
の

質
素
さ
に
驚
い
て
い
る
）、
薩
摩
藩
の
学
校
計
画
の
頓
挫
を
聞
か
さ
れ
、
木

戸
孝
允
の
計
ら
い
で
こ
と
も
あ
ろ
う
に
官
立
学
校
の
教
授
に
推
挙
さ
れ

た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
っ
た
。
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
し
て

み
れ
ば
、
こ
れ
は
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
一
服
し
た
人
足
た
ち
が
、
わ
た
し
を
再
び
芝
居
小
屋
へ
と
送
り
届
け

て
く
れ
た
時
に
は
、
も
う
夕
闇
が
迫
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
気
が
つ
い
て

み
る
と
、
わ
た
し
は
い
つ
の
ま
に
か
、
日
本
の
聖
な
る
ミ
カ
ド
陛
下
に
仕

え
る
役
人
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
モ
リ
エ
ー
ル
喜
劇
の

ジ
ュ
ル
ダ
ン
氏
が
、
そ
の
な
ん
た
る
か
さ
え
知
ら
ず
に
作
家
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
に
…
…
」（
一
三
八
）。

　

こ
こ
で
い
う
芝
居
小
屋
と
は
、
築
地
に
あ
っ
た
沢
村
座
の
こ
と
で
、
こ

の
一
座
の
歌
舞
伎
の
様
子
を
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
こ
ん
な
風
に
描
い
て
い

る
。

　
「
午
後
の
陽
光
が
、
観
客
で
す
し
詰
め
の
ホ
ー
ル
に
、
と
て
も
や
わ
ら

か
く
さ
し
込
ん
で
い
た
。
う
す
暗
が
り
に
目
が
慣
れ
る
ま
で
、
わ
た
し
は
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大
群
衆
の
一
人
一
人
の
人
影
も
顔
も
識
別
で
き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
日
本

中
ど
こ
で
も
感
じ
た
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
群
衆
も
じ
つ
に

民
主
的
な
印
象
を
与
え
る
の
だ
っ
た
。
一
目
見
た
だ
け
で
、
誰
も
が
実
際

に
芝
居
を
観
る
た
め
に
来
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
を
見
せ
る
た
め
で

な
い
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
取
り
立
て
て
普

段
着
を
着
換
え
る
必
要
も
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
多
く
の
女
性
客
は
、
燃

え
る
よ
う
な
切
長
の
目
を
、
舞
台
に
釘
付
け
に
し
た
ま
ま
、
何
の
気
取
り

も
な
く
着
物
の
胸
を
は
だ
け
、
赤
児
に
乳
を
含
ま
せ
て
い
る
。
男
性
客
と

な
る
と
も
っ
と
無
遠
慮
で
、
し
ば
し
ば
素
裸
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
浅

黒
い
身
体
に
は
、
こ
れ
以
上
脱
ぐ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
下
帯
、
つ
ま
り
イ
チ

ジ
ク
の
葉
の
代
用
と
も
い
う
べ
き
白
い
手
ぬ
ぐ
い
を
紐
で
腰
に
巻
き
つ

け
た
だ
け
の
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
。
…
…
な
の
に
そ
こ
に
は
な
ん
の
混
乱

も
押
し
合
い
も
な
か
っ
た
。
ホ
ー
ル
中
見
わ
た
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風

の
不
恰
好
な
帽
子
と
制
服
を
着
こ
み
、
長
い
棒
を
小
脇
に
か
か
え
た
巡
査

は
た
っ
た
一
人
し
か
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
…
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
巡
査
ま
で
も
が
、
見
た
と
こ
ろ
舞
台
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
芝
居
に
全

く
無
我
夢
中
の
よ
う
だ
っ
た
」（
一
一
一
│
一
一
二
）。
し
か
も
こ
の
時
の

演
目
が
「
桜
橋
の
庄
屋
」、
つ
ま
り
佐
倉
宗
吾
の
話
で
あ
っ
た
と
い
う
の

は
、
で
き
す
ぎ
の
よ
う
だ
が
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
系
の
新
聞
に
載
せ
る
に
は

農
民
一
揆
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
の
芝
居
は
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
ろ
う
。

歌
舞
伎
は
最
良
の
日
本
語
の
学
校
と
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
呼
ん
で
い
る
か

ら
、
歌
舞
伎
特
有
の
ゆ
っ
く
り
し
た
台
詞
は
来
日
し
た
ば
か
り
の
彼
の
耳

に
は
さ
ぞ
心
地
よ
く
響
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
芝
居
見
物
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
普
段

着
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
日
本
文
化
に
特
徴
的
な
こ
の
文
化
の
「
普
段

着
性
」
を
、
ロ
シ
ア
な
ら
び
に
西
欧
の
読
者
に
再
三
に
わ
た
っ
て
強
調
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
書
き
な
が
ら
、
文
明
の
使
者
と
し
て
来
日
し

た
欧
米
人
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
団
や
そ
の
妻
た
ち
が
、
時
の

政
府
に
働
き
か
け
て
、「
裸
取
締
り
条
例
」
を
出
さ
せ
た
こ
と
の
虚
飾
性

を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
く
「
裸
と
道
徳
は
何
の
関
係
も
な
い
」

の
だ
と
。

　
「
こ
れ
ら
の
取
締
り
が
、
日
本
の
社
会
道
徳
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

る
な
ど
と
思
っ
た
ら
滑
稽
千
万
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
の
国
で
あ
ろ
う
と
、
裸

と
道
徳
の
間
に
は
直
接
の
関
係
な
ど
あ
り
は
し
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
日
本

の
都
会
に
外
国
人
が
流
れ
こ
ん
で
き
た
こ
と
が
、
現
地
の
住
民
、
と
り
わ

け
こ
れ
ら
招
か
れ
ざ
る
客
と
も
っ
と
も
密
接
に
接
触
す
る
階
級
の
道
徳

心
に
、
悪
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
の
ほ
う
が
ま
っ
た
く
疑
問
の
余
地
も
な

い
。
…
…
た
し
か
に
日
本
政
府
や
文
明
開
化
論
者
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば

思
い
の
ま
ま
に
日
本
の
男
女
に
服
を
着
せ
る
こ
と
も
脱
が
す
こ
と
も
で

き
よ
う
が
、
こ
と
の
本
質
は
そ
の
こ
と
で
少
し
も
変
わ
ら
な
い
と
わ
た
し

は
思
う
の
だ
。
身
な
り
だ
け
は
い
か
に
洒
落
て
い
て
も
、
道
徳
的
品
性
は

最
低
と
い
う
令
嬢
が
な
ん
と
多
い
こ
と
か
！　

シ
ャ
ツ
を
着
な
い
で
人

前
に
出
る
の
を
憚
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
日
本
の
娘
た
ち
が
そ
う
し
た

令
嬢
よ
り
も
品
性
が
劣
っ
て
い
る
な
ど
と
考
え
る
の
は
幼
稚
す
ぎ
る
だ

ろ
う
」（
八
一
│
八
三
）。

　

画
家
で
も
あ
っ
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
し
て
み
れ
ば
、
裸
の
群
集
と
い
う

の
は
願
っ
て
も
な
い
観
察
の
対
象
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
近
東
の
諸
民
族
を

つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
き
た
彼
は
、
日
本
人
の
着
物
の
単
色
性
に
驚
き
、
西

欧
語
で
は
「
灰
色
の
群
集
」
と
い
う
が
、
日
本
で
は
さ
だ
め
し
「
紺
色
の

群
集
」
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
と
書
く
。
そ
し
て
こ
の
単
色
性
と

全
く
対
照
的
な
雑
色
性
を
示
し
て
い
た
の
が
、
日
本
人
の
肌
の
色
の
多
様

性
、
容
貌
の
多
彩
さ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
彼
は
日
本
人
雑
種
民
族
説
を
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提
唱
す
る
の
だ
が
、
人
類
学
者
、
民
族
学
者
で
も
あ
る
彼
の
視
線
が
釘
付

け
に
な
っ
た
の
は
、
裸
の
肉
体
労
働
者
の
美
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
身
体
に

彫
ら
れ
た
入
墨
の
華
や
か
さ
で
あ
っ
た
。「
日
本
の
肉
体
労
働
者
た
ち
は
、

衣
服
と
体
つ
き
の
美
し
さ
と
い
う
点
で
、
中
流
、
上
流
の
人
々
を
は
る
か

に
し
の
い
で
い
る
」（
四
八
）。「
た
だ
お
も
し
ろ
い
の
は
、
外
国
人
が
出

現
す
る
以
前
か
ら
、
日
本
の
上
流
階
級
の
あ
い
だ
で
は
、
裸
を
嫌
う
風
潮

が
生
ま
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
れ
ま
で
広
ま
っ
て
い
た
入
墨
の
風
習
が
姿

を
消
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
…
…
わ
た
し
自
身
、
こ
の
地
で
膝
か
ら
肩

に
か
け
、
竜
や
女
の
顔
や
唐
草
模
様
を
色
あ
ざ
や
か
に
描
き
だ
し
た
人
々

を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
素
晴
ら
し
い
の
は
、
こ
う
し
た
彫
り
も

の
を
し
た
人
々
が
、
腰
に
巻
い
た
秘
め
や
か
な
手
ぬ
ぐ
い
の
ほ
か
に
は
な

に
ひ
と
つ
身
に
つ
け
て
い
な
い
の
に
、
見
る
者
に
裸
体
の
印
象
を
全
然
与

え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
入
墨
こ
そ
は
裸
の
人
間
の
衣
裳
な
り
、
と
い
う

の
も
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
」（
八
三
）。

　

裸
好
き
と
い
う
現
象
を
見
て
、
そ
の
奥
に
階
級
的
差
異
を
見
抜
き
、
な

お
か
つ
昔
な
が
ら
の
伝
統
を
守
る
庶
民
の
入
墨
姿
に
感
動
し
、
見
惚
れ
、

彼
ら
が
生
命
感
、
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
裸
好
き
と
入
墨
と
い
う
風
習
か
ら
、
日
本
民
族
の
起
源

を
南
方
の
マ
レ
ー
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
求
め
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
着
眼
力
に

は
目
を
見
張
ら
さ
れ
る
。
晩
年
ス
イ
ス
の
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
大
学
教
授
と

な
っ
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
研
究
テ
ー
マ
と
し
た
の
は
オ
セ
ア
ニ
ア
地
方

で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
日
本
人
の
起
源
の
解
明
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
は
な
に
よ
り
も
異
種
の
文
明
に
対
す
る
開
か
れ
た
心
が
あ

る
。
欧
米
人
が
陥
り
や
す
い
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
名
の
自
己
中
心

主
義
を
免
れ
る
に
は
、
こ
う
し
た
開
か
れ
た
心
を
常
に
持
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
彼
の
観
察
に
よ
れ
ば
、日
本
人
と
は
単
一
の
民
族
で
は
な
く
、

ア
イ
ヌ
、
ギ
リ
ヤ
ー
ク
系
の
原
住
民
、
第
一
次
征
服
民
の
モ
ン
ゴ
ル
系
と

大
和
朝
廷
の
始
祖
と
な
る
第
二
次
征
服
民
の
マ
レ
ー
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
系
民

族
か
ら
な
る
雑
種
民
族
で
あ
り
、
こ
の
征
服
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
つ
い

て
は
、
神
話
的
記
述
、
言
語
構
造
、
衣
食
住
の
習
慣
な
ど
が
語
っ
て
い
る

と
彼
は
推
理
す
る
。
こ
の
あ
た
り
古
事
記
の
仏
訳
者
な
ら
で
は
の
卓
抜
な

推
理
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
あ
ふ
れ
る
庶
民
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
未
開

と
か
野
蛮
を
に
お
わ
せ
る
も
の
が
全
く
な
い
こ
と
が
彼
に
は
驚
き
だ
っ

た
。
礼
儀
正
し
い
ば
か
り
か
、
裸
の
人
力
車
夫
や
別
当
、
そ
れ
に
女
中

な
ど
の
下
層
労
働
者
ま
で
が
、
下
帯
に
挟
ん
だ
読
み
物
、
あ
る
い
は
袖
に

入
れ
た
文
字
通
り
の
袖
本
に
読
み
ふ
け
る
こ
と
に
度
肝
を
抜
か
れ
る
の

だ
っ
た
。
日
本
文
学
の
重
層
性
に
着
目
し
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
、
大
衆
文

学
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
く
れ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
ら
肉
体
労
働
者
で

あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
活
字
と
な
っ
た
漢
字
な
ら
自
由
に
読
解
で
き
た
彼

に
も
、
い
わ
ゆ
る
戯
作
本
の
草
書
体
の
文
字
は
手
が
出
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
っ
と
も
初
等
教
育
が
盛
ん
な
ス
イ
ス
で
す
ら
、

庶
民
が
活
字
を
読
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
、
彼
は
云
う
。
ロ

シ
ア
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
と
っ
て
も
民
衆
の
啓
蒙
と
い
う
こ
と
が
最
重

要
課
題
で
あ
っ
た
と
き
に
、
こ
の
極
東
の
島
国
で
は
誰
も
が
本
を
む
さ
ぼ

る
よ
う
に
読
ん
で
い
る
と
は
。

　
「
日
本
は
中
国
と
な
ら
ん
で
、
そ
の
政
治
的
発
展
の
ご
く
初
期
か
ら
、

国
民
生
活
に
お
け
る
教
育
と
啓
蒙
の
意
義
を
早
く
も
理
解
し
て
い
た
世

界
で
も
数
少
な
い
国
で
あ
る
。
こ
の
遠
国
に
わ
ず
か
数
日
暮
ら
す
だ
け

で
、
日
本
で
は
実
際
、
書
物
的
知
識
と
文
化
が
国
民
の
最
下
層
に
ま
で
、

血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
深
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
で
き
よ
う
。

…
…
正
直
言
う
と
、
日
本
に
来
て
か
ら
わ
が
国
（
ロ
シ
ア
）
の
定
期
刊
行
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物
の
誌
上
で
巻
き
起
こ
っ
た
民
衆
教
育
の
焦
眉
の
課
題
を
め
ぐ
っ
て
の

激
し
い
論
争
の
記
事
を
時
折
読
ん
だ
が
、
そ
れ
を
読
む
に
つ
け
わ
た
し

は
、
あ
ま
り
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
思
わ
ず
赤
面
し
た
も
の
だ
。
わ
れ
ら
が

文
明
的

0

0

0

西
欧
と
、
停
滞
的
と
さ
れ
る
中
国―

日
本
的
東
洋
と
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
に
、
で
あ
る
。
わ
た
し
は
中
国
お
よ
び
そ
れ
に
隣
り
合
う
日
本
の

島
民
の
盲
目
的
崇
拝
者
に
な
る
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
わ
が
西
欧
文

明
は
、
中
国
的
東
洋
の
難
解
な
書
物
中
心
主
義
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ

ど
、
多
面
的
で
、
広
範
で
、
豊
饒
で
あ
る
こ
と
は
わ
た
し
に
も
は
っ
き
り

わ
か
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
わ
た
し
は
幾
度
と
な
く
次
の
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
国―

日
本
的
文
化
と
比
較
す
る
と
、

わ
が
西
欧
文
明
は
、
早
熟
、
跳
ね
上
が
り
、
つ
ま
り
民
衆
の
習
俗
と
気
性

の
奥
底
に
ま
で
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
な
い
、
な
に
か
寄
生
的
な
兆
候
を

明
ら
か
に
示
し
て
い
る
と
。
な
る
ほ
ど
理
論
面
で
も
実
践
面
で
も
わ
れ
わ

れ
の
学
識
は
、
い
わ
ば
独
学
0

0

の
日
本
や
中
国
の
天
才
で
す
ら
夢
想
も
で
き

ぬ
ほ
ど
の
高
さ
に
達
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
か
わ
り
に
、

西
欧
で
は
そ
う
し
た
学
識
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
純
粋
に
頂
点
で
の
こ

と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
だ
。」（
二
二
七
│
二
二
八
）。
こ
う
し
た
民
度
の

高
さ
を
示
す
例
と
し
て
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
た
ま
た
ま
仕
事
を
依
頼
し
た

指
物
師
が
、
世
界
地
図
を
見
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
を
す
べ
て
言
い

当
て
た
こ
と
、
ま
た
粕
壁
の
茶
店
の
主
人
が
、
ロ
シ
ア
人
だ
と
知
る
と
、

ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
と
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
女
帝
の
こ
と
を
し
き
り
に
質
問
し

て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
が
連
れ
帰
っ
た
と
さ
れ
る
漁
民
が
著

し
た
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
見
聞
録
の
高
度
な
内
容
を
紹
介
す
る
。「
こ
の

見
聞
録
の
挿
絵
と
し
て
ゴ
ト
ウ
が
描
い
た
画
の
大
部
分
は
、
ゲ
オ
ル
ギ
ー

の
本
か
ら
の
引
き
写
し
だ
っ
た
が
、
何
枚
か
は
全
く
独
創
的
な
も
の
だ
っ

た
。
ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
艦
長
を
捕
虜
に
し
た
時
、
松
前
の
代
官
は
ロ
シ
ア
の
水

兵
の
中
に
読
み
書
き
の
で
き
る
も
の
が
一
人
も
い
な
い
こ
と
に
驚
い
た

と
い
う
が
、
わ
た
し
に
し
て
み
れ
ば
日
本
の
漁
民
が
そ
う
し
た
絵
や
本
を

書
け
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
驚
き
で
あ
っ
た
」（
二
六
六
│
二
六
七
）。

　

こ
の
よ
う
に
近
代
西
欧
の
科
学
的
成
果
の
高
さ
は
認
め
つ
つ
も
、
文
化

の
浸
透
度
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
先
進
西
欧
、
後
進
東
洋
と
い
う
図
式

が
逆
転
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
も
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し

た
文
化
的
成
熟
は
長
い
歴
史
的
所
産
で
あ
る
と
洞
察
し
、
奈
良
時
代
の
淳

仁
天
皇
の
勅
令
に
は
じ
ま
る
日
本
の
教
育
的
風
土
を
概
観
し
、
そ
の
過
程

で
仏
教
僧
の
果
た
し
た
「
民
主
的
」
性
格
、
と
り
わ
け
仮
名
の
発
明
と
寺

子
屋
に
よ
る
文
化
の
大
衆
化
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
日
本
人
の
歴
史
的
特
性
と
し
て
、
進
取
の
気
性
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
も
例
の
な
い
社
会
的
平
等
観
念
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
メ
ー

チ
ニ
コ
フ
は
遺
著
と
な
っ
た
『
文
明
と
歴
史
的
大
河
』
23
（
一
八
八
九
）
で
、

文
明
の
発
展
段
階
を
、
河
川
文
明
、
内
海
文
明
、
海
洋
文
明
と
三
つ
に
分

け
る
が
、
こ
の
海
洋
性
と
い
う
日
本
の
風
土
に
そ
う
し
た
特
性
の
起
源
を

求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
日
本
を
イ
ギ
リ
ス
と
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
で
捉
え
る
と
い
う
後
に
梅
棹
忠
夫
が
『
文
明
の
生
態
史
観
』
で
提
起

し
た
世
界
史
認
識
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
な
卓
抜
な
視
点
を
提
唱
し

て
い
る
。「
日
本
は
太
平
洋
の
ア
ジ
ア
大
陸
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る

と
い
う
地
理
的
条
件
か
ら
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
位

置
に
酷
似
し
て
い
る
」（
Ⅱ
、
九
四
）、「
日
本
民
族
の
そ
も
そ
も
の
発
生

が
、
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
征
服
と
驚
く
べ
き
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を

示
し
て
い
る
」（
Ⅱ
、
九
七
）。

　

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
に
よ
れ
ば
、
土
着
民
族
の
征
服
と
と
も
に
、
日
本
の
専

制
権
力
は
衰
退
し
、
四
世
紀
頃
の
日
本
は
す
で
に
、
ジ
ョ
ン
王
時
代
の

イ
ギ
リ
ス
段
階
の
貴
族
制
〔
封
建
制
〕
に
移
行
し
て
い
た
。
専
制
（
天
皇
）
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権
力
の
弱
体
化
は
、
徐
々
に
身
分
的
障
壁
を
崩
し
、「
十
六
世
紀
に
も
な

る
と
日
本
は
…
…
身
分
的
障
壁
の
な
い
こ
と
で
は
、
ラ
テ
ン
│
ゲ
ル
マ
ン

系
の
国
々
の
先
を
越
し
て
い
た
」（
Ⅱ
、
九
八
）
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
凌
ぐ
日
本
人
の
身
分
的
平
等
観
念
を
世
界
に
知

ら
し
め
る
よ
う
な
事
件
が
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
来
日
す
る
直
前
に
起
こ
っ

て
い
た
。
前
章
で
触
れ
た
マ
リ
ア
・
ル
ー
ス
号
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
ペ

ル
ー
船
籍
の
マ
リ
ア
・
ル
ー
ス
号
が
清
国
の
苦ク
ー
リ
ー力
を
ア
メ
リ
カ
に
輸
送
中

に
起
こ
っ
た
事
件
で
、
横
浜
寄
港
中
に
虐
待
に
耐
え
か
ね
た
苦
力
が
逃
亡

し
、
英
国
軍
艦
に
救
助
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
こ
こ

で
注
目
す
る
の
は
こ
の
事
件
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
奴
隷
制
に
対
す
る
日

本
と
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
西
欧
諸
国
の
対
処
の
違
い
で
あ
っ
た
。

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
言
う
。「
中
国
人
売
買
と
ニ
グ
ロ
売
買
は
本
質
的
に
は

何
ら
異
な
ら
ず
、
違
い
は
ニ
グ
ロ
の
場
合
、
彼
ら
め
い
め
い
は
そ
の
所
有

者
に
と
っ
て
何
が
し
か
の
財
産
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ニ
グ
ロ
が
死
ね
ば

所
有
者
に
は
多
少
と
も
損
失
と
な
っ
て
響
く
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
不
幸
な
中
国
人
苦
力
は
、
せ
い
ぜ
い
二
、三
ド
ル
の
値
打
ち

し
か
な
く
、
そ
の
金
額
の
一
部
は
一
応
結
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
契
約

の
手
付
け
金
と
し
て
本
人
に
支
払
わ
れ
る
も
の
の
、
大
部
分
は
役
人
へ
の

賄
賂
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
商
売
の
儲
け
た
る
や
す
さ
ま
じ
く
、
た
と

え
生
き
た
積
荷
の
丸
半
分
が
死
ん
で
も
、
残
り
半
分
を
売
り
さ
ば
け
ば
大

変
な
儲
け
と
し
て
返
っ
て
く
る
」（
Ⅱ
、
一
三
三
│
一
三
四
）。

　

こ
の
時
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
苦
力
を
船
長
に
引
き
渡
す
以
外
に
な
い
と

判
断
し
た
の
に
対
し
、
神
奈
川
県
令
大
江
卓
は
こ
れ
を
奴
隷
売
買
事
件
と

し
て
裁
判
し
、
苦
力
の
釈
放
、
本
国
送
還
を
決
定
し
た
の
だ
っ
た
が
、
実

際
に
こ
の
裁
判
を
指
示
し
た
の
は
時
の
外
務
卿
副
島
種
臣
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
ペ
ル
ー
国
王
は
国
際
法
違
反
と
し
て
不
服
を
申
し
立
て
、
国
際

裁
判
と
な
り
、
そ
の
裁
判
長
に
は
あ
ろ
う
こ
と
か
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
二
世
が
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
農
奴
解
放
か
ら
十
年
あ
ま
り
、
ロ

シ
ア
皇
帝
は
世
界
中
で
解
放
皇
帝
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
治
外
法
権
、
不
平
等
条
約
の
下
で
、
欧
米
を
相
手

に
奴
隷
制
と
い
う
西
欧
文
明
の
暗
部
を
堂
々
と
批
判
し
た
こ
の
事
件
は
、

日
本
史
に
お
い
て
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

以
上
の
こ
と
を
総
括
し
て
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
こ
う
書
く
。

　
「
維
新
或
い
は
よ
り
正
確
に
い
え
ば
明
暗
両
面
を
持
っ
た
国
際
文
明
へ

の
参
加
が
、
日
本
の
場
合
、
専
断
と
か
一
時
的
な
歴
史
的
偶
然
性
の
所
産

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
生
活
そ
の
も
の
の
不
可
避
的

結
果
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
的
預
言
者
な
ら
ず

と
も
、
自
信
を
も
っ
て
明
言
で
き
る
。
日
本
は
こ
の
進
歩
の
道
か
ら
後
戻

り
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
有
機
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
。
こ
の
道
は
険
し

い
。
し
か
も
一
方
に
は
列
強
の
偽
善
的
政
策
が
あ
り
、
他
方
、
国
内
に
も

支
配
者
集
団
の
権
勢
欲
が
あ
る
た
め
に
、
日
本
的
発
展
の
事
業
は
、
い
く

つ
も
の
激
動
と
地
震
（
そ
れ
も
お
そ
ら
く
非
常
に
震
度
の
強
い
）
な
し
に
は
、

そ
の
後
の
前
進
運
動
が
望
め
な
い
よ
う
な
軌
道
の
上
に
立
た
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
」（
Ⅱ
、
一
五
一
│
一
五
二
）。

　
む
す
び　

　　

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
東
京
外
国
語
学
校
在
勤
期
間
は
一
年
半
と
短
い
。
湿

潤
な
日
本
の
気
候
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
軍
時
代

の
負
傷
の
後
遺
症
で
あ
ろ
う
か
、
重
度
の
貧
血
症
に
か
か
り
、
一
八
七
五

（
明
治
八
）
年
十
二
月
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
向
か
う
船
の
中
に
い
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た
。
前
述
の
マ
ク
ラ
ー
コ
ワ
に
宛
て
た
手
紙
で
、
彼
は
契
約
期
間
を
残
し

た
ま
ま
、
日
本
を
去
る
こ
と
の
無
念
さ
を
伝
え
て
い
る
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ

の
帰
国
は
、
魯
語
科
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
さ
ぞ
か
し
大
き
な
損
失
で

あ
っ
た
ろ
う
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
死
後
、
彼
の
遺
著
と
な
っ
た
『
文
明
と

歴
史
的
大
河
』
を
刊
行
し
た
高
名
な
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
地
理
学
者
の
エ
リ

ゼ
・
ル
ク
リ
ュ
は
そ
の
序
文
で
外
語
時
代
「
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
生
徒
の
間

で
絶
大
な
人
気
を
得
て
い
た
」
と
書
い
て
い
る
が
24
、
そ
こ
に
は
何
の
誇

張
も
な
か
っ
た
。
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
高
弟
の
一
人
（
魯
語
科
上
等
第
六
級
）

の
村
松
愛
蔵
は
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
外
語
を
退
学
し
、
故
郷
の
田
原

に
戻
り
、
民
権
結
社
恒
心
社
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
母
体
と
な
っ
て
の
ち
に

魯
国
虚
無
党
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
飯
田
事
件
の
首
謀
者
と
な
る
。

　

か
つ
て
日
本
を
代
表
す
る
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
石
川
三
四
郎
が
ス
イ
ス

の
ル
ク
リ
ュ
家
に
寄
寓
し
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
の
た
め
に
と
ル
ク

リ
ュ
の
『
地
人
論
』
第
八
巻
、
極
東
の
部
を
読
ま
さ
れ
た
と
き
、
初
め
て

日
本
史
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
が
、
石
川
は
そ

れ
を
書
い
た
の
が
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
だ
っ
た
と
は
聞
か
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
ス
イ
ス
帰
国
後
の
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
ル
ク
リ
ュ
の
住
む

レ
マ
ン
湖
の
深
奥
部
ク
ラ
ラ
ン
村
に
移
り
、
彼
の
助
手
と
し
て
蔵
書
の
整

理
を
し
つ
つ
、
こ
の
極
東
の
部
を
書
き
上
げ
た
の
だ
っ
た
。
石
川
を
し
て

こ
う
ま
で
言
わ
し
め
た
日
本
論
、
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
語
の
大
著
『
日
本
帝

国
』（
一
八
八
一
）
ま
で
公
刊
し
な
が
ら
、
欧
米
さ
ら
に
本
国
ロ
シ
ア
で

も
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
日
本
論
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
は
い
く
つ

か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
彼
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
者

で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
も
亡
命
の
革
命
家
だ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
長
い
間
、
生
活
の
た
め
に
論
文
を
書

き
続
け
た
た
め
に
（
一
説
に
よ
る
と
そ
の
数
四
百
点
に
上
る
と
い
う
）、
分
野

も
歴
史
学
、
経
済
学
、
人
類
学
、
地
理
学
、
社
会
学
、
自
然
科
学
と
多
岐

に
わ
た
り
、
さ
ら
に
は
旅
行
記
、
回
想
記
、
小
説
ま
で
そ
こ
に
は
含
ま
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
よ
ほ
ど
丹
念
に
時
間
を
か
け
て
読
ま
な
い
か
ぎ

り
、
そ
の
思
想
家
と
し
て
の
価
値
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
だ
。
第

二
に
は
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
日
本
へ
の
視
点
が
、
あ
ま
り
に
時
代
に
先
駆

け
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
日
本
と
の
比
較
で
西

欧
文
明
の
野
蛮
性
が
強
調
さ
れ
る
あ
た
り
は
、
読
む
も
の
に
と
ま
ど
い
を

与
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
一
般
の
読
者
は
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
豊
か
な

人
脈
を
知
る
由
も
な
い
か
ら
、
そ
の
論
は
と
も
す
る
と
ハ
ッ
タ
リ
と
と
ら

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
て
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
と
な
っ
て
い
く
の

だ
が
、
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
自
身
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
よ
う

で
、「
進
歩
と
は
何
か
」
と
題
さ
れ
た
『
文
明
と
歴
史
的
大
河
』
の
序
文

で
、
す
で
に
こ
う
書
い
て
い
た
。「
子
孫
の
尊
敬―

歴
史
の
殉
教
者
に

対
す
る
こ
の
遅
す
ぎ
た
報
償―

は
量
的
に
見
て
、
か
つ
て
な
し
遂
げ
ら

れ
た
偉
業
の
大
き
さ
に
比
例
し
た
た
め
し
が
な
い
。
人
々
の
記
憶
に
残
る

の
は
、
眩
し
く
輝
く
も
の
だ
け
で
あ
り
、
人
類
の
真
の
善
行
は
陽
の
目
を

見
る
こ
と
も
な
い
。
…
…
歴
史
の
パ
ン
テ
オ
ン
は
無
頼
の
徒
、ペ
テ
ン
師
、

刑
吏
ば
か
り
が
住
ま
う
と
こ
ろ
な
の
だ
…
…
」（
三
四
七
）。

　

し
か
し
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
著
作
を
ノ
ー
ト
を
と
り

な
が
ら
克
明
に
読
ん
で
い
た
作
家
が
い
た
。
二
十
世
紀
最
大
の
文
学
者
と

も
い
わ
れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
作
家
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
で
あ
る
。

大
作
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』（
一
九
三
九
）
の
創
作
ノ
ー
ト
に
、『
文

明
と
歴
史
的
大
河
』
か
ら
の
引
用
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
が
最
近
ジ
ョ
イ

ス
研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
25
。

　

ま
た
ソ
連
崩
壊
後
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
研
究
者
マ
ー
ス
リ
ン
の
編
集
に
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測
し
て
い
る
。Л

итературное Н
аследство. т.62, 

стр. 389.

（
9
） См., Л

итературное Н
аследство. т.87, стр. 462-463.

（
10
） Léon M

etchnikoff, « Les antagonistes de l’E
tat en R

ussie », Kolokol. 
Revue du développem

ent social, politique et littéraire en Russie , 1868, 
n

os 8-13.

（
11
） 

渡
辺
雅
司
「
大
山
巌
と
メ
ー
チ
ニ
コ
フ─

留
学
生
と
亡
命
革
命
家
」、『
週
刊

朝
日
百
科　

日
本
の
歴
史
88　

近
世
か
ら
近
代
へ

│
⑧
留
学
と
遣
欧
使
節
団
』、

二
四
八─

二
四
九
頁
。

（
12
） 「
私
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
の
仕
事
の
能
力
と
集
中
力
を
か
つ
て
見
た
こ
と
も
聞
い
た

こ
と
も
な
か
っ
た
。
彼
は
論
文
ば
か
り
か
、
本
で
さ
え
下
書
き
と
い
う
も
の
を
し
た

こ
と
が
な
い
。
し
ば
し
ば
論
文
は
読
み
返
す
こ
と
も
な
く
発
送
さ
れ
た
。
通
常
冒
頭

部
分
を
私
に
読
ん
で
く
れ
、
そ
の
後
、
会
話
が
始
ま
る
と
、
彼
は
熱
中
し
て
そ
の
続

き
を
私
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
だ
っ
た
。
書
い
て
い
る
間
は
、
ほ
か
の
こ
と
は
一
切

考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
熱
病
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
で
、
食
事
と
か
睡
眠
の
た
め
に

で
も
仕
事
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
仕
事
が
終
わ
る
と
、
緊
張
し
た

神
経
が
一
挙
に
緩
み
、
そ
れ
を
読
み
返
す
こ
と
は
退
屈
で
嫌
だ
っ
た
。
論
文
が
活
字

に
な
っ
て
は
じ
め
て
彼
は
ほ
っ
と
す
る
の
だ
っ
た
。
…
…
彼
は
同
じ
部
屋
で
騒
々
し

い
会
話
の
中
で
も
執
筆
で
き
た
し
、
そ
う
し
た
会
話
を
聞
い
て
い
て
、
話
に
加
わ
る

こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
会
話
が
執
筆
を
妨
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
後
の
二
、三

年
だ
っ
た
」。
ま
た
マ
ク
ラ
ー
コ
ワ
は
、「
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
と
の
出
会
い
」
と
題
さ
れ

た
三
二
ペ
ー
ジ
の
タ
イ
プ
原
稿
で
こ
う
書
い
て
い
る
。「
レ
フ
・
イ
リ
イ
ッ
チ
は
角

に
白
い
ク
ロ
ス
の
か
か
っ
た
テ
ー
ブ
ル
で
食
事
を
と
っ
て
い
た
。
独
立
し
た
書
斎
ど

こ
ろ
か
文
机
す
ら
彼
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
本
や
論
文
を
食
事
や
お
茶
を
飲

よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
哲
学
事
典
に
、
ノ
ー
ベ
ル
医
学
・
生
理
学
賞
を
受
賞

し
た
弟
の
イ
リ
ヤ
・
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
と
な
ら
ん
で
、
レ
フ
・
メ
ー
チ
ニ
コ

フ
が
項
目
と
し
て
は
じ
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
先
駆
者
」
と
記
さ
れ
て
い
た
26
。

　
　

注

（
１
） 

ラ
ヴ
ロ
フ
に
関
し
て
は
、
佐
々
木
照
央
の
大
著
『
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ

主
義
歴
史
哲
学

│
虚
無
を
越
え
て
』（
彩
流
社
）
が
あ
る
。

（
２
） 

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
『
進
歩
と
は
何
か
？
』
に
つ
い
て
は
石
川
郁
夫
に
よ
る
翻

訳
と
解
説
（
成
文
社
）
を
参
照
。

（
３
） 

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
『
回
想
の
明
治
維
新

│
ロ
シ
ア
人
革
命
家
の
手
記
』（
渡
辺
雅

司
訳
）、
岩
波
文
庫
、
二
二
頁
。
な
お
こ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
括
弧
内
に

漢
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

（
４
） См., И

з переписки деятелей освободительного движ
ения. М

атериалы 
из архива Л

. И
. М

ечникова. Вступительная статья и публикация А. К. 
и О

. В. Л
иш

иных. Л
итературное Н

аследство. т. 87. стр. 461-507.  

（
５
） 

ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
は
、
杉
本
つ
と
む
『
西
洋
人
の
日
本
語
発
見

│
日
本
語
研
究

史
・
一
五
四
九
│
一
八
六
六
』（
創
拓
社
）
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。

（
6
） Л. И

. М
ечкиков. "Бакунин в И

талии в 1864 году".  

│ "И
сторический 

вестник", 1897, №
 3.

（
7
） 「
若
き
亡
命
者
の
な
か
で
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
だ
け
が
書
く
力
を
持
っ
て
い
る
」
と
ゲ

ル
ツ
ェ
ン
は
書
く
。См. Л

итературное Н
аследство. т.62, стр. 390.

な
お

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
紹
介
で
、
オ
リ
ガ
・
ロ
ス
チ
ス
ラ
ー
ヴ
ォ
ヴ
ナ
・

ス
カ
リ
ャ
ー
チ
ナ
と
結
婚
し
て
い
る
。
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む
た
め
に
あ
つ
ま
る
家
人
や
客
人
の
話
し
声
で
騒
が
し
い
な
か
、
い
つ
も
食
卓
の
隅

で
書
い
た
の
だ
っ
た
」。Государственны

й Л
итературны

й М
узей, О

тдел 
рукописны

х ф
ондов, ф

.327, оп. I , л. 87

／ 

渡
辺
雅
司
「
マ
ク
ラ
ー
コ
ワ
の

回
想
に
み
る
レ
フ
・
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
」、『
ス
ラ
ヴ
文
化
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
〇
四

年
、
五
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
13
） 

渡
辺
雅
司
、
同
右
、
五
二
ペ
ー
ジ
。

（
14
） Л. И

. М
ечников. "О

черки по Ш
вейцарии", "О

течественные записки", 
№

 5, 7, 1868.　
　
　
　
　
　
　
　

（
15
） ЛН

., т. 13-14, стр. 361-362.

（
16
） П

исьма Г. Е. Благосветлова (1873, 1880).

（
17
） ЛН

., т. 87, стр. 479.

（
18
） 『
田
中
阿
歌
磨
古
稀
記
念
論
文
集
』
に
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
。「
明
治
二
十
年

秋
、
母
来
り
漸
次
母
子
諸
共Bridel

先
生
の
家
庭
に
在
り
、
こ
の
頃Léon 

M
etchnikov

先
生
（
曾
て
、
東
京
外
国
語
学
校
教
師
、
当
時N

euchâtel

大
学
地

理
学
講
座
担
当
のElisé Reclus

先
生
の
大
地
理
書
編
纂
助
手
）
をLausanne

近

郊Clarens

に
訪
ね
教
を
受
く
」

（
19
） Léon M

etchnikoff, L’Em
pire japonais , G

enève, 1881, p. 222.

（
20
） 

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
『
古
事
記
』
仏
語
抄
訳
は
、
つ
ぎ
の
雑
誌
に
載
っ
た
。Léon 

M
etchnikoff, « K

ozi-ki, ou Furu K
otonobum

i », Livre de l’antiquité , 
Ban-zai-sau [

晩
採
草], N

o. 3, 1878.

（
21
） 

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
『
亡
命
ロ
シ
ア
人
の
見
た
明
治
維
新
』（
渡
辺
雅
司
訳
）、
講
談
社

学
術
文
庫
、
一
五
頁
。
な
お
以
下
こ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
括
弧
を
付
し
て
（
Ⅱ
、

一
五
）
の
よ
う
に
示
す
。

（
22
） И

ванов-Разумник. И
стория русской общ

ественной мы
сли.

（
23
） Léon M

etchnikoff, La Civilisation et les grands f euves historiques , 
Paris , 1889. 

こ
の
著
作
は
一
八
八
五
│
一
八
八
六
年
に
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
大
学
で

メ
ー
チ
ニ
コ
フ
が
行
っ
た
連
続
講
義
「
歴
史
的
大
河
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
れ

は
「
生
の
目
的
」
と
題
さ
れ
た
三
部
作
の
第
一
部
を
な
す
も
の
で
、
第
二
部
は
内

海
文
明
、
第
三
部
は
海
洋
文
明
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
最
初
の
ロ
シ
ア
語
訳
は

一
八
九
七
年
にM

. Д
. Гродецкий

に
よ
っ
て　

"Ж
изнь"

誌
、
二
三
、二
四
号

に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
一
八
九
九
年
に
単
行
本
と
し
て
、
エ
キ
フ
と
ハ
リ
コ
フ
で
出

版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
版
は
検
閲
を
考
慮
し
て
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
関
す
る

部
分
は
削
除
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
の
文
明
観
は
地
理
的
決
定

論
と
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
完
全
な
形
で
翻
訳
さ
れ
た
の
は
一
九
二
四
年
、Н

. 
К

. Л
ебедев

監
修
、
訳
者
はН

. А. К
ритская

で
あ
っ
た
。Ц

ивилизация и 
великие исторические реки. "Голос труда". М

осква. 1924.

（
24
） Элизе Реклю. П

редисловие к кн., Л
ев И

льич М
ечников, "Ц

ивилизация 
и великие исторические реки", М

осква, 1924, стр. 26-27.

（
25
） Ingeborg Landuyt and Geert Lernout. JOYCE'S SOU

RCES: LES GRAN
DS FLEU

VES 

H
ISTORIQU

ES. Joyce Studies Annual 6. Austin : University of Texas Press, (1995): 
pp.99-138. 

あ
る
い
はhttp://www.antwerpjam

esjoycecenter.com
/feuve.htm

l.

（
26
） Русская ф

илософ
ия : С

ловарь / под общ
. ред. М

. М
аслина. М

., 
ТЕ

РРА
 - К

ниж
ны

й клуб ; Республика, 1999. стр. 297.
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一
九
四
〇
）
と
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
監
督
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
主

演
の
映
画
『
黒
船
』（
昭
和
三
三
年
、
一
九
五
八
）
で
あ
る
。

一　
『
黒
船
』
以
前

　

二
つ
の
作
品
を
検
討
す
る
前
に
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
作
ら
れ
る
ま
で
、

日
本
国
内
で｢

唐
人
お
吉｣

に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
作
品
が
作
ら
れ
て
い

た
か
、｢

唐
人
お
吉｣

物
の
簡
単
な
歴
史
を
見
て
お
き
た
い
。

　

お
吉
は
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
死
亡
し
た
が
、
そ
の
後

は
下
田
の
人
々
が
お
吉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
村
松
、

一
九
三
〇
、一
一
一
頁
）。

　

唐
人
お
吉
の
物
語
は
、
下
田
の
医
師
で
郷
土
史
家
の
村
松
春
水
が
、
大

正
十
四
年
（
一
九
二
五
）、
地
元
の
同
人
誌
『
黒
船
』
に
そ
の
悲
劇
的
生

涯
を
発
表
し
た
の
に
端
を
発
し
て
い
る
。
村
松
の
仕
事
に
基
づ
き
、
小
説

家
十
一
谷
義
三
郎
が
、昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
五
年
に
か
け
て
、『
唐

人
お
吉
』、『
時
の
敗
者　

唐
人
お
吉
』、『
時
の
敗
者　

唐
人
お
吉(

続
篇
）』

を
次
々
に
発
表
し
、
昭
和
四
年
に
真
山
青
果
の
戯
曲
『
唐
人
お
吉
』
が
上

演
さ
れ
た
。｢

唐
人
お
吉｣

の
名
は
、
た
ち
ま
ち
全
国
に
知
れ
渡
っ
た
。

　

そ
の
物
語
に
よ
れ
ば
、
新
内
お
吉
と
称
さ
れ
た
下
田
の
芸
者
お
吉
は
下

オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
と
映
画
『
黒
船
』
│
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る｢

唐
人
お
吉｣

の
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

      　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　

  

中
山
和
芳

は
じ
め
に

　

幕
末
、
本
人
の
意
思
に
反
し
て
下
田
の
ア
メ
リ
カ
領
事
館
に
送
ら
れ
、

総
領
事
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
に
仕
え
た
お
吉
。
お
勤
め
を
終
え
た
後
、

不
遇
の
う
ち
に
過
ご
し
、
最
後
に
は
川
に
身
を
投
げ
、
波
瀾
の
生
涯
を
閉

じ
た
お
吉
。
こ
の
開
国
の
犠
牲
者
、｢
唐
人
お
吉｣

に
つ
い
て
は
、
多
く

の
小
説
が
書
か
れ
、
数
多
く
の
演
劇
が
上
演
さ
れ
、
何
本
も
映
画
が
作
ら

れ
て
、
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
リ
ス
は
お
吉
に
関
し
て
何
も
語
ら
な
い
。
彼
の
日

記
に
も
お
吉
に
つ
い
て
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
通
訳
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン

の
日
記
に
も
お
吉
へ
の
言
及
は
な
い
。
侍
妾
と
さ
れ
る
お
吉
の
存
在
は
、

ハ
リ
ス
や
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
に
と
っ
て
、
出
来
れ
ば
秘
し
て
お
き
た
い
こ
と

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ハ
リ
ス
の
伝
記
を
書
い
た
ク
ロ
ウ

は
、
お
吉
は
実
在
の
人
物
で
な
く
、
日
本
の
劇
作
家
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
だ
と
言
っ
て
い
る
（
ク
ロ
ウ
、
二
五
八
頁
）。

　

数
あ
る｢

唐
人
お
吉｣

の
作
品
の
中
に
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
作
品
も
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
採
り
上
げ
、
ど

の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
の
中
で
作

ら
れ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
取
上
げ
る
作
品
は
、
パ
ー
ス
ィ
ー
・

ノ
エ
ル
作
、
山
田
耕
筰
訳
編
・
作
曲
の
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』（
昭
和
十
五
年
、
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田
奉
行
所
の
支
配
組
頭
伊
佐
新
次
郎
に
説
得
さ
れ
、
結
婚
を
約
束
し
た
鶴

松
と
別
れ
て
ハ
リ
ス
の
侍
妾
と
な
る
（
鶴
松
は
奉
行
所
か
ら
出
世
と
引
き
換

え
に
お
吉
と
別
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
）。
人
々
か
ら
嘲
罵
さ
れ

な
が
ら
も
、
お
吉
は
病
に
臥
し
た
ハ
リ
ス
を
日
夜
看
病
し
、
日
本
人
は
口

に
し
な
い
牛
乳
を
苦
労
し
て
入
手
し
ハ
リ
ス
に
飲
ま
せ
、
誠
心
誠
意
つ
く

し
た
。
ハ
リ
ス
の
去
っ
た
後
、
再
会
し
た
鶴
松
と
所
帯
を
持
っ
た
が
、
泥

酔
し
続
け
る
お
吉
は
自
ら
身
を
引
い
た
。
そ
の
後
も
お
吉
は
酒
に
溺
れ
、

貧
窮
の
な
か
、
人
を
罵
り
世
を
嘲
笑
し
て
、
や
が
て
入
水
自
殺
し
て
果
て

た
（
吉
田
常
吉
の
歴
史
研
究
か
ら
は
、
お
吉
が
ハ
リ
ス
に
か
し
づ
い
た
当
時
、

腫
物
が
あ
っ
た
の
で
わ
ず
か
三
日
で
家
に
帰
さ
れ
た
こ
と
、
腫
物
が
全
快
し
て

も
、
ハ
リ
ス
が
病
気
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
宅
待
機
を
申
し
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
吉
田
は
、
ハ
リ
ス
は
看
護
婦
を
要
求
し
た
の
だ
が
、
奉
行
所
は
侍
妾

と
し
て
お
吉
を
送
り
込
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
史
実
と
物
語
は
大
き
く

異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
史
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、
別
の
機
会
に
論

ず
る
こ
と
に
す
る
）。

　
「
唐
人
お
吉
」
の
物
語
は
、
青
果
の
後
も
、
続
々
と
脚
本
が
書
か
れ
、

上
演
さ
れ
た
。
田
中
総
一
郎
や
浜
村
米
蔵
や
川
村
花
菱
が
そ
れ
ぞ
れ
『
唐

人
お
吉
』
を
書
き
、
山
本
有
三
が
『
女
人
哀
詞
（
唐
人
お
吉
も
の
が
た
り
）』

（
昭
和
五
年
）
を
書
い
た
。

　

｢

唐
人
お
吉｣

の
映
画
も
次
々
に
作
ら
れ
た
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）

に
は
村
越
章
二
郎
監
督
（
主
演
琴
糸
路
）
と
溝
口
健
二
監
督
（
主
演
梅
村
蓉

子
）
の
二
本
。
翌
六
年
に
は
、衣
笠
貞
之
助
監
督
（
主
演
飯
塚
敏
子
）
の
『
唐

人
お
吉
』。
昭
和
十
年
に
は
冬
島
泰
三
監
督
（
主
演
水
谷
八
重
子
）
が
、
昭

和
十
二
年
に
池
田
富
保
監
督
（
主
演
花
井
蘭
子
）
が
、
昭
和
十
三
年
に
犬
塚

稔
監
督
（
主
演
田
中
絹
代
）
が
そ
れ
ぞ
れ
『
唐
人
お
吉
』
を
撮
っ
た
。
十
年

も
経
た
な
い
う
ち
に
六
本
の
『
唐
人
お
吉
』
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
の
映
画
に
は
、
主
題
歌
が
つ
け
ら
れ
た
。
な
か

で
も
、
溝
口
健
二
の
『
唐
人
お
吉
』
に
つ
け
ら
れ
た
西
条
八
十
作
詞
の
二

つ
の
主
題
歌
、｢

思
い
出
し
ま
す
お
吉
の
声
を　

磯
の
千
鳥
の
啼
く
音
さ

え
も
…
…｣

の
『
唐
人
お
吉
の
唄　

黒
船
篇
』（
中
山
晋
平
作
曲
）
と｢

駕

籠
で
行
く
の
は
お
吉
じ
ゃ
な
い
か　

下
田
港
の
春
の
雨
…
…｣

と
歌
う
『
唐

人
お
吉
の
唄　

明
烏
篇
』（
佐
々
紅
華
作
曲
）
の
二
曲
は
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。

　

昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
は
作
家
の
丹
潔
が
小
説
『
唐
人
お
吉

伝　

艶
麗
の
悲
歌
』
を
書
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
（
昭
和
五
年
│
昭
和
十
四
年
）
を
中
心
と

し
て
、｢

唐
人
お
吉｣

の
一
大
ブ
ー
ム
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ブ
ー
ム
の
背
景
を
吉
田
常
吉
が
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
昭
和

三
年
は
張
作
霖
爆
死
事
件
が
起
き
た
年
で
、
こ
の
頃
か
ら
、
日
本
の
中

国
侵
略
が
露
骨
に
な
っ
て
、
つ
い
に
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
満
州
事

変
に
発
展
し
、
米
国
は
日
本
に
対
し
て
強
硬
な
態
度
に
出
る
よ
う
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
、
日
米
関
係
が
極
め
て
悪
化
し
た
の
で
あ
る
。

｢

開
国
の
犠
牲
者
と
み
な
さ
れ
る
お
吉
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
ハ
リ
ス

を
告
発
す
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
、
日

本
の
一
女
性
の
一
生
が
踏
み
に
じ
ら
れ
た
こ
と
へ
の
怒
り
の
爆
発
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
識
が
、
長
い
間
、
日
本
人
の
胸
中
に
底
流
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
対
米
感
情
が
悪
化
す
る
ご
と
に
、
こ
の

意
識
が
鎌
首
を
も
た
げ
、
悲
劇
の
女
性
〝
唐
人
お
吉
〞
を
引
き
合
い
に
出

し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
対
決
し
よ
う
と
す
る
。〝
唐
人
お
吉
〞
は
…
…
日
本

人
の
抵
抗
の
精
神
の
中
に
生
き
つ
づ
け
て
ゆ
く
女
性
な
の
で
あ
る｣

（
吉

田
、
一
九
九
六
、一
二
三
頁
）。
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二　
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』

　

昭
和
の
は
じ
め
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
知
日
家
の
パ
ー

ス
ィ
ー
・
ノ
エ
ル
が
日
米
関
係
を
主
題
と
し
た
オ
ペ
ラ
を
シ
カ
ゴ
歌
劇
場

で
上
演
し
よ
う
と
企
て
、『
黒
船
』（
一
番
最
初
、
題
名
は
『
お
吉
ま
た
は
黒

船
』
だ
っ
た
と
い
う
）
と
題
さ
れ
た
自
作
の
台
本
の
作
曲
を
山
田
耕
筰
に
依

頼
し
た
。
昭
和
三
年
の
夏
に
ノ
エ
ル
は
来
日
し
、
下
田
に
滞
在
し
て
、
台

本
の
修
正
を
行
っ
た
。
ノ
エ
ル
は
以
前
か
ら
村
松
春
水
と
親
交
が
あ
り
、

｢

唐
人
お
吉｣

も
村
松
か
ら
教
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
台
本
は
全
部
英

語
で
あ
る
。

　

山
田
は
昭
和
四
年
秋
に
、｢
序
景｣

を
完
成
さ
せ
た
。
オ
ペ
ラ
は
外
国

で
の
上
演
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
わ
け
だ
が
、｢

外
人
に
い
き
な
り
風
俗

の
ひ
ど
く
異
つ
た
日
本
の
舞
台
面
を
見
せ
た
の
で
は
驚
い
て
し
ま
ふ
だ

ら
う
と
思
つ
た
の
で
、『
見
ヴ
ィ
ズ
ィ
ブ
ル
・
オ
ー
ヴ
ァ
チ
ュ
ー
ア

え
る
序
曲
』
と
し
て
『
序
プ
ロ
エ
ム
ニ
ア
景
』（
二
十
五
分

位
）
を
作
り
あ
げ
た
。
こ
れ
は
黙
劇
で
あ
り
、
独
唱
も
あ
り
合
唱
も
あ
り

で
、
先
づ
日
本
的
風
俗
に
慣
れ
さ
せ
る
こ
と
を
企
画
し
た
。
之
は
私
の
創

始
し
た
一
つ
の
新
様
式
だ
と
考
へ
て
ゐ
る｣

（
山
田
、
二
巻
、
三
二
三
頁
）。

｢

序
景｣

で
は
盆
踊
り
の
シ
ー
ン
が
演
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
一
幕
以
降

の
展
開
へ
の
予
告
編
の
よ
う
な
も
の
を
パ
ン
ト
マ
イ
ム
で
見
せ
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
お
吉
が
吉
田
と
恋
仲
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
や
、
吉
田

が
攘
夷
派
の
浪
人
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
下
田
を
地

震
が
襲
い
火
事
が
起
き
る
シ
ー
ン
。
地
震
と
火
事
は
黒
船
到
来
に
よ
り
こ

の
国
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
の
暗
喩
で
あ
る
。｢

序
景｣

は
昭
和
六
年
十

月
の
新
交
響
楽
団
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団
の
前
身
）
の
定
期
演
奏
会
で
合
唱
を

省
略
し
て
初
演
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
で
の
上
演
計
画
は
頓
挫
し
、
作
曲
も
中
止

さ
れ
た
。

　
「
序
景
」
が
書
か
れ
て
か
ら
、
ほ
ぼ
十
年
た
っ
た
。
山
田
は
昭
和
十
五

年
（
一
九
四
〇
）
の
皇
紀
二
六
〇
〇
年
記
念
公
演
で
『
黒
船
』
を
上
演
す

る
こ
と
に
し
た
。
英
語
台
本
を
日
本
語
に
翻
訳
し
、
日
本
語
の
科
白
に
も

と
づ
い
て
作
曲
し
た
。

　

原
題
の
『
黒
船
』
は
、
最
初
『
黎
明
』
に
、
初
演
時
に
は
『
夜
明
け
』

へ
と
変
え
ら
れ
た
。「
初
演
さ
れ
た
当
時
は
、
既
に
日
米
の
風
雲
が
急
だ

つ
た
の
で
原
名
の
『
黒
船
』
を
『
夜
明
け
』
と
変
へ
な
く
て
は
な
ら
な
か

つ
た
」（
山
田
、
一
巻
、
六
一
三
頁
）。

　

歌
劇
『
夜
明
け
』
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
皇
紀
二
六
〇
〇
年
に
上

演
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
山
田
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

安
政
三
年
、
下
田
沖
に
突
如
と
し
て
現
は
れ
た
黒
船
は
わ
が
日
本
に
何

を
齎
し
た
か
。下
田
の
町
の
人
々
の
眼
に
は
じ
め
て
映
じ
た
煙
を
吐
く
船
、

大
砲
を
射
つ
船
の
脅
威
は
騒
然
と
し
て
嵐
を
捲
き
起
し
た
。

　

国
交
を
迫
る
者
の
前
に
攘
夷
の
士
は
劒
を
抜
か
ん
と
し
、
幕
府
は
徒
ら

に
周
章
狼
狽
し
た
。
し
か
も
憂
国
の
熱
血
に
溢
る
ゝ
日
本
人
の
総
意
は
御

陵
威
あ
ま
ね
き
力
に
よ
つ
て
神
助
を
仰
ぐ
こ
と
が
出
来
た
。

│
そ
れ
は

一
つ
の
危
機
で
は
あ
つ
た
が
、
鎖
国
の
扉
は
朗
ら
か
に
開
か
れ
た
。

　

新
し
き
日
本
の
黎
明
は
か
く
し
て
来
た
。
し
か
し
我
々
は
そ
の
蔭
に
い

と
小
さ
き
者
い
と
弱
き
者
の
聖
な
る
血
と
涙
と
が
犠
牲
の
祭
壇
に
捧
げ
ら

れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い
と
小
さ
く
い
と
弱
き
者
の
い
と
大

き
く
い
と
強
き
力
を
こ
そ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

国
と
国
と
の
摩
擦
も
、
畢
竟
、
人
間
と
人
間
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
克

服
さ
れ
る
。

│
こ
の
歌
劇
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
凡
そ
そ
こ
に
あ
つ

て
、
三
幕
五
場
、
異
国
的
風
俗
、
習
慣
を
超
え
て
終
始
一
貫
、
力
強
い
タ
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ツ
チ
で
高
揚
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
か
ゝ
る
人
間
感
情
の
美
し
さ
で
あ
る
。

　

今
や
強
大
な
る
日
本
は
、
い
か
な
る｢

黒
船｣

に
も
脅
威
を
感
ず
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
も
古
き
日
本
の
抒
情
物
語
と
し
て
の
黒
船
渡
来
を
振

り
返
つ
て
一
つ
の
反
省
資
料
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
徒
爾
で
な
い
と
信
ず

る
。
否
、
と
り
わ
け
未
曾
有
の
事
変
下
に
於
て
行
は
れ
る
輝
か
し
き
皇
紀

二
千
六
百
年
祭
に
際
し
て
、
肇
国
の
黎
明
以
来
、
恐
ら
く
は｢

第
二
の
夜

明
け｣

で
あ
る
明
治
の
維
新
を
題
材
と
し
た
、
こ
の
歌
劇
の
上
演
に
よ

つ
て
、
我
等
の
過
去
を
回
想
し
、
我
等
の
偉
大
な
る
将
来
を
想
望
す
る

は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
き
こ
と
ゝ
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。（
山
田
、
一
巻
、

五
九
九
頁
）

　

オ
ペ
ラ
『
夜
明
け
』
は
昭
和
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
十
二
月
一

日
ま
で
、東
京
宝
塚
劇
場
で
四
回
公
演
さ
れ
た
。指
揮
と
演
出
は
山
田
耕
筰
。

お
吉
は
辻
輝
子
と
長
門
美
保
、
吉
田
は
伊
東
武
雄
と
留
田
武
、
領
事
は
藤

原
義
江
と
永
田
弦
次
郎
の
ダ
ブ
ル
・
キ
ャ
ス
ト
。姐
さ
ん
は
全
公
演
通
し
て
、

新
劇
女
優
で
声
楽
の
心
得
も
あ
っ
た
杉
村
春
子
が
演
じ
た
。｢

序
景｣

は

省
い
て
演
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
再
演
が
重
ね
ら
れ
た
と
き
も
、｢

序
景｣

は
演
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
演
出
に
手
間
が
か
か
る

こ
と
と
、
も
と
も
と
は
外
国
人
に
対
す
る
日
本
の
説
明
と
し
て
考
え
ら
れ

た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
日
本
で
の
上
演
に
は
不
要
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

オ
ペ
ラ
『
夜
明
け
』
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。　

第
一
幕

　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
夏
。
下
田
の
御
茶
屋
伊
勢
善
。
徳
川
幕
府

が
ア
メ
リ
カ
と
の
開
港
条
約
に
調
印
し
、
下
田
の
港
も
開
港
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
下
田
奉
行
と
支
配
組
頭
伊
佐
新
次
郎
が
不
安
気
に
話
し
て
い

る
。
芸
者
の
お
松
が
呼
ば
れ
て
酒
宴
を
盛
り
上
げ
る
。
突
如
深
編
み
笠
の

浪
人
た
ち
が
現
れ
一
時
騒
然
と
す
る
が
、
彼
ら
は
何
も
せ
ず
に
立
ち
去

る
。
酒
席
が
白
け
た
と
こ
ろ
に
、
お
吉
の
名
調
子
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　

勤
皇
の
志
士
、
浪
人
の
吉
田
が
登
場
し
、
異
国
人
に
下
田
の
港
を
開
く

と
は
何
事
だ
、
と
奉
行
ら
に
詰
め
寄
る
。
し
か
し
、
幕
府
の
使
い
が
現
れ

て
、
外
国
人
に
危
害
を
加
え
る
者
は
磔
の
刑
に
処
す
る
と
い
う
お
達
し
を

届
け
る
。
吉
田
は
不
利
を
察
し
て
立
ち
去
る
。

　

お
吉
が
茶
屋
の
そ
ば
の
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
黒
船
か
ら
上
陸
し
た
領

事
が
や
っ
て
く
る
。
領
事
は
お
吉
に
奉
行
所
へ
の
道
を
尋
ね
る
。
お
吉
は

領
事
に
好
感
を
抱
く
。
吉
田
が
お
吉
の
も
と
に
忍
び
寄
り
、
短
剣
を
仕
込

ん
だ
扇
で
領
事
を
暗
殺
す
る
よ
う
強
要
す
る
。
お
吉
は
彼
の
要
求
を
受
け

入
れ
る
。
人
が
や
っ
て
く
る
気
配
に
吉
田
は
姿
を
消
す
が
、
お
吉
は
考
え

こ
ん
だ
ま
ま
手
か
ら
扇
を
落
と
す
。

第
二
幕

　

冬
、
伊
勢
善
の
大
広
間
。
浪
人
た
ち
は
お
吉
が
領
事
を
な
か
な
か
暗
殺

し
な
い
の
に
苛
立
ち
、
芸
者
を
呼
ん
で
騒
い
で
い
る
。
吉
田
は
お
吉
を
呼

び
つ
け
て
暗
殺
決
行
を
促
し
、
引
き
揚
げ
る
。
お
吉
は
泣
く
。
養
母
で
あ

る
姐
さ
ん
が
来
て
、
お
前
あ
の
人
が
好
き
な
ん
だ
ね
と
言
う
。
お
吉
は
、

領
事
が
ミ
カ
ド
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
本
当
か
、
領
事
を
お
吉
の
手

に
か
け
て
お
国
の
不
和
を
無
く
す
の
が
道
理
に
か
な
っ
た
こ
と
な
の
か
、

と
姐
さ
ん
に
尋
ね
る
。
姐
さ
ん
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
私
た
ち
の
知
っ
た
こ

と
で
は
な
い
、
領
事
館
の
玉
泉
寺
に
行
っ
て
暮
ら
し
て
浪
人
の
剣
を
逃
れ

る
の
が
分
別
よ
、
と
言
う
。
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そ
こ
に
領
事
と
書
記
官
（
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
）
が
現
れ
る
。
書
記
官
は
芸

者
お
松
と
親
し
い
関
係
に
あ
る
。
外
交
交
渉
が
う
ま
く
い
か
ず
に
い
ら
い

ら
し
て
い
る
領
事
は
、
お
吉
の
可
憐
な
姿
を
見
て
、
以
前
出
会
っ
た
こ
と

を
思
い
出
す
。

　

奉
行
と
伊
佐
と
書
記
官
は
、
交
渉
を
円
滑
に
運
ぶ
た
め
に
、
お
吉
を
領

事
に
侍
ら
せ
よ
う
と
計
画
す
る
。
奉
行
は
お
吉
に
、「
領
事
に
仕
え
よ｣

と
命
ず
る
が
、
お
吉
は
応
じ
な
い
。
怒
っ
た
奉
行
は
お
吉
を
投
獄
す
る
。

第
三
幕

第
一
場　

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
秋

　

領
事
館
の
あ
る
玉
泉
寺
。
領
事
は
、
本
国
で
の
失
恋
を
思
い
返
し
、
か

つ
て
の
恋
人
の
写
真
を
焼
き
捨
て
る
。
加
え
て
、
交
渉
が
進
展
せ
ず
、
ア

メ
リ
カ
か
ら
の
船
も
来
な
い
の
で
絶
望
し
、
領
事
は
ピ
ス
ト
ル
を
手
に
す

る
。
そ
こ
に
お
吉
が
や
っ
て
く
る
。
お
吉
は
領
事
の
計
ら
い
で
牢
屋
を
出

ら
れ
た
も
の
と
思
い
込
ん
で
、
お
礼
に
来
た
の
だ
っ
た
。
実
は
、
書
記
官

と
奉
行
た
ち
が
、
領
事
が
お
吉
を
救
っ
た
よ
う
に
仕
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

お
吉
は
領
事
に
仕
え
る
こ
と
を
告
げ
る
。

　

し
か
し
、
吉
田
か
ら
の｢

い
そ
げ｣

と
い
う
暗
殺
を
催
促
す
る
紙
つ
ぶ

て
が
飛
ん
で
き
て
、
お
吉
の
心
は
揺
れ
る
。

第
二
場　

一
年
後
、
弁
天
島

　

一
年
経
っ
て
も
、
お
吉
が
暗
殺
を
決
行
し
な
い
の
で
、
吉
田
は
仲
間
と

共
に
、
自
分
た
ち
で
実
行
し
よ
う
と
決
意
し
た
。

　

お
吉
は
領
事
と
弁
天
島
へ
お
参
り
に
行
く
。
お
吉
は
こ
の
時
点
で
は
、

領
事
を
殺
す
こ
と
を
決
め
て
お
り
、
い
ざ
刺
そ
う
と
し
た
瞬
間
、
激
し
い

暴
風
雨
が
襲
来
す
る
。
陸
続
き
の
浜
は
水
に
囲
ま
れ
て
帰
れ
な
く
な
る
。

領
事
は
お
吉
の
た
め
に
荒
波
の
中
を
泳
い
で
小
舟
を
取
っ
て
き
て
、
お
吉

を
救
う
。

第
三
場

　

玉
泉
寺
。
僧
侶
た
ち
の｢

南
無
阿
弥
陀
仏｣

の
読
経
が
聞
こ
え
て
く
る
。

領
事
か
ら
二
度
も
救
わ
れ
た
（
一
度
目
は
牢
か
ら
出
し
て
も
ら
い
、
二
度
目

は
弁
天
島
で
助
け
ら
れ
た
）
お
吉
は
、
自
分
の
卑
劣
な
根
性
を
後
悔
し
て

泣
い
て
い
る
。
そ
し
て
領
事
を
殺
そ
う
と
し
た
こ
と
を
告
白
す
る
が
、
領

事
は
た
だ
笑
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
二
人
の
間
に
愛
が
芽
生
え
る
。

　

奉
行
が
や
っ
て
来
て
、
領
事
に
幕
府
と
会
見
で
き
る
こ
と
を
伝
え
る
。

そ
こ
へ
、
吉
田
が
登
場
。
領
事
と
お
吉
の
二
人
を
斬
ろ
う
と
す
る
。
領
事

は
、
命
は
惜
し
く
は
な
い
が
、
自
分
を
討
て
ば
戦
争
に
な
る
と
諭
す
。
吉

田
は
、
我
々
が
こ
こ
で
死
ん
で
こ
そ
、
国
は
目
覚
め
て
立
ち
上
が
る
と
言

う
。
そ
こ
に
浪
人
が
出
て
き
て
、
吉
田
に
手
紙
を
渡
す
。
吉
田
は
そ
れ
を

読
み
、
ミ
カ
ド
が｢

外
国
人
を
襲
っ
て
は
な
ら
な
い｣

と
命
じ
て
い
る
こ

と
を
知
る
。
吉
田
は
自
分
の
非
を
悟
り
、
そ
の
場
で
割
腹
し
て
罪
を
詫
び

る
。
領
事
は
吉
田
の
忠
誠
心
を
称
賛
し
、
吉
田
の
流
し
た
血
に
よ
っ
て
、

日
米
両
国
が
平
和
に
結
ば
れ
る
と
告
げ
る
。

　

黒
船
の
入
港
を
伝
え
る
寺
の
鐘
が
鳴
る
。
船
か
ら
打
ち
出
さ
れ
る
号
砲

が
聞
こ
え
る
。
お
吉
は
、｢

あ
れ
は
夕
べ
の
鐘
な
ら
で
、
明
日
の
夜
明
け

の
前
知
ら
せ｣

、｢

大
砲
の
と
ど
ろ
き
、
あ
れ
は
戦
の
そ
れ
な
ら
で
、
明

日
の
平
和
の
前
知
ら
せ｣

と
歌
う
。

　

僧
侶
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
読
経
。
人
々
の｢

黒
船
だ｣

の
叫
び
。

寺
の
鐘
と
大
砲
が
入
り
乱
れ
て
鳴
る
中
を
幕
が
下
り
る
。

　

山
田
は
『
夜
明
け
』
初
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、こ
の
オ
ペ
ラ
は
「
唐
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人
お
吉
」
の
物
語
に
取
材
し
た
も
の
だ
が
、
全
く
新
し
い
角
度
か
ら
新
し

い
解
釈
の
も
と
に
作
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ノ
エ
ル
と
山
田

は
こ
の
オ
ペ
ラ
に
よ
っ
て
、「
す
ば
ら
し
い
日
本
精
神
を
正
し
く
世
界
諸

外
国
に
認
識
さ
せ
る
」
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。｢

領
事
に
関
し
て
も
あ

く
ま
で
史
実
に
就
き
、
ア
メ
リ
カ
に
残
存
す
る
資
料
に
立
脚
し
、
お
吉
に

関
し
て
も
、
従
来
の
歪
め
ら
れ
た
ロ
マ
ン
を
避
け
て
、
諸
種
の
資
料
に
窺

は
れ
る
お
吉
の
性
格
と
、
お
吉
に
近
親
だ
つ
た
人
々
の
言
葉
そ
の
他
を
土

台
と
し
て
執
筆
し
、
日
本
婦
人
と
し
て
の
お
吉
を
如
実
に
描
か
う
と
努
め

た
も
の
で
あ
る｣

（
山
田
、
一
巻
、
六
〇
一
頁
）。

　

そ
し
て
山
田
は
、
領
事
は
厳
格
な
清
教
徒
で
国
を
代
表
す
る
外
交
官
だ

か
ら
、
暴
力
に
も
近
い
女
の
人
身
御
供
と
い
う
よ
う
な
陰
謀
の
罠
に
か
か

る
筈
は
な
い
と
言
い
、｢

お
吉
は
単
な
る
侍
女
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
妾

に
な
る
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ｣

と
言
い
、
お
吉
と
吉
田
が
互
い
に
愛
し

く
思
い
あ
う
の
は
当
然
だ
が
、｢

二
人
は
、
一
度
も
そ
の
本
心
を
告
げ
あ

つ
た
こ
と
が
な
い｣

と
言
う
。
つ
ま
り
、
片
山
の
言
う
よ
う
に
お
吉
と
領

事
、
お
吉
と
吉
田
の
間
に
は
、「
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
肉
の
関
係
は
な

い
」
の
で
あ
る
（
片
山
、
一
九
頁
）。「
蝶
々
夫
人
の
や
う
な
、
ア
メ
リ
カ

海
軍
士
官
の
不
道
徳
を
主
題
と
し
た
も
の
す
ら
、
西
洋
諸
国
で
何
の
不
思

議
も
な
く
上
演
さ
れ
て
来
た
が
、
我
々
と
し
て
は
、
斯
く
の
ご
と
き
を
快

い
も
の
と
は
思
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
し
て
、
こ
の
歌
劇

『
夜
明
け
』
こ
そ
は
、
国
内
は
勿
論
、
海
外
の
い
づ
こ
に
上
演
さ
れ
て
も

よ
い
と
思
ふ
。
日
本
の
威
信
に
か
ゝ
は
る
と
い
ふ
や
う
な
點
の
あ
る
筈
も

な
く
、
積
極
的
に
我
国
の
良
風
美
俗
を
外
国
に
伝
へ
、
日
本
精
神
の
醍
醐

味
を
宣
揚
し
得
る
好
箇マ
マ

の
作
品
と
信
じ
る
も
の
で
あ
る
」（
山
田
、
一
巻
、

六
〇
三
│
六
〇
四
頁
）。

　

こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
な
の
で
、
山
田
が
後
に
書
い
て
い
る
こ
と
も
こ

こ
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
の
オ
ペ
ラ
は
シ
カ
ゴ
・
オ
ペ
ラ
の
要
請
で
筆

を
起
こ
し
た
も
の
な
の
で
、「
米
国
側
に
不
快
の
念
を
懐
か
せ
る
や
う
な

筋
を
米
国
市
民
で
あ
る
ノ
ー
エ
ル
が
取
上
げ
る
筈
も
な
く
、
ま
た
私
と
し

て
も
、
日
本
の
国
辱
に
な
る
や
う
な
台
本
も
快
し
と
し
な
い
の
で
、
現
在

の
や
う
な
リ
ブ
レ
ツ
ト
が
生
れ
た
」
の
だ
。｢

筋
は
謂
ふ
所
の
お
吉
物
で

は
あ
る
が
、
巷
間
伝
へ
ら
れ
る
や
う
な
煽
情
的
な
、
故
意
に
事
実
を
歪
げ

る
や
う
な
行
き
方
は
あ
く
ま
で
避
け
て
、
幕
末
の
一
幻
想
と
し
て
、
む
し

ろ
す
つ
き
り
し
た
も
の
に
仕
上
げ
た
の
だ
つ
た｣

（
山
田
、
一
巻
、
六
一
四

頁
）。

　

そ
し
て
、
話
は
戻
っ
て
、
初
演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
事
の
最
後
は
、
以

下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。｢

オ
ペ
ラ
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
演
劇
で

は
な
い
。
ま
た
正
確
な
史
実
の
再
現
で
も
な
い
。
現
代
世
界
の
天
才
的
政

治
家
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
の
い
ふ
『
夢
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
夢

を
失
ふ
民
族
ほ
ど
哀
れ
な
も
の
は
な
い
。我
々
は
こ
の
オ
ペ
ラ
を
通
じ
て
、

小
さ
い
な
が
ら
も
何
か
新
し
い
『
夢
』
を
世
に
送
り
た
い
の
で
あ
る｣

（
山

田
、
一
巻
、
六
〇
四
頁
）。

　

作
家
藤
森
成
吉
は
、
オ
ペ
ラ
は｢

夢｣

で
あ
っ
て
、
史
実
の
再
現
で
な

い
と
言
う
の
は
非
常
に
結
構
だ
と
言
う
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
何
で
オ
ペ
ラ

『
夜
明
け
』
は
史
実
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問

を
呈
す
る
。
お
吉
事
件
の
真
実
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
と
し
て
も
、
今
べ
つ

に｢

日
本
の
威
信
に
か
か
わ
る｣

と
は
思
え
な
い
。
真
実
を
描
か
ぬ
だ
け

な
ら
ま
だ
し
も
、
今
ま
で
に
書
か
れ
た
も
の
を
す
べ
て
ウ
ソ
だ
な
ど
と
い

う
の
は
、
少
々
罪
深
い
業
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
藤
森
は
問
う
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
夜
明
け
』
は
、
国
の
威
信
に
か
か
わ
る
問
題
と
考
え
る
人
々

も
い
た
。

　

例
え
ば
、
報
知
新
聞
に
載
っ
た
歌
人
杉
浦
翠
子
の｢

反
省
を
乞
ふ　

歌
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劇
『
夜
明
け
』
に
就
い
て｣

と
い
う
記
事
に
お
け
る
『
夜
明
け
』
批
判
を

見
て
み
よ
う
。

　

い
ま
こ
ゝ
に
述
べ
る
私
の
意
見
に
は
同
感
の
人
も
す
こ
ぶ
る
多
い
こ
と

を
思
ひ
ま
す
が
、
実
は
皇
紀
二
千
六
百
年
祝
典
を
記
念
す
る
た
め
の
歌
劇

『
夜
明
け
』
に
つ
い
て
の
私
の
喜
ば
な
い
理
由
を
申
上
げ
ま
す
。
こ
の
作

は
米
国
人
で
あ
つ
て
お
吉
研
究
家
で
あ
る
パ
ー
シ
イ
ノ
エ
ル
氏
作『
黒
船
』

を
焼
き
直
し
日
本
情
緒
を
以
て
再
製
し
た
の
だ
さ
う
で
す
が
、
い
か
に
歌

劇
の
本
来
が
輸
入
芸
術
で
あ
ら
う
と
も
今
以
て
米
人
作
を
焼
き
直
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
ほ
ど
貧
困
な
我
が
日
本
の
歌
劇
文
学
で
せ
う
か
。

　

そ
れ
の
み
か
唐
人
お
吉
な
ど
誰
が
今
時
崇
拝
し
て
い
る
も
の
で
す
か
。

あ
の
當
時
日
本
の
文
明
が
幼
稚
で
あ
つ
た
た
め
餘
儀
な
く
米
国
人
の
指
導

を
乞
ふ
た
め
に
あ
ヽ
し
た
情
事
が
起
つ
た
の
で
、
し
か
し
今
日
こ
の
光
輝

あ
る
日
本
を
祝
典
せ
ん
心
持
に
は
、
む
し
ろ
不
快
で
蓋
を
し
て
過
去
の
禍

と
し
て
葬
り
た
い
位
で
あ
る
。
唐
人
と
い
ふ
言
葉
も
へ
ん
で
私
は
唐
妾
と

い
ひ
た
い
が
、あ
の
時
こ
の
唐
妾
な
る
も
の
は
お
吉
だ
け
で
は
な
か
つ
た
。

　

他
の
唐
妾
は
み
な
一
生
幸
福
に
暮
ら
し
た
の
を
お
吉
だ
け
は
身
持
ち
が

悪
く
て
村
の
人
望
を
欠
い
て
つ
ひ
に
非
業
の
最
後
を
遂
げ
た
。
そ
れ
を

十
一
谷
義
三
郎
氏
が
哀
れ
が
り
大
正
十
一
二
年
頃
か
に
『
唐
人
お
吉
』
と

し
て
お
吉
を
ひ
ど
く
良
き
女
と
し
て
小
説
に
書
い
て
か
ら
あ
れ
ほ
ど
有
名

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
お
吉
に
は
同
情
す
べ
き
数
々
の
點
が
あ
る
。
だ
が
、
花
柳
の
ち

ま
た
の
女
性
で
学
問
も
教
養
も
な
い
。
し
か
し
国
際
的
女
性
だ
と
思
っ
て

祭
り
あ
げ
る
つ
も
り
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
大
□マ
マ

葉
子
だ
っ
て
国

際
的
女
性
で
あ
る
。
な
ぜ
あ
れ
を
歌
劇
に
し
な
い
の
で
せ
う
か
。（
丘
山
、

一
五
四
頁
よ
り
再
引
用
）

　
さ
ら
に
、
昭
和
十
四
年
十
月
二
十
八
日
の
『
日
本
』
で
は
、｢

咄あ
あ
!!　

皇

紀
二
千
六
百
年
祝
典
を
洋
拝
歌
劇
で
汚
す
陰
謀｣

の
大
見
出
し
に
、｢

不ふ
て
い逞

乱
倫
漢
藤
原
義
江
・
山
田
耕
筰
等　

国
民
は
断
じ
て
許
さ
ず｣

の
小
見
出

し
で
、
オ
ペ
ラ
製
作
を
罵
倒
し
て
い
る
。

噫あ
あ

、
実
に
実
に
我
が
国
知
識
人
の
心
の
洋
拝
に
腐
り
切
っ
た
こ
と
よ
。
ど

こ
ま
で
性
懲
り
も
な
く
奴
隷
的
の
追
従
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
か
。
而
も

そ
れ
は
、
皇
紀
二
千
六
百
年
を
奉
祝
す
る
と
い
ふ
の
に
、
敵
性
外
国
人
の

愚
劣
な
る
歌
劇
台
本
の
焼
き
直
し
で
芸
術
祭
を
や
ら
う
と
す
る
、
而
も
而

も
馬
鹿
者
ど
も
め
が
!!　

 

我
が
国
辱
的
事
件
で
あ
っ
た
外
国
領
事
へ
の

人
身
御
供
と
し
て
の
洋
妾
提
供
事
件
を
歌
劇
に
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
。

全
く
我
が
知
識
人
か
ら
は
、
日
本
精
神
な
る
も
の
が
喪
わ
れ
盡
く
し
た
の

か
。
日
本
国
民
意
識
さ
へ
も
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
。
日
本
で
一
流
と
い

は
れ
る
芸
術
家
が
集
ま
っ
て
、
事
も
あ
ろ
う
に
、
国
辱
事
件
を
取
扱
つ
た

外
国
人
の
作
品
を
焼
き
直
し
て
、
我
が
国
の
歴
史
的
聖
典
を
祝
は
う
と
い

ふ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
決
し
て
祝
ふ
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
そ

れ
は
、
わ
が
皇
国
の
聖
典
を
汚
し
辱
め
や
う
と
す
る
に
以
外
の
何
も
の
で

も
あ
り
得
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
我
が
皇
国
の
歴
史
に
対
す
る
忍
び
難
き
侮

辱
で
あ
る
。
国
民
の
断
じ
て
許
し
置
く
こ
と
の
出
来
ぬ
我
が
国
の
名
誉
権

に
対
す
る
大
侵
害
事
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
等
国
民
は
、
そ
の
主

権
者
が
撤
回
す
る
か
、
当
局
官
警
が
差
止
め
る
か
し
な
い
な
ら
ば
、
我
が

国
民
の
手
に
於
て
、
断
じ
て
差
止
め
さ
せ
る
こ
と
を
豫
あ
ら
か
じめ
警
告
せ
ざ
る
を

得
な
い
。（
丘
山
、
一
五
五
│
一
五
六
頁
よ
り
再
引
用
）

　

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
一
月
、
山
田
耕
筰
は
長
年
の
音
楽
活
動
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に
対
し
て
朝
日
文
化
賞
を
受
賞
す
る
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
同
年
六
月

に
『
夜
明
け
』
の
再
演
が
行
わ
れ
た
。
出
演
者
は
初
演
と
同
じ
、
会
場

も
前
回
と
同
じ
東
京
宝
塚
劇
場
で
あ
っ
た
。
開
戦
の
半
年
前
で
あ
っ
た
。

山
田
は
、『
夜
明
け
』
の
公
演
に
あ
た
り
、｢

右
翼
の
一
部
か
ら
猛
烈
な

反
対
を
受
け
、
売
国
奴
と
ま
で
痛
罵
さ
れ
た｣

と
述
べ
て
い
る
（
山
田
、

一
九
五
五
、二
〇
五
頁
）。

　

戦
時
下
で
は
オ
ペ
ラ
『
夜
明
け
』
が
上
演
さ
れ
る
機
会
は
ま
っ
た
く
な

か
っ
た
。

　

終
戦
後
に
な
る
と
、
オ
ペ
ラ
の
上
演
の
話
は
度
々
あ
り
、
そ
の
一
部
の

放
送
を
求
め
ら
れ
も
し
た
。
し
か
し
、「
占
領
軍
統
治
下
で
は
、
到
底
私

が
望
む
や
う
な
上
演
も
放
送
も
可
能
で
あ
る
ま
い
」
と
考
え
ら
れ
た
し
、

自
身
の
健
康
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
申
し
出
は
す
べ
て

辞
退
し
た
（
山
田
、
一
巻
、
六
一
三
頁
）。

　

そ
の
後
は
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
開
国
百

年
祭
の
出
し
物
の
一
つ
と
し
て
『
黒
船
』
上
演
が
問
題
と
な
っ
た
。
原
作

の
よ
う
な
幻
想
的
な
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
な
事
実
に
基
く
よ
う
一
部
の

改
訂
を
施
す
な
ら
上
演
が
可
能
に
な
る
よ
う
努
力
す
る
と
い
う
提
案
が

原
作
者
ノ
エ
ル
か
ら
山
田
に
伝
達
さ
れ
た
と
い
う
。
山
田
は
、
楽
譜
に
手

を
入
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
に
近
く
、
そ
れ
ほ
ど
の
妥
協
を
し
て
ま

で
上
演
す
る
必
要
も
感
じ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
話
は
そ
の
ま
ま
聞
き
流

し
た
、
と
言
っ
て
い
る
（
山
田
、
一
巻
、
六
一
四
頁
）。

　

戦
後
の
オ
ペ
ラ
の
公
演
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

　

昭
和
二
三
年
に
山
田
は
突
然
の
脳
出
血
で
半
身
不
随
と
な
っ
た
。
病
状

が
小
康
を
得
て
い
る
機
会
に
、
山
田
耕
筰
楽
壇
復
帰
記
念
公
演
と
銘
打
っ

て
、
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
日
比
谷
公

会
堂
で
上
演
さ
れ
た
。
戦
後
初
め
て
の
公
演
で
、
こ
の
時
に
、
オ
ペ
ラ
の

題
目
は
原
題
の
『
黒
船
』
に
戻
さ
れ
た
。

　

昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
四
月
に
は
、
日
米
修
好
百
年
（
万
延
元
年
の

遣
米
使
節
団
か
ら
百
年
）
記
念
公
演
、
作
曲
生
活
六
十
周
年
記
念
公
演
と

し
て
、
大
阪
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
ホ
ー
ル
で
上
演
さ
れ
た
。

　

昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
九
月
に
は
長
門
美
保
歌
劇
団
が
日
比
谷
公

会
堂
で
公
演
。

　

昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
）
一
月
に
作
曲
者
の
生
誕
百
年
を
記
念
し
て

東
京
文
化
会
館
で
公
演
。

　

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
五
月
に
山
田
耕
筰
の
没
後
三
十
周
年
を
記
念

し
て
新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
で
公
演
。

　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
二
月
に
新
国
立
劇
場
で
上
演
。
通
算
し
て

八
度
目
の
公
演
で
あ
る
。
新
国
立
劇
場
で
は
こ
れ
ま
で
一
シ
ー
ズ
ン
に
一

作
、
日
本
人
作
曲
家
に
よ
る
オ
ペ
ラ
作
品
を
上
演
し
て
き
た
。
劇
場
の
十

周
年
記
念
の
シ
ー
ズ
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
し
て
、『
黒
船
』
が
選
ば

『夜明け』再演の新聞広告　　　　
〔読売新聞　1941（昭和 16）年 6 月 10 日夕刊〕
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れ
た
。
今
回
は
初
め
て｢

序
景｣

つ
き
の
完
全
版
で
の
上
演
だ
っ
た
。
こ

の
オ
ペ
ラ
『
黒
船
│
夜
明
け
』
の
評
で
、
苅
部
直
は
、｢

作
品
は
、
日

米
の
あ
い
だ
で
の
平
和
の
お
と
ず
れ
を
歌
い
あ
げ
て
終
わ
る
。
外
国
人
へ

の
偏
見
を
捨
て
て
お
た
が
い
に
よ
り
そ
う
、
お
吉
と
領
事
の
姿
は
、
異
な

る
文
化
の
あ
い
だ
に
不
寛
容
と
暴
力
が
う
ず
ま
く
、
い
ま
の
時
代
に
こ

そ
、
遠
い
過
去
か
ら
示
唆
を
送
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た｣

と
述
べ
て
い
る

（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
八
年
二
月
二
八
日
、
夕
刊
）。

三　
映
画
『
黒
船
』

　

前
述
の
よ
う
に
、昭
和
五
年
か
ら
十
三
年
の
間
に
六
本
の
『
唐
人
お
吉
』

の
映
画
が
撮
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、｢
唐
人
お
吉｣

の
映
画
は
ど
う
だ
っ

た
ろ
う
か
。

　

昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
夏
、
松
竹
の
下
賀
茂
ス
タ
ジ
オ
が
『
黒
船

来
る
』
と
題
す
る
敵
愾
心
昂
揚
を
意
図
し
た
映
画
を
企
画
し
、
脚
本
を
執

筆
中
と
の
報
道
に
対
し
て
、
雑
誌
『
新
映
画
』
に
は
次
の
よ
う
な
懐
疑
的

な
反
応
が
寄
せ
ら
れ
た
。｢

唐
人
お
吉
が
相
当
重
要
な
役
を
も
っ
て
登
場

と
か
聞
く
、
今
日
、
ど
う
解
釈
し
て
書
い
て
も
、
こ
の
女
性
の
占
め
る
位

置
は
『
否
定
面
』
と
し
て
の
存
在
し
か
な
く
、
そ
う
云
う
風
な
敵
愾
心
の

煽
り
方
は
困
る
と
思
う｣

（
ハ
ー
イ
、
三
八
九
頁
）。

　

お
吉
ブ
ー
ム
の
一
九
三
〇
年
代
、
人
々
は
お
吉
に
同
情
し
、
お
吉
を
介

し
て
ア
メ
リ
カ
へ
の
対
決
姿
勢
が
生
じ
た
。
こ
れ
が
、
吉
田
常
吉
の
お
吉

ブ
ー
ム
の
分
析
で
あ
っ
た
が
、
戦
時
下
に
な
る
と
、
お
吉
を
否
定
す
る
よ

う
な
動
き
が
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
オ
ペ
ラ
『
夜
明
け
』
に
対
す
る
批

判
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
十
八
年
十
二
月
二
七
日
の
読
売
新
聞
に
次
の
よ
う
な
記
事
が

載
っ
て
い
る
。｢

お
吉
会
館
に
閉
鎖
命
令｣

と
言
う
見
出
し
で
、｢

唐
人

お
吉
で
有
名
な
伊
豆
の
下
田
港
名
物
の
了
泉
寺
の
お
吉
会
館
は
時
局
柄

不
必
要
な
存
在
と
し
て
廿
四
日
小
田
急
か
ら
閉
鎖
を
命
じ
ら
れ
た｣

。
お

吉
は｢

時
局
柄
不
必
要｣

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
戦
争
が
終
わ
る
と
、
東
京
に
連
合
軍
総
司
令
部
が
設
け
ら
れ
、

日
本
占
領
政
策
が
行
わ
れ
た
。
映
画
の
製
作
に
関
し
て
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
（
民

間
情
報
教
育
局
）
が
検
閲
を
行
っ
た
。

　

昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）、
お
吉
の
生
涯
の
劇
化
の
企
画
が
提
出
さ

れ
た
と
き
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
映
画
・
演
劇
課
は
、
そ
の
題
材
は
必
ず
し
も
問
題

で
は
な
い
が
、
よ
り
建
設
的
な
題
材
の
劇
に
企
画
を
変
え
る
よ
う
に
と
、

製
作
者
に
奨
励
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
平
野
、
一
四
一
頁
）。
Ｃ

Ｉ
Ｅ
は｢

唐
人
お
吉｣

を
映
画
の
題
材
と
し
て
好
ま
し
く
は
思
っ
て
い
な

い
。

　

東
横
映
画
が
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
三
月
に
「
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・

ハ
リ
ス
と
伊
井
大
老｣

の
企
画
を
提
出
し
た
と
き
、
検
閲
官
は
製
作
者
に

対
し
て
、
初
代
米
国
領
事
ハ
リ
ス
の
遺
産
の
法
的
執
行
人
に
米
国
政
府
を

通
じ
て
連
絡
を
取
り
、
映
画
化
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

た
。
検
閲
官
は
ま
た
、
表
向
き
は
ハ
リ
ス
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
と

い
う
こ
と
で
、
実
は
日
本
政
府
か
ら
賄
賂
と
し
て
送
ら
れ
た
お
吉
と
い
う

女
性
が
登
場
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
。
検
閲
官
は
こ
の
登
場
人
物
に
、
反

西
洋
的
な
感
情
を
嗅
ぎ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
東
横
映
画
が
二
ヵ
月
後
に
Ｃ

Ｉ
Ｅ
の
検
閲
官
と
会
っ
た
と
き
、
米
国
側
か
ら
の
許
可
は
ま
だ
得
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
検
閲
官
は
、
こ
の
と
き
も
お
吉
の
描
き
方
に
懸

念
を
示
し
て
い
た
（
平
野
、
一
三
二
│
一
三
四
頁
）。

　
『
ハ
リ
ス
と
伊
井
大
老
』
に
関
し
て
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
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を
見
る
限
り
、
お
吉
に
つ
い
て
問
題
が
あ
り
そ
う
な
の
は
、
以
下
の
一

シ
ー
ン
で
あ
る
。
お
吉
は
侍
妾
と
し
て
領
事
館
に
送
ら
れ
る
が
、
ハ
リ
ス

は
下
女
だ
と
思
っ
て
受
け
入
れ
る
。
そ
の
夜
、
お
吉
は
長
襦
袢
一
枚
に
な

り
ハ
リ
ス
の
ベ
ッ
ド
に
近
づ
く
が
、
ハ
リ
ス
は
び
っ
く
り
し
て｢

出
て
行

け｣

と
命
ず
る
。
お
そ
ら
く
、
問
題
と
な
る
の
は
伊
井
大
老
が
描
か
れ
る

後
半
部
。
伊
井
大
老
は
条
約
締
結
に
尽
力
し
た
が
暗
殺
さ
れ
た
と
い
う
部

分
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
で
は
あ
る
が
、｢

日
米
関
係
の
進
展
に
努
力
し

た
人
が
暗
殺
さ
れ
ま
し
た｣
と
い
う
と
こ
ろ
で
映
画
が
終
わ
っ
て
い
る
の

で
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
が
「
結
構
で
す
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

占
領
が
終
わ
り
、
検
閲
も
な
く
な
っ
た
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）、

｢

唐
人
お
吉｣

が
映
画
化
さ
れ
た
。
監
督
が
若
杉
光
夫
で
、
主
演
は
山

田
五
十
鈴
で
あ
る
。
こ
の
映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、｢

唐
人
お
吉｣

の

物
語
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
が
、
結
末
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
。

　

鶴
松
と
一
緒
に
な
っ
た
お
吉
だ
が
、
鶴
松
と
別
れ
て
酒
び
た
り
の
日
々

を
送
っ
て
い
た
頃
、
出
世
し
た
伊
佐
新
次
郎
（
お
吉
に
領
事
館
奉
公
を
説
得

し
た
人
物
）
が
下
田
を
訪
れ
、
お
吉
を
座
敷
に
呼
ん
だ
。
お
吉
は
憎
し
み

を
込
め
て
か
み
そ
り
で
伊
佐
に
斬
り
つ
け
る
が
、
周
り
の
人
に
取
り
押
さ

え
ら
れ
る
。
す
べ
て
に
敗
れ
た
お
吉
は
自
ら
の
ど
を
突
い
て
死
ん
だ
。

　

｢

唐
人
お
吉｣

物
語
で
は
、
伊
佐
は
お
吉
が
尊
敬
す
る
人
物
で
あ
り
、

お
国
の
た
め
に
と
領
事
館
行
き
を
説
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
お
吉
が
伊

佐
を
恨
む
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
お
吉
は
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
入
水
自

殺
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
多
く
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
が
日
本
で

ロ
ケ
を
行
い
、
日
本
や
日
本
人
を
描
い
た
。『
八
月
十
五
夜
の
茶
屋
』

（
一
九
五
六
）
や
『
サ
ヨ
ナ
ラ
』（
一
九
五
七
）
が
有
名
だ
。
日
本
で
ロ
ケ

し
た
映
画
に
共
通
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
敗
戦
国
の
日
本
が｢

白
人
男
性

の
天
国｣

と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
や
朝
鮮
戦

争
の
英
雄
が
日
本
に
や
っ
て
来
て
、
美
し
い
日
本
娘
と
恋
を
す
る
と
い
う

異
国
情
緒
を
強
調
し
た
ラ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
だ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
、
日
本
ロ
ケ
が
し
き
り
に
行
わ
れ
た
の
は
、
経
済
的
な
理
由

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
の
こ
の
時
期
、
日
本
か
ら
外
国
へ
送
金
す

る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
映
画
会
社
の
日
本
で
の
興
業
収
入

は
、
ア
メ
リ
カ
に
送
ら
れ
ず
に
、
日
本
で
溜
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
映
画

会
社
は
そ
の
金
を
使
っ
て
、
日
本
ロ
ケ
を
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

『
黒
船
』
も
こ
う
し
た
情
況
の
中
で
監
督
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
よ
っ

て
日
本
で
撮
影
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
『
黒
船
』
の
シ
ナ
リ
オ
は
な
か
な
か
完
成
し
な
か
っ
た
。
シ
ナ
リ
オ
作

り
に
協
力
を
依
頼
さ
れ
た
映
画
監
督
犬
塚
稔
（
昭
和
十
三
年
に
『
唐
人
お
吉
』

を
撮
っ
て
い
る
）
は
撮
影
開
始
前
に
シ
ナ
リ
オ
を
読
ん
だ
が
、｢

物
語
そ

の
も
の
の
構
成
自
体
が
四
分
五
裂
し
て
、
ど
こ
が
メ
イ
ン
で
何
を
語
ろ
う

と
し
て
い
る
の
か
の
テ
ー
マ
さ
え
つ
か
め
な
い｣

し
、｢

肝
心
の
ハ
リ
ス

の
人
間
性
が
適マ

マ格
に
描
か
れ
て
い
な
い｣

と
感
じ
た
（
犬
塚
、二
六
七
頁
）。

　

日
本
で
の
撮
影
が
始
ま
っ
た
が
、
日
中
撮
影
し
、
夜
は
シ
ナ
リ
オ
を
書

き
継
ぐ
と
言
う
日
々
が
続
い
た
。

　

こ
の
映
画
で
主
人
公
ハ
リ
ス
を
演
じ
た
の
は
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
で

あ
っ
た
。
監
督
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
役
に
ピ
ッ
タ
リ
の
男
は

ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
し
か
い
な
か
っ
た
。｢

デ
ュ
ー
ク
（
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ

イ
ン
の
愛
称
）
の
巨
体
を
一
八
〇
〇
年
代
の
日
本
と
い
う
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

な
世
界
に
送
り
込
ん
で
み
た
い
の
だ
。
想
像
し
て
み
た
ま
え
！　

あ
の

が
っ
し
り
し
た
図
体
が
一
見
、
無
邪
気
を
装
っ
て
、
肩
を
怒
ら
せ
、
小
さ

な
人
々
の
間
を
の
し
歩
い
て
い
く
様
を
！　

百
年
前
の
で
か
く
て
ぎ
こ

ち
な
い
ア
メ
リ
カ
を
象
徴
す
る
の
に
、
他
に
も
っ
と
い
い
男
が
い
る
か
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ね
？　

デ
ュ
ー
ク
し
か
お
ら
ん
よ｣

（
シ
ェ
パ
ー
ド
他
、
二
二
四
頁
）。

　

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
、
お
吉
を
演
ず
る
女
性
を
探
し
て
、
日
本
の
女
優
を

次
々
と
面
接
し
た
が
、
欧
米
の
観
客
に
肉
体
的
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う

な
女
性
に
は
出
会
わ
な
か
っ
た
。
当
時
の
日
本
人
は
、
鼻
の
大
き
い
小
柄

な
女
性
を
美
の
典
型
と
見
て
お
り
、
襟
か
ら
覗
く
う
な
じ
に
色
気
の
粋
を

見
て
と
っ
て
い
た
。
最
終
的
に
、
安
藤
永
子
に
決
ま
っ
た
。
安
藤
は
、
長

身
で
手
足
の
長
い
日
本
人
離
れ
の
し
た
体
型
を
し
て
い
た
。
大
概
の
日
本

人
は
こ
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
首
を
か
し
げ
た
。
安
藤
に
は
際
立
っ
た
美

が
欠
け
て
い
る
と
考
え
た
の
だ
。
彼
女
の
美
し
さ
は
同
国
人
に
は
理
解
さ

れ
な
い
も
の
だ
っ
た
、と
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
述
べ
て
い
る（
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
、

三
〇
二
頁
）。

　

映
画
『
黒
船
』
の
あ
ら
す
じ
を
示
そ
う
。

　

は
じ
め
に
、「
こ
れ
は
一
八
五
六
年
、
禁
断
の
帝
国
で
初
の
外
国
領
事

と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
の
物
語
で
あ
り
、
ま
た

〝
唐
人
お
吉
〞
と
呼
ば
れ
た
芸
者
と
彼
の
ふ
れ
あ
い
の
物
語
で
あ
る｣

の

字
幕
。
お
吉
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、｢

私
の
名
は
お
吉
、
こ
れ
は
私
の
物

語
で
も
あ
り
ま
す｣

。

　

お
盆
祭
り
の
夜
の
下
田
。
黒
船
が
や
っ
て
来
る
。
恐
怖
に
お
の
の
く

人
々
。
黒
船
の
訪
れ
は
外
国
人
の
襲
来
を
意
味
す
る
の
だ
。

　

総
領
事
の
ハ
リ
ス
と
通
訳
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
は
、
下
田
奉
行
田
村
左
衛

門
守
に
上
陸
を
阻
ま
れ
る
が
、
ペ
リ
ー
と
幕
府
が
結
ん
だ
和
親
条
約
を
楯

に
強
引
に
上
陸
し
た
。
奉
行
は
や
む
な
く
ハ
リ
ス
を｢

私
人｣

と
し
て
受

け
入
れ
、
荒
れ
果
て
た
寺
に
住
ま
わ
せ
る
。
二
年
前
の
ペ
リ
ー
の
来
航
以

来
、
地
震
や
台
風
が
立
て
続
け
に
起
こ
り
、
多
く
の
者
が
田
畑
や
家
族
を

失
っ
た
。
人
々
は
、｢

神
の
戒
め
だ｣

、｢

国
の
在
り
方
を
変
え
ず
、
伝

統
を
守
れ｣

と
叫
ぶ
。
ハ
リ
ス
は
、
人
も
国
も
い
つ
か
は
変
る
時
が
訪
れ

る
と
言
う
。
ハ
リ
ス
は
村
人
か
ら
冷
遇
さ
れ
る
。
ハ
リ
ス
は
奉
行
に
善
処

を
申
し
入
れ
、
大
統
領
の
信
任
状
を
将
軍
に
届
け
て
も
ら
い
た
い
と
依
頼

す
る
。

　

そ
の
頃
、
幕
府
で
は
尊
王
攘
夷
派
と
開
国
派
が
激
し
く
対
立
し
て
い

た
。
ハ
リ
ス
が
上
陸
し
て
か
ら
半
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
江
戸
か
ら｢

出
府

が
決
定
す
る
ま
で
ハ
リ
ス
を
下
田
に
留
め
よ
、
出
来
れ
ば
歓
待
せ
よ｣

と

い
う
命
令
が
届
く
。
奉
行
は
ハ
リ
ス
と
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
を
茶
屋
に
招
き
、

美
し
い
芸
者
お
吉
を
酒
席
に
は
べ
ら
せ
る
。
お
吉
は
な
ぜ
か
、｢

叱
ら
れ

て｣

を
歌
う
。

　

ハ
リ
ス
た
ち
が
家
に
帰
る
と
、
お
吉
が
玄
関
に
ひ
っ
そ
り
と
座
っ
て

待
っ
て
い
る
。
奉
行
に
命
じ
ら
れ
て
、
ハ
リ
ス
た
ち
の
世
話
を
す
る
た
め

に
、
来
た
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ス
は
、｢

礼
を
言
っ
て
帰
せ｣

と
言
う
が
、

｢

お
吉
は
役
に
立
つ
か
も
。
奉
行
も
我
々
も
互
い
の
情
報
が
入
る｣

と
考

え
直
す
。
そ
の
夜
、
お
吉
は
ハ
リ
ス
が
寝
床
へ
や
っ
て
来
る
の
を
待
っ
た

が
、
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

　

お
吉
が
、
奉
行
に
領
事
館
の
様
子
を
伝
え
、
置
屋
に
戻
り
た
い
と
言
う

と
、
奉
行
は
お
吉
を｢

愚
か
な
女｣

と
叱
る
。｢

野
蛮
人
が
国
を
狙
っ
て

い
る
。
私
は
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
芸
者
。
ハ
リ
ス
さ
ん
の
機
嫌
を

と
り
監
視
す
る
の
が
私
の
務
め
で
し
た｣

。

　

村
人
は
お
吉
に
対
す
る
敵
意
を
募
ら
せ
た
。
お
吉
は
ハ
リ
ス
の
妾
だ
か

ら
汚
ら
わ
し
い
と
言
う
。
ハ
リ
ス
の
江
戸
行
き
に
対
す
る
幕
府
の
態
度
は

一
向
に
決
ま
ら
な
い
。

　

あ
る
日
、
ア
メ
リ
カ
船
が
入
港
す
る
。
こ
の
船
に
コ
レ
ラ
患
者
が
い
た

の
で
、
ハ
リ
ス
は
船
に
退
去
を
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
船
員
た
ち
が
上
陸

し
た
た
め
、
下
田
に
コ
レ
ラ
が
蔓
延
す
る
。
村
人
は
コ
レ
ラ
の
退
散
を
神
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仏
に
祈
る
だ
け
だ
。
コ
レ
ラ
は
熱
に
弱
い
と
い
う
科
学
的
知
識
を
持
つ
ハ

リ
ス
は
、
病
人
の
出
た
家
々
を
焼
き
払
う
。
村
人
の
ハ
リ
ス
に
対
す
る
憎

し
み
は
増
す
ば
か
り
で
、
奉
行
は
ハ
リ
ス
に
禁
則
を
命
じ
、
次
に
来
た
船

で
帰
国
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
や
が
て
、
疫
病
は
収
ま
り
、
村
人
は
ハ
リ

ス
に
感
謝
す
る
。
奉
行
も
、あ
な
た
の
力
で
病
が
収
ま
っ
た
、私
が
間
違
っ

て
い
た
、
そ
の
償
い
に
江
戸
へ
行
く
手
は
ず
を
整
え
た
と
言
う
。
将
軍
家

定
に
会
っ
た
ハ
リ
ス
は
、
重
臣
た
ち
に
開
国
は
互
い
の
幸
福
の
た
め
だ
、

条
約
を
締
結
せ
よ
と
訴
え
る
。
ハ
リ
ス
は
影
響
力
の
あ
る
四
条
殿
を
味
方

に
つ
け
て
、
条
約
賛
成
派
が
有
利
と
な
る
。
し
か
し
、
四
条
殿
は
暗
殺
さ

れ
て
し
ま
う
。
奉
行
は
ハ
リ
ス
に
言
う
。｢

お
互
い
の
た
め
、
条
約
は
締

結
さ
れ
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
血
が
流
れ
る
だ
け
だ
。
家
族
同
士
、
友
人

同
士
が
対
立
し
始
め
て
い
る
。
我
々
を
引
き
裂
く
お
つ
も
り
か｣

。
会
議

が
開
か
れ
、
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

　

敗
れ
た
攘
夷
派
の
上
司
は
、
田
村
に
ハ
リ
ス
殺
害
を
命
じ
る
。
田
村
の

心
は
揺
れ
動
い
た
が
、
運
命
に
従
い
、
ハ
リ
ス
を
斬
る
覚
悟
を
す
る
。
田

村
は
お
吉
に
ハ
リ
ス
の
部
屋
に
目
印
を
つ
け
る
よ
う
に
言
い
つ
け
る
。
お

吉
は
、
ハ
リ
ス
の
代
わ
り
に
殺
さ
れ
る
覚
悟
で
、
自
分
の
部
屋
に
印
を
つ

け
る
。
こ
の
た
め
に
、
田
村
は
暗
殺
に
失
敗
す
る
。
侍
に
と
っ
て
、
失
敗

は
自
分
と
先
祖
へ
の
恥
辱
で
あ
り
、
死
を
意
味
し
た
。
田
村
は
切
腹
し
て

果
て
た
。

　

ハ
リ
ス
暗
殺
の
企
て
に
加
担
し
た
お
吉
は
ハ
リ
ス
の
許
を
去
っ
た
。
お

吉
は
田
村
と
の
誓
い
を
破
り
、
彼
を
死
に
追
い
や
っ
た
。
同
胞
を
裏
切
っ

た
以
上
、
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
先
祖
代
々
伝
わ
る
教
え
で

あ
る
。
ハ
リ
ス
が
条
約
調
印
の
た
め
江
戸
へ
向
か
う
日
、
行
列
を
見
送
る

人
の
列
の
中
に
、
涙
を
浮
か
べ
た
お
吉
の
姿
が
見
え
た
。｢

日
本
の
歴
史
に

偉
業
を
残
し
、
届
か
ぬ
人
と
な
っ
た
あ
の
方

│
永
遠
に
忘
れ
ま
せ
ん｣

。

　

デ
ュ
ー
ク
と
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
こ
れ
ま
で
組
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
撮
影
の
ス
タ
ー
ト
は
順
調
だ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
初
顔
合
わ
せ
に
感
激

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　

撮
影
が
進
む
に
つ
れ
て
、
デ
ュ
ー
ク
は
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
が
損
な
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
、
自
分
の

横
顔
で
い
い
の
は
右
で
、
左
か
ら
は
撮
っ
て
欲
し
く
な
い
と
い
う
デ
ュ
ー

ク
の
言
葉
を
無
視
。
そ
し
て
あ
る
格
闘
シ
ー
ン
で
は
、
特
に
小
柄
な
日
本

人
に
デ
ュ
ー
ク
の
巨
体
を
セ
ッ
ト
狭
し
と
投
げ
さ
せ
る
始
末
。
デ
ュ
ー
ク

は
、
自
分
の
フ
ァ
ン
が
そ
れ
を
観
て
ど
う
思
う
か
と
暗
い
気
持
ち
に
な
っ

た
、
と
言
う
。
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
そ
れ
が
面
白
い
と
思
っ
た
の
だ
（
シ
ェ

パ
ー
ド
他
、
二
二
四
頁
）。

　

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
と
デ
ュ
ー
ク
は
、
ロ
ケ
が
終
了
し
た
と
き
に
は
口
も
利

か
な
い
間
柄
に
な
っ
て
い
た
。
デ
ュ
ー
ク
は
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
の
こ
と
を
、

こ
れ
ま
で
組
ん
だ
監
督
の
中
で
一
番
不
器
用
な
監
督
、
と
言
っ
た
（
前
掲

書
、
二
二
四
頁
）。

　

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
が
構
想
し
て
い
た
の
は
、
日
本
の
木
版
画
の
、
淡
々
と

し
た
形
象
を
持
ち
、
俳
句
の
控
え
め
な
深
み
に
焦
点
を
当
て
た
静
か
な
映

画
だ
っ
た
。
私
の
フ
ァ
ン
は
私
が
馬
上
豊
か
に
鞍
に
跨
る
の
を
期
待
し
て

い
る
と
い
う
デ
ュ
ー
ク
は
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
映
画
を
考
え
て
い
た
よ
う

だ
。
主
人
公
ハ
リ
ス
の
捉
ら
え
方
が
全
く
反
対
だ
と
デ
ュ
ー
ク
は
言
う
。

｢

自
分
は
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
を
『
真
に
男
性
的
な
男
』
と
解
釈
し

て
い
た
が
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
ハ
リ
ス
と
い
う
人
物
を
『
胆
力
の
な
い
』

男
に
し
て
し
ま
っ
た｣

（
前
掲
書
、
二
二
五
頁
）。

　

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
映
画
会
社
と
も
も
め
た
。
映
画
の
原
題
は
『
タ
ウ
ン

ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
物
語
（The Tow

nsend H
arris Story

）』
と
な
っ
て

い
た
。
日
本
で
の
ロ
ケ
中
に
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
社
は
題
名
を
勝
手
に
『
野
蛮
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人
と
芸
者（The Barbarian and the G

eisha

）』に
変
更
し
て
し
ま
っ
た
。

　
日
本
ロ
ケ
を
終
え
、
映
画
を
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
持
ち
帰
っ
た
時
点
で
、｢

こ

と
私
に
関
す
る
限
り
、
音
楽
も
含
め
、
映
画
は
完
成
し
て
い
た
。
均
衡
の

と
れ
た
、繊
細
な
作
品
だ
っ
た｣

。
撮
影
所
に
フ
ィ
ル
ム
を
渡
し
て
、ヒ
ュ
ー

ス
ト
ン
は
次
の
映
画
を
撮
る
た
め
ア
フ
リ
カ
に
飛
び
立
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ス

ト
ン
が
ア
メ
リ
カ
を
離
れ
た
後
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
が
フ
ォ
ッ
ク
ス
社

に
圧
力
を
か
け
、
変
更
要
求
を
の
ま
せ
た
。
映
画
は
、
ア
フ
リ
カ
・
ロ
ケ

を
終
え
て
帰
国
す
る
前
に
、
既
に
封
切
ら
れ
て
い
た
。｢

い
く
つ
か
の
シ
ー

ン
が
撮
り
直
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
映
り
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ウ
ェ
イ

ン
が
無
理
矢
理
取
り
直
し
を
さ
せ
た
の
だ
。
彼
の
指
示
に
よ
っ
て
映
画
は

メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
に
な
っ
て
い
た｣
（
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
、
三
〇
四
│
三
〇
五
頁
）。

お
わ
り
に

　

ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
と
映
画
『
黒
船
』

を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
も
違
う
二
作
品
に
は
共
通
す
る

と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。

　

①
ま
ず
、
題
名
、
両
作
品
と
も
題
名
が
途
中
で
い
ろ
い
ろ
と
変
わ
っ
た
。

オ
ペ
ラ
の
初
演
時
（
昭
和
十
五
年
）
に
は
悪
化
し
た
日
米
関
係
の
な
か
で

『
黒
船
』
と
い
う
原
題
は
使
え
な
か
っ
た
。
映
画
『
黒
船
』
も
英
語
タ
イ

ト
ル
の
原
題
は
地
味
な
『
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
物
語
』
だ
っ
た
が
、

こ
れ
は
営
業
上
の
理
由
で
『
野
蛮
人
と
芸
者
』
に
変
っ
た
。
映
画
の
日
本

語
タ
イ
ト
ル
が
ど
う
し
て
『
黒
船
』
に
な
っ
た
の
か
、
興
味
が
あ
る
と
こ

ろ
だ
が
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。

　

②
オ
ペ
ラ
の｢

序
景｣

は
盆
踊
り
の
シ
ー
ン
だ
が
、
映
画
の
冒
頭
も
盆

踊
り
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
映
画
で
は
、
お
盆
に
は
祖
先
が
帰
っ
て
く
る
と

い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
祖
先
な
ら
ぬ
ハ
リ
ス
の
乗
っ
た

黒
船
が
入
港
し
て
く
る
と
い
う
、
導
入
部
に
な
っ
て
い
る
。

　

③
た
い
が
い
の｢

お
吉
物｣

で
は
、
お
吉
は
結
婚
を
約
束
し
た
鶴
松
と

引
き
離
さ
れ
て
、
ハ
リ
ス
の
許
へ
出
向
く
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
作
品
で

は
鶴
松
が
登
場
し
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
は
、
両
作
品
が
お
吉
の

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
出
来
る
限
り
描
こ
う
と
し
な
い
こ
と
と
関
係
す

る
で
あ
ろ
う
。
オ
ペ
ラ
で
は
お
吉
と
領
事
、
お
吉
と
吉
田
の
間
に
は
性
の

関
係
が
な
か
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。｢

男
女
が
相
寄
れ
ば
直
ぐ
に

忌
わ
し
い
関
係
が
生
じ
た
と
断
ず
る
の
は
日
本
人
の
悪
癖
の
一
つ
だ
。
ま

た
そ
う
し
た
妙
な
憶
測
を
前
提
と
し
な
く
と
も
作
品
は
成
り
立
つ
の
で

あ
る
。
事
実
私
ど
も
の
『
黒
船
』
に
は
、
一
回
の
接
吻
す
ら
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る｣

（
山
田
、
二
巻
、
三
七
九
頁
）。
映
画
で
も
、
少
な
く
と
も
最

初
の
夜
は
二
人
の
間
に
何
事
も
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
映
画
な
の
に
、
全

編
を
通
し
て
キ
ス
・
シ
ー
ン
も
、
抱
擁
シ
ー
ン
も
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

④
領
事
は
と
て
も
い
い
人
に
描
か
れ
て
い
る
。
オ
ペ
ラ
の
な
か
で
、
領

事
は｢
あ
な
た
を
殺
そ
う
と
し
た｣

と
言
う
お
吉
を
笑
っ
て
許
す
。
映
画

映画『黒船』の新聞広告　　　
〔読売新聞　1959（昭和 34）年

1 月 29 日夕刊〕
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で
も
ハ
リ
ス
は
コ
レ
ラ
退
治
に
尽
力
す
る
し
、
条
約
締
結
は
日
本
の
た
め

だ
と
説
得
す
る
。
山
田
耕
筰
は
、
オ
ペ
ラ
の
領
事
は
『
蝶
々
夫
人
』
の
ピ

ン
カ
ー
ト
ン
の
よ
う
な
不
道
徳
な
人
物
で
は
な
く
立
派
な
人
だ
と
い
っ

て
い
る
。
ハ
リ
ス
は
性
的
搾
取
を
行
わ
な
い
人
な
の
で
あ
る
。

　

⑤
領
事
の
殺
害
が
試
み
ら
れ
る
が
失
敗
し
、実
行
し
よ
う
と
し
た
者（
オ

ペ
ラ
で
は
吉
田
、
映
画
で
は
奉
行
の
田
村
）
が
自
害
す
る
。
領
事
の
暗
殺
と

い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
日
本
人
の
手
に
な
る
お
吉
物
に
は
、
多
分
出
て
こ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

⑥
オ
ペ
ラ
も
映
画
も
、
お
吉
が
領
事
と
別
れ
た
後
、
お
吉
が
す
さ
ん
だ

日
々
を
過
ご
す
場
面
を
描
か
な
い
。
両
作
品
と
も
、
領
事
と
お
吉
の
愛
が

歌
い
上
げ
ら
れ
る
が
、
悲
し
く
も
二
人
は
別
れ
て
い
く
と
い
う
場
面
で
終

わ
っ
て
い
る
。
オ
ペ
ラ
で
の
最
後
に
黒
船
が
到
来
す
る
の
は
領
事
の
帰
国

を
予
感
さ
せ
る
の
だ
。「
愛
の
完
成
の
寸
前
黒
船
は
領
事
を
拉
し
去
る
の

で
あ
る
」（
山
田
、
二
巻
、
三
七
九
頁
）。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
作
品
と
い
う
こ
と
で
、
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
と
映
画
『
黒

船
』
を
検
討
し
て
み
た
が
、
こ
の
二
隻
の
『
黒
船
』
に
は
意
外
に
も
多
く

の
共
通
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
映
画
関
係
者
が
オ
ペ
ラ
を
参
考
に
し
た

せ
い
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
メ
リ
カ
人
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る

の
か
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

　
　
文
献

犬
塚
稔
『
映
画
は
陽
炎
の
如
く
』
草
思
社
、
二
〇
〇
二
年
。

丘
山
万
里
子
『
か
ら
た
ち
の
道

│
山
田
耕
筰
』
深
夜
叢
書
社
、
二
〇
〇
二
年
。

片
山
杜
秀｢

作
品
解
説
と
聴
き
ど
こ
ろ｣

『
黒
船

│
夜
明
け
』
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

一
六
│
二
一
頁
、
新
国
立
劇
場
、
二
〇
〇
八
年
。

カ
ー
ル
・
ク
ロ
ウ
『
ハ
リ
ス
伝

│
日
本
の
扉
を
開
い
た
男
』
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
）、

一
九
六
六
年
。

ド
ナ
ル
ド
・
シ
ェ
パ
ー
ド
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ラ
ッ
ツ
ァ
ー
、
デ
イ
ヴ
・
グ
レ
イ
ソ
ン
、

高
橋
千
尋
訳
『
Ｄ
Ｕ
Ｋ
Ｅ　

ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
』
近
代
映
画
社
、
一
九
八
九
年
。

十
一
谷
義
三
郎
『
唐
人
お
吉
』、『
時
の
敗
者　

唐
人
お
吉
』、『
時
の
敗
者　

唐
人
お
吉

（
続
篇
）』、『
現
代
日
本
文
学
全
集
六
一　

新
興
芸
術
派
文
学
集
』
所
収
、
改
造
社
、

一
九
三
一
年
。　

パ
ー
ス
ィ
ー
・
ノ
エ
ル
原
作
、
山
田
耕
筰
訳
・
作
曲
『
世
界
歌
劇
全
集　

補
巻　

黒
船
』

音
楽
之
友
社
、
一
九
八
五
年
。　

ピ
ー
タ
ー
・
Ｂ
・
ハ
ー
イ
『
帝
国
の
銀
幕

│
十
五
年
戦
争
と
日
本
映
画
』
名
古
屋
大

学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
。

タ
ウ
ン
セ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
、
坂
田
精
一
訳
『
ハ
リ
ス　

日
本
滞
在
記
』
全
三
巻
、
岩
波

書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九
五
三̶

五
四
年
。

ヘ
ン
リ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
、青
木
枝
朗
訳『
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン　

日
本
日
記
』岩
波
書
店（
岩

波
文
庫
）、
一
九
八
九
年
。

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
『
黒
船
』
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、二
十
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
・
ホ
ー
ム
・
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
六
年
。

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
、
宮
本
高
晴
訳
『
王
に
な
ろ
う
と
し
た
男　

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー

ス
ト
ン
』
清
流
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。

平
野
共
余
子
『
天
皇
と
接
吻

│
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
日
本
映
画
検
閲
』
草
思
社
、

一
九
九
八
年
。

藤
森
成
吉｢
夢
か
史
実
か

│
歌
劇
『
夜
明
け
』
を
観
る｣

『
帝
国
大
学
新
聞
』

一
九
四
〇
年
十
二
月
二
日
号
。

真
山
青
果
『
唐
人
お
吉
』『
真
山
青
果
全
集
』
第
六
巻
、
五
│
一
四
四
頁
、
講
談
社
、
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一
九
七
六
年
。

村
松
春
水｢

唐
人
お
吉
を
語
る｣

『
文
芸
春
秋
』
七
巻
二
号
、
一
四
六
│
一
六
五
頁
、

一
九
二
九
年
。

村
松
春
水
『
実
話　

唐
人
お
吉
』
平
凡
社
、
一
九
三
〇
年
。　

山
田
耕
筰｢
私
の
仕
事｣

『
世
界
』
一
九
五
五
年
三
月
号
、
二
〇
〇
│
二
〇
五
頁
。

山
田
耕
筰
『
山
田
耕
筰
著
作
全
集
』
全
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

吉
田
常
吉『
唐
人
お
吉

│
幕
末
外
交
秘
史
』中
央
公
論
社（
中
公
新
書
）、一
九
六
六
年
。

吉
田
常
吉
『
幕
末
乱
世
の
群
像
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。

依
田
義
賢
、
若
尾
徳
平
、
若
杉
光
夫｢

シ
ナ
リ
オ　

唐
人
お
吉｣

『
映
画
評
論
』
十
一

巻
一
号
、
一
二
八
│
一
三
八
頁
、
一
九
五
四
年
。

和
田
勝
一｢

シ
ナ
リ
オ　

ハ
リ
ス
と
伊
井
大
老｣

『
映
画
評
論
』
八
巻
四
号
、
九
八
│

一
三
八
頁
、
一
九
五
一
年
。
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堀
辰
雄
「
十
月
」
論
―
古
典
的
風
土
お
よ
び
古
典
の
内
在
化
に
関
す
る
考
察
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

村
尾
誠
一

は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
古
典
的
風
土
や
古
典
は
外
在
す
る
と
考
え
る

の
が
順
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
母
国
と
い
う
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
連

続
、
日
本
語
と
い
う
母
語
に
よ
る
連
続
が
あ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
が
生

得
的
に
内
在
し
て
い
る
の
は
稀
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

堀
辰
雄
と
い
う
作
家
は
、
極
め
て
貪
欲
に
外
国
の
文
学
を
内
在
化
さ
せ

て
作
家
形
成
を
遂
げ
た
存
在
で
あ
る
。
彼
の
主
要
な
作
品
を
育
ん
だ
軽
井

沢
と
い
う
文
学
風
土
も
、
同
様
に
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
に

立
っ
て
堀
は
昭
和
十
年
代
に
至
っ
て
、
奈
良
と
い
う
日
本
の
古
典
的
風
土

や
王
朝
文
学
を
中
心
と
し
た
日
本
の
古
典
を
、
積
極
的
に
作
品
に
取
り
上

げ
て
い
る
。
堀
は
外
在
す
る
物
を
そ
の
ま
ま
外
在
す
る
物
と
し
て
作
品
世

界
の
中
に
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
周
囲
に
ま
で
お
よ
ぶ
雰
囲

気
す
ら
も
形
成
す
る
程
自
己
の
中
に
す
っ
か
り
と
取
り
込
み
内
在
化
さ

せ
た
上
で
作
品
を
紡
ぎ
出
す
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
作
家
で
あ
る
。

　

堀
の
小
品
「
十
月
」
は
、
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
を
考
察
す
る
の
に
最
適

な
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
考
察
は
昭
和
初
期
と
い
う
時
代
の
一

人
の
個
性
的
で
あ
り
な
が
ら
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
作
家
に
対
す
る

論
と
な
る
も
の
だ
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
古
典
を
ど
う
読
む
べ
き
か

と
い
う
問
題
に
も
射
程
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

一　
「
十
月
」
と
い
う
作
品

　
「
十
月
」
と
い
う
作
品
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
十
月
の
奈
良
旅

行
を
原
体
験
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
多
恵
子
夫
人
に
宛
て
た
葉
書
・
手
紙
を

基
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
（
１
）。『
婦
人
公
論
』
昭
和
十
八
年
一
月

号
・
二
月
号
に
、「
大
和
路
・
信
濃
路
」
の
「
一
」「
二
」
と
し
て
発
表
し
、

堀
生
前
に
は
、「
十
月
」
と
改
題
し
、「
一
」「
二
」
と
分
け
て
単
行
本
『
花

あ
し
び
』
と
し
て
昭
和
二
十
一
年
青
磁
社
か
ら
刊
行
し
て
い
る
。
昭
和

二
十
三
年
刊
の
角
川
書
店
版
『
堀
辰
雄
作
品
集
・
第
六　

花
を
持
て
る
女
』

で
は
「
黒
髪
山
」「
十
月
」「
曠
野
」
と
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

没
後
の
昭
和
二
十
九
年
刊
行
、
新
潮
社
版
『
堀
辰
雄
全
集
第
三
巻
』
で

は
、「
小
品
Ⅰ
」
と
し
て
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
「
十

月
」
と
し
て
収
め
ら
れ
、
昭
和
五
十
二
年
刊
行
の
筑
摩
書
房
版
『
堀
辰
雄

全
集
第
三
巻
』
で
も
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
の
中
の
「
十
月
」
と
し
て
「
小

品
」
の
分
類
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
２
）。

　
「
小
品
」
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
は
エ
ッ
セ
ー
・
随
筆
と
呼
ば
れ
る

類
の
散
文
で
あ
る
。
新
潮
社
版
全
集
で
は
「
小
品
」
と
「
エ
ッ
セ
イ
」
に

分
け
る
が
、
両
者
の
区
別
は
割
と
明
白
で
あ
り
、「
エ
ッ
セ
イ
」
が
書
物
・

文
学
を
主
に
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、「
小
品
」
は
、
自
然
の
風
物
や

人
事
か
ら
の
触
発
で
あ
る
。
筑
摩
書
房
版
で
は
さ
ら
に
「
随
筆
」
の
項
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目
を
立
て
る
が
、
福
永
武
彦
に
よ
る
月
報
所
収
の
「
編
集
雑
記
」（
３
）
に

よ
れ
ば
、「
小
品
」
は
「
随
筆
」
に
比
し
て
起
承
転
結
が
は
っ
き
り
と
し
、

小
説
に
近
い
構
築
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
福

永
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
随
筆
」
に
も
構
築
性
は
認
め
ら
れ
、
両
者
の
区

分
は
必
ず
し
も
本
質
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
小
品
」
と
「
エ
ッ
セ
イ
」

に
つ
い
て
も
同
様
で
、
堀
の
場
合
、
自
然
や
人
事
に
触
発
さ
れ
て
も
、
書

物
・
文
学
の
世
界
と
無
関
係
に
は
書
か
れ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
「
十
月
」
の
旅
は
、
小
説
を
書
く
た
め
の
旅
で
あ
っ
た
。
奈

良
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
、
大
和
路
を
舞
台
と
し
た
短
編
小
説
を
書
き
上
げ
る

の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
十
月
十
日
の
日
付
を
持
つ
ホ
テ
ル
到
着
の
記
事
か

ら
は
じ
ま
り
、「
十
月
十
二
日
、
朝
の
食
堂
で
」
に
は
、

と
に
か
く
何
処
か
大
和
の
古
い
村
を
背
景
に
し
て
、Idyll

風
な
も
の
が
書

い
て
み
た
い
。
そ
し
て
出
来
る
だ
け
そ
れ
に
万
葉
集
的
な
気
分
を
漂
は
せ

た
い
も
の
だ
と
お
も
ふ
。

と
い
う
仕
事
の
構
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
作
品
は
、
こ
の
小
説
を
書
こ

う
と
し
て
大
和
の
古
寺
や
村
を
歩
き
回
り
、
本
を
読
む
「
僕
」
の
日
々
が

そ
の
内
実
と
な
る
。「
美
し
い
村
」
と
同
様
に
、
安
藤
宏
の
言
う
「
小
説

の
書
け
な
い
小
説
家
の
小
説
」（
４
）
の
系
譜
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
ほ
と
ん
ど
小
説
に
も
近
い
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

結
局
こ
の
作
品
の
執
筆
は
挫
折
し
た
形
と
な
り
、
新
た
な
作
品
の
構
想

に
至
る
。「
十
月
二
十
四
日
、
夕
方
」
で
、

そ
れ
は
一
人
の
ふ
し
あ
は
せ
な
女
の
物
語
。
―
自
分
を
与
へ
与
へ
し
て

ゐ
る
う
ち
に
い
つ
し
か
自
分
を
神
に
し
て
ゐ
た
や
う
な
ク
ロ
オ
デ
ル
好
み

の
聖
女
と
は
反
対
に
、
自
分
を
与
へ
れ
ば
与
へ
る
ほ
ど
い
よ
い
よ
は
か
な

い
境
遇
に
墜
ち
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
一
人
の
女
の
、
世
に
も

さ
み
し
い
身
の
上
話
。

と
い
う
「
中
世
」
風
な
小
説
の
構
想
に
至
る
。「
十
月
二
十
五
日
夜
」
に

は
帰
京
し
て
そ
の
小
説
を
仕
上
げ
る
こ
と
を
決
意
し
、「
十
月
二
十
七
日
、

琵
琶
湖
に
て
」
で
、
そ
の
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
舞
台
を
見
る

こ
と
で
旅
は
終
わ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
堀
の
王
朝
物
の
小
説
の
一
つ
で

あ
る
「
曠
野
」
で
あ
り
、
事
実
帰
京
後
に
脱
稿
し
、『
改
造
』
十
二
月
号

に
活
字
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
「
曠
野
」
の
創

作
ノ
ー
ト
的
な
意
義
も
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
記
し
た
角
川
書
店
版

選
集
で
は
、「
曠
野
」
の
直
前
に
こ
の
「
十
月
」
が
置
か
れ
、
更
に
そ
の

小
説
の
末
尾
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
源
氏
物
語
』「
総
角
」
の
一
節

に
も
言
及
し
た
小
品
「
黒
髪
山
」
が
更
に
そ
の
前
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
曠
野
」
へ
の
収
束
の
形
で
こ
の
作
品
を
読
む
視
点
は
、
堀
自
身
も
改
め

て
読
者
に
提
示
し
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
十
月
」
と
い
う
作
品
は
、
堀
の
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）

十
月
七
日
付
の
夫
人
へ
の
書
簡
か
ら
、
そ
の
日
『
婦
人
公
論
』
の
編
集
者

か
ら
の
依
頼
を
諾
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
戦
時
下
に
お
け
る
執
筆
で
あ
り
、
こ
の
作
品
を
論
じ
る
場
合
、
時

代
相
と
の
関
連
は
無
視
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
原
体
験
自
体
が

開
戦
前
夜
の
緊
迫
し
た
時
局
下
で
あ
る
。
林
淑
美
の
論
（
５
）
の
よ
う
に
、

主
と
し
て
法
隆
寺
へ
の
関
心
の
分
析
か
ら
「
日
本
主
義
」
へ
の
接
近
を
、

堀
の
作
品
が
自
ず
と
国
家
主
義
へ
近
接
し
て
ゆ
く
様
を
抉
り
出
そ
う
と

す
る
分
析
も
注
目
さ
れ
る
。
昭
和
十
年
代
の
堀
の
仕
事
の
古
典
回
帰
的
な

傾
向
は
顕
在
化
し
て
お
り
、「
十
月
」
に
も
明
示
さ
れ
る
折
口
信
夫
へ
の
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強
い
関
心
と
共
感
な
ど
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
研
究
史
の
上
で
は
何
度

も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
日
本
の
古
典
に
接
近
す
る
こ

と
は
、
日
本
浪
漫
派
と
の
関
係
も
必
然
化
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し

た
面
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
を
我
々
が
受
け
取
る
上
で
も
無

視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
十
月
」
の
本
質
的
な
部
分
は
必
ず
し
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
作
品
に
対
す
る
研
究
の
早
い
時
期
か

ら
、
例
え
ば
小
久
保
実
の
論
（
６
）
で
、「
読
者
が
見
る
の
は
、
風
景
で
は

な
く
風
景
に
よ
せ
た
作
者
の
内
面
世
界
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
な
、
最

初
に
用
い
た
言
葉
で
言
え
ば
、
内
在
化
の
過
程
に
こ
そ
そ
の
本
質
が
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
小
川
和
佑
の
論
（
７
）
で
述
べ
る
「
堀
辰
雄
が
描

こ
う
と
し
た
風
景
は
懐
か
し
い
日
本
へ
回
帰
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
土
着
の
風
景
と
は
異
質
の
、
堀
辰
雄
の
精
神
内
部
に
構
築
さ
れ
る

文
学
空
間
に
あ
る
心
象
風
景
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と

い
う
所
に
収
束
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
小
川
の
論
で
は
、
大
和
路
に
あ
り
な

が
ら
奈
良
ホ
テ
ル
と
い
う
洋
風
の
空
間
に
身
を
置
く
こ
と
の
指
摘
か
ら

始
ま
り
、
書
簡
を
通
し
て
知
ら
れ
る
原
体
験
か
ら
の
虚
構
化
・
小
説
化
の

中
か
ら
そ
れ
を
探
ろ
う
と
す
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
以
後
の
、
例
え
ば
先
に
言
及
し
た
よ
う

な
、
国
家
主
義
的
な
言
説
へ
の
傾
斜
を
見
詰
め
て
ゆ
く
論
は
、
そ
う
し
た

堀
の
作
品
の
中
に
し
の
び
よ
る
時
代
の
影
の
新
た
な
読
み
取
り
と
い
う
、

研
究
認
識
の
側
面
を
持
つ
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
が
、
本
稿
で
問
題
と
し

た
い
の
は
、
西
洋
文
学
の
強
い
影
響
下
で
作
家
形
成
を
し
た
堀
の
、
日
本

の
古
典
的
風
土
・
古
典
文
学
の
内
在
化
の
様
相
で
あ
る
。
研
究
史
的
に
は

一
見
後
退
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
よ
り
、
最
初
に

記
し
た
現
代
社
会
に
お
け
る
古
典
の
受
容
の
問
題
へ
示
唆
す
る
先
人
の

好
例
と
し
て
も
う
一
度
堀
辰
雄
を
捉
え
て
み
た
い
と
考
え
る
わ
け
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
私
と
い
う
主
体
の
せ
り
出
し
も
必
然
で
あ
り
、
所
謂

研
究
論
文
の
枠
組
み
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
恐
れ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。

二　
大
和
の
風
土
の
内
在
化

　　

堀
辰
雄
と
大
和
路
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
の
は
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
を
構
成
す
る
「
古
墳
」
の
中
の
次
の
一
節

で
あ
る
。

僕
は
数
年
ま
へ
信
濃
の
山
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
死
を
悲
し
み
な
が

ら
、
リ
ル
ケ
の
「R

レ
ク
ヰ
エ
ム

equiem

」
を
は
じ
め
て
手
に
し
て
、
あ
あ
詩
と
い
ふ

も
の
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
つ
た
の
か
と
し
み
じ
み
と
覚
つ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
―
そ
の
と
き
か
ら
ま
た
二
三
年
立
ち
、
或
る
日
万
葉
集
に
読

み
ふ
け
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
一
連
の
挽
歌
に
出
逢
ひ
、
あ
あ
此
処
に
も
か
う

い
ふ
も
の
が
あ
つ
た
の
か
と
お
も
ひ
な
が
ら
、
な
ん
だ
か
ぢ
つ
と
し
て
ゐ

ら
れ
な
い
や
う
な
気
も
ち
が
し
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
僕
は
徐
か
に
古

代
の
文
化
に
心
を
ひ
そ
め
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
信
濃
の

国
だ
け
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
い
い
や
う
な
気
の
し
て
ゐ
た
僕
は
、
い
つ
し
か

ま
だ
す
こ
し
も
知
ら
な
い
大
和
の
国
に
切
な
い
ほ
ど
心
を
誘
は
れ
る
や
う

に
な
つ
て
来
ま
し
た
。

　

リ
ル
ケ
の
レ
ク
イ
エ
ム
か
ら
万
葉
集
の
挽
歌
と
い
う
径
路
は
、
エ
ッ

セ
ー
「
伊
勢
物
語
な
ど
」
に
も
示
さ
れ
、
挽
歌
が
奈
良
の
風
土
と
密
接
な

つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
の
は
、
エ
ッ
セ
ー
「
黒
髪
山
」
で
も
明
瞭
で
あ
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る
。
山
中
に
死
者
を
求
め
る
挽
歌
の
世
界
を
自
ら
体
現
す
る
よ
う
に
黒
髪

山
の
山
中
を
さ
ま
よ
う
場
面
で
そ
の
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
し

く
、
大
和
へ
の
憧
憬
の
原
点
に
リ
ル
ケ
が
あ
り
、
信
濃
の
国
が
あ
る
。

　

信
濃
国
、
す
な
わ
ち
長
野
県
自
体
は
あ
る
意
味
で
は
日
本
の
土
着
的
で

在
来
的
な
風
土
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
堀
の
場
合
は
、
そ
の
中
心
は

軽
井
沢
で
あ
り
、
日
本
の
中
に
現
出
し
た
外
国
的
な
風
土
で
あ
る
。
当
時

と
し
て
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
堀
自
身
に
外
国
の
経
験
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
西
洋
世
界
の
現
実
の
風
土
に
触
れ
る
の
は
彼
に
と
っ
て
は
絵
空
事

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
十
九
歳
で
の
軽
井

沢
へ
の
初
旅
の
折
の
神
西
清
に
あ
て
た
八
月
四
日
付
の
葉
書
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、

一
日
ぢ
ゆ
う
、
彷
徨
つ
い
て
ゐ
る
。
み
ん
な
、
ま
る
で
活
動
写
真
の
や
う
な

も
の
だ
、
道
で
出
遇
う
も
の
は
、
異
人
さ
ん
た
ち
と
異
国
語
ば
つ
か
り
だ

と
し
て
始
ま
り
「
僕
の
散
歩
の
お
友
達
は
、舶
来
の
煙
草
と
詩
人
犀
星
だ
」

と
言
う
、
年
齢
と
時
代
の
若
さ
を
差
し
引
い
て
も
か
な
り
に
皮
相
的
な
外

国
的
風
土
の
原
体
験
だ
と
判
断
す
る
他
な
い
。

　

さ
ら
に
彼
自
身
創
作
の
場
と
し
て
重
要
な
拠
点
と
し
て
行
く
信
濃
追

分
は
、
む
し
ろ
中
山
道
の
宿
場
と
し
て
の
風
土
を
よ
く
残
す
、
江
戸
時
代

と
い
う
近
代
日
本
に
残
る
土
着
性
の
原
点
と
も
言
え
る
風
土
で
あ
る
。
脇

本
陣
で
あ
っ
た
油
屋
と
い
う
純
和
風
の
旅
館
が
彼
の
常
宿
で
あ
っ
た
。
堀

の
小
説
で
言
え
ば
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
な
ど
は
そ
う
し
た
土
着
の
風
土
と

し
て
の
信
濃
国
へ
開
け
て
行
く
文
学
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
一
般
的
に

言
う
な
ら
ば
本
来
の
風
土
へ
の
回
帰
と
な
り
、
信
濃
の
国
の
自
然
な
姿
は

こ
ち
ら
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
堀
の
言
う
「
信
濃
の
国
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
最
初
の
印
象

と
し
て
は
皮
相
的
と
も
言
え
る
外
国
的
風
土
が
、
西
洋
の
文
学
作
品
の
読

み
込
み
を
続
け
る
中
で
、
書
物
世
界
と
協
和
す
る
空
間
と
し
て
内
在
化
さ

れ
た
精
神
風
土
で
あ
る
。
物
理
的
に
は
軽
井
沢
と
は
言
え
、
日
本
の
田
舎

の
風
土
が
基
層
に
あ
る
。
避
暑
地
と
し
て
の
に
ぎ
わ
い
に
先
立
つ
六
月
の

そ
の
地
を
舞
台
と
し
た
「
美
し
い
村
」
に
し
て
も
、
そ
の
作
中
に
も
そ
う

し
た
基
層
的
世
界
は
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
具
体
的
に
は
散
歩
の
途
中
で

見
か
け
た
氷
倉
の
近
く
に
住
む
薄
幸
な
一
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
地
元
の

子
供
の
口
や
宿
の
爺
や
の
口
な
ど
か
ら
、
作
中
の
意
外
な
分
量
を
占
め
て

語
ら
れ
る
。
一
種
の
作
中
の
不
協
和
音
を
形
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
世
界
と
の
連
続
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
雰
囲
気
的
に
も
異
な
っ
た

世
界
を
形
成
す
る
外
国
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
全
体
の
主
音
階
と
な
る
。
サ

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
外
国
人
老
医
師
と
、「
巨
人
の
椅
子
」
を
な
が
め
る
ヴ
ィ

ラ
に
二
人
で
住
ん
で
い
た
外
国
人
老
嬢
で
あ
る
。
そ
の
上
に
チ
ェ
コ
ス
ロ

バ
キ
ア
公
使
館
の
別
荘
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
バ
ッ
ハ
の
ト
短
調
の
遁
走

曲
な
ど
の
旋
律
を
巧
み
に
重
ね
て
、
失
恋
し
た
「
私
」
の
心
境
に
合
致
し

た
風
土
を
注
意
深
く
形
成
し
て
い
る
。
西
洋
的
に
精
神
形
成
を
さ
れ
た

「
私
」
の
一
端
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
ネ
や
『
ア
ド
ル
フ
』
な
ど
の
著
者

や
書
名
で
示
さ
れ
る
。

　
「
十
月
」
の
場
合
は
、
宿
と
な
っ
た
奈
良
ホ
テ
ル
の
部
屋
か
ら
始
ま
る
。

現
在
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
桃
山
様
式
で
建
て
ら
れ
た
こ
の
ホ
テ
ル
は
、
か

な
り
に
日
本
的
で
あ
る
。
外
国
人
観
光
客
を
意
識
し
た
過
剰
に
日
本
的
な

意
匠
が
細
部
に
も
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
奈
良
に

あ
っ
て
、
最
も
西
洋
的
な
空
間
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
あ

ら
た
め
て
「
髭
を
剃
」
っ
て
夕
食
の
た
め
に
出
る
「
食
堂
」
や
、
手
紙
を

書
い
た
り
読
書
を
す
る
空
間
と
な
る
「
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
」
な
ど
、
こ
の
作
中
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に
出
て
く
る
こ
の
ホ
テ
ル
は
、
あ
く
ま
で
も
西
洋
的
な
空
間
で
あ
る
（
８
）。

目
立
つ
は
ず
の
日
本
的
な
意
匠
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　

堀
の
散
策
は
「
ホ
テ
ル
か
ら
近
い
新
薬
師
寺
く
ら
ゐ
」
の
所
か
ら
は
じ

ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
作
中
に
出
て
く
る
最
初
の
寺
は
唐
招
提
寺
で
あ
る
。

こ
の
寺
を
「
此
処
こ
そ
は
私
達
の
ギ
リ
シ
ア
だ
」
と
捉
え
て
い
る
。
大
和

の
古
寺
を
ギ
リ
シ
ャ
に
重
ね
る
視
線
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
書
い
た
こ
と

が
あ
る
が
（
９
）、「
十
月
」
の
中
で
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
集
の
読
書
へ
と
繋
げ

て
い
る
。
ア
テ
ネ
の
森
を
さ
ま
よ
う
盲
目
の
オ
イ
デ
プ
ス
王
の
姿
に
「
お

ぼ
え
ず
異
様
な
身
ぶ
る
ひ
」
を
す
る
。
そ
の
読
後
を
抱
い
て
博
物
館
の
飛

鳥
仏
を
な
が
め
、
阿
修
羅
像
の
姿
に
ひ
か
れ
、「
自
分
の
う
ち
に
お
の
づ

か
ら
故
し
れ
ぬ
郷
愁
の
や
う
な
も
の
」が
生
ま
れ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、

西
洋
的
な
「
異
様
」
な
世
界
か
ら
日
本
的
な
「
郷
愁
」
の
世
界
へ
の
回
帰

を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
翌
日
に
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
へ
戻
り
、「
不
幸
な

老
父
を
最
後
ま
で
救
は
う
と
す
る
若
い
娘
の
り
り
し
い
姿
」
と
い
う
自
分

の
古
代
小
説
の
主
人
公
像
の
発
見
へ
導
か
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
度
の
仕
事
は
「
小
さ
き
絵
」（
10
）
で
よ
い
と
い
う
、
先
に

引
い
た
イ
デ
ィ
ル
の
構
想
へ
と
戻
る
。「
牧
歌
」
を
書
こ
う
と
し
て
い
た

「
美
し
い
村
」
の
「
私
」
と
も
重
な
る
「
僕
」
の
姿
で
あ
る
。
大
和
の
風

土
の
中
に
も
「
ち
よ
つ
と
ピ
サ
ロ
の
絵
に
で
も
あ
り
さ
う
な
構
図
で
、
な

ん
と
な
く
仏
蘭
西
あ
た
り
の
農
家
の
や
う
な
感
じ
」
を
歌
姫
と
い
う
村
に

発
見
し
て
い
る
。

　
「
十
月
」
の
中
に
描
か
れ
る
精
神
的
な
で
き
ご
と
と
し
て
は
「
十
月

十
九
日
、戒
壇
院
の
松
林
に
て
」
の
記
事
は
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る
（
11
）。

「
す
ば
ら
し
い
秋
日
和
」
の
午
前
中
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
の
『
マ
リ

ア
へ
の
お
告
げ
』
を
読
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
中
世
を
舞
台
に
、
ク
リ

ス
マ
ス
の
夜
に
癩
を
患
い
村
外
れ
に
隔
離
さ
れ
た
若
い
女
性
が
妹
の
死

児
を
蘇
ら
せ
る
と
い
う
奇
跡
に
与
る
こ
と
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
す
る
、

聖
書
の
朗
読
や
祈
祷
が
し
ば
し
ば
登
場
し
全
編
が
極
め
て
カ
ト
リ
ッ
ク

的
な
雰
囲
気
に
満
ち
た
戯
曲
で
あ
る
。
若
い
頃
に
雪
の
信
濃
で
読
ん
だ
こ

の
作
品
を
、
秋
の
大
和
路
の
明
る
い
空
の
下
で
読
ん
で
み
た
い
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
戯
曲
は
『
風
立
ち
ぬ
』
の
終
章
と
な
る
「
死
の
か
げ

の
谷
」
を
脱
稿
さ
せ
た
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
十
二
月
に
軽
井
沢
の

川
端
康
成
別
荘
で
読
ん
だ
も
の
と
思
し
い
。
そ
の
折
の
多
恵
子
夫
人
へ
の

手
紙
を
基
に
し
た
小
品
「
七
つ
の
手
紙
」
で
美
術
史
家
矢
代
幸
雄
の
『
受

胎
告
知
』
に
触
発
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
周
り
に
「
一
種
の
宗
教
的
雰

囲
気
み
た
い
な
も
の
」を
作
る
為
に
読
ん
だ
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て「
人

間
的
な
も
の
の
中
へ
の
神
的
な
も
の
の
闖
入
」
と
い
う
主
題
に
ひ
か
れ
て

い
る
。

  

「
十
月
」
で
は
、
若
い
頃
と
同
様
な
読
後
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
何
か

ぢ
つ
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
く
な
つ
て
」
東
大
寺
戒
壇
院
の
松
林
の
中
に
来

る
。
そ
の
風
景
の
中
で
、

こ
の
戯
曲
の
根
本
思
想
を
な
し
て
ゐ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
、
こ
と
に

そ
の
結
末
に
お
け
る
神
へ
の
讃
美
の
や
う
な
も
の
が
、
こ
の
静
か
な
松
林

の
中
で
、
僕
に
は
だ
ん
だ
ん
何
か
異こ
と
ざ
ま様
な
も
の
に
思
へ
て
来
て
な
ら
な
か

つ
た
。

と
い
う
感
想
に
至
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
日
本
的
な
も
の
へ
の
回
帰
を

よ
く
示
す
よ
う
で
あ
る
（
12
）。
直
ち
に
続
く
「
三
月
堂
金
堂
に
て
」
で
は
、

月
光
菩
薩
像
。
そ
の
ま
へ
に
ぢ
つ
と
立
つ
て
ゐ
る
と
、
い
ま
し
が
た
ま
で

木
の
葉
の
や
う
に
散
ら
ば
つ
て
ゐ
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
念
ご
と
そ
つ
く
り
、
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そ
の
白
み
が
か
つ
た
光
の
中
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
ゆ
く
や
う
な
気
も
ち
が
せ

ら
れ
て
く
る
。
何
と
い
ふ
慈
し
み
の
深
さ
。

と
し
て
、
仏
教
的
な
慈
し
み
と
哀
愁
が
す
べ
て
を
包
み
込
み
、
そ
れ
に
親

し
ま
せ
ら
れ
る
「
僕
」
を
描
き
、
日
本
回
帰
が
完
成
さ
れ
た
よ
う
に
書
か

れ
る
。
大
和
の
風
土
と
仏
達
の
日
本
的
な
力
が
堀
の
感
性
の
中
で
も
完
全

に
西
洋
的
世
界
を
圧
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
と
の
出
会
い
の
問
題
は
清
算

さ
れ
な
い
。「
七
つ
の
手
紙
」
で
も
、「
い
ま
僕
の
住
ん
で
ゐ
る
や
う
な
高

原
の
淋
し
い
村
で
の
春
先
き
の
頃
の
小
さ
な
出
来
事
と
し
て
、
一
つ
の
牧

歌
に
歌
ひ
上
げ
た
い
ま
で
な
の
で
す
」
と
い
う
構
想
を
語
っ
て
い
た
が
、

実
は
大
和
路
で
堀
が
書
き
た
か
っ
た
世
界
は
そ
こ
に
あ
る
。
大
和
の
村
を

背
景
に
古
代
の
神
々
の
世
界
の
中
か
ら
仏
教
に
目
覚
め
て
行
く
若
い
貴

族
の
物
語
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
受
胎
告
知
そ
の
も
の
へ
の
関

心
も
、
直
後
の
再
度
の
奈
良
滞
在
の
後
に
、
悲
願
の
よ
う
に
し
て
倉
敷
の

大
原
美
術
館
へ
エ
ル
・
グ
レ
コ
の
受
胎
告
知
図
を
見
に
行
っ
た
こ
と
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
十
月
」
に
お
い
て
は
、
高
安
行
を
経
て
法
隆
寺
へ
と
足
を
運
ば
せ
る

こ
と
に
な
る
。
ホ
テ
ル
で
小
説
家
阿
部
知
二
と
出
会
い
、
東
大
寺
や
法
隆

寺
の
関
係
者
と
の
繋
が
り
も
得
て
、
戒
壇
院
の
内
部
や
法
隆
寺
の
金
堂
壁

画
の
模
写
現
場
に
ま
で
立
ち
入
る
体
験
を
す
る
。
堀
の
大
和
の
風
土
へ
の

参
入
の
度
合
も
深
ま
る
。
正
岡
子
規
所
縁
の
大
黒
屋
に
も
上
り
、『
斑
鳩

物
語
』
に
も
思
い
を
馳
せ
、
ホ
テ
ル
を
引
き
払
い
そ
の
古
い
宿
屋
に
移
る

こ
と
も
考
え
る
。
宿
移
り
が
実
現
す
れ
ば
全
面
的
に
大
和
ら
し
い
風
土
の

中
に
彼
は
入
り
込
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
。
今
ま
で
留
保
さ
れ
て
き
た
、

西
洋
的
な
感
覚
の
世
界
を
手
放
す
象
徴
に
も
そ
の
宿
移
り
は
な
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
ホ
テ
ル
を
出
る
こ
と
は
な
く
、
最
初
に
見

た
よ
う
に
、
後
に
「
曠
野
」
と
な
る
物
語
の
構
想
を
練
り
上
げ
る
こ
と
に

な
る
。

　

新
た
な
物
語
の
構
想
に
至
り
、
堀
は
奈
良
を
去
る
こ
と
を
選
択
す
る
。

『
今
昔
物
語
』
を
材
に
し
た
平
安
朝
の
物
語
で
あ
り
、
京
都
を
舞
台
に
展

開
し
、
近
江
で
最
後
の
場
面
を
終
え
る
。
東
京
へ
の
帰
路
に
彼
は
琵
琶
湖

に
取
材
に
で
か
け
る
こ
と
に
な
る
。「
十
月
二
十
七
日
、琵
琶
湖
に
て
」で
、

原
形
の
手
紙
と
の
照
応
で
は
大
き
な
創
作
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。「
十

月
」
で
は
琵
琶
湖
行
き
の
寄
り
道
で
京
都
の
古
書
店
に
入
り
ル
イ
ズ
・
ラ

ベ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
女
流
詩
人
の
詩
集
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
葉

書
で
は
、
す
で
に
十
月
十
五
日
の
京
都
行
き
で
ド
イ
ツ
文
学
者
大
山
定
一

と
共
に
で
か
け
た
古
書
店
で
そ
れ
を
入
手
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

ラ
ベ
の
作
品
は
「
曠
野
」
の
主
人
公
の
心
情
を
形
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

西
洋
詩
の
心
情
が
転
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
旅
の
終
り
は
湖
畔
の
お
そ

ら
く
は
日
本
的
な
村
な
の
だ
が
、
ラ
ベ
の
詩
の
引
用
は
、
そ
の
風
土
を
さ

え
も
染
め
る
。

「
ゆ
ふ
べ
わ
が
臥
床
に
入
り
て
、
い
ま
し
も
甘
き
睡
り
に
入
ら
ん
と
す
れ

ば
、
わ
が
魂
は
わ
が
身
よ
り
君
が
方
に
と
あ
く
が
れ
出
づ
。
し
か
る
と
き

は
、
わ
れ
は
わ
が
胸
に
君
を
掻
き
い
だ
き
ゐ
る
が
ご
と
き
心
ち
す
、
ひ
ね

も
す
心
も
切
に
恋
ひ
わ
た
り
ゐ
し
君
を
。
あ
あ
、
甘
き
睡
り
よ
、
わ
れ
を

欺
り
て
な
り
と
も
慰
め
よ
。
う
つ
つ
に
て
は
君
に
逢
ひ
が
た
き
わ
れ
に
、

せ
め
て
恋
ひ
し
き
幻
を
だ
に
ひ
と
夜
与
え
よ
。」

　

大
和
の
風
土
は
信
濃
以
上
に
日
本
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
古
美
術
は

キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
を
も
包
み
込
む
よ
う
に
親
近
し
た
魅
力
で
立
ち
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現
れ
る
。
日
本
に
回
帰
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
な
風
土
で
、
実
際
堀

の
心
は
そ
う
し
た
回
心
に
も
近
づ
く
。
し
か
し
、
結
局
は
、
西
洋
的
な
教

養
世
界
の
受
容
の
場
と
し
て
の
風
土
と
働
く
し
か
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
的
な

側
面
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
世
界
か
ら
は
離
れ
た
風
土
が
、
西
洋
的
書
物

世
界
の
受
容
の
場
と
し
て
働
く
。
軽
井
沢
の
風
土
の
持
つ
意
味
と
そ
れ
は

相
似
で
あ
り
、
信
濃
国
と
大
和
国
と
は
、
堀
の
中
で
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
に

相
似
で
あ
る
。
作
品
で
言
う
な
ら
ば
「
美
し
い
村
」
と
「
十
月
」
と
の
相

似
と
言
う
こ
と
も
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
堀
に
と
っ
て
大
和
国
の
風
土

の
内
在
化
は
、
自
ら
作
り
上
げ
た
西
洋
的
な
精
神
世
界
へ
の
内
在
化
に
他

な
ら
な
い
。

三　
日
本
古
典
の
内
在
化

　

堀
に
と
っ
て
旅
先
は
読
書
の
場
で
あ
り
、「
十
月
」
で
も
多
く
の
書
物

の
読
書
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
日
本
古
典
の
受
容
は
大
き
な

比
重
を
占
め
、
そ
も
そ
も
こ
の
旅
の
目
的
で
あ
る
古
代
小
説
を
書
く
た
め

の
素
材
で
も
あ
り
、
具
体
的
に
は
こ
の
地
で
構
想
さ
れ
、
後
に
書
き
上
げ

ら
れ
た
「
曠
野
」
は
、『
今
昔
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

西
洋
文
学
へ
の
関
心
と
と
も
に
作
家
活
動
を
は
じ
め
、
そ
の
中
で
文
学

的
な
教
養
が
形
成
さ
れ
て
き
た
堀
で
は
あ
っ
た
が
、
す
で
に
こ
の
時
点

で
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」「
ほ
と
と
ぎ
す
」「
姨
捨
」
と
い
う
、
日
本
の

古
典
を
基
に
し
た
作
品
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
『
か
げ
ろ
ふ

日
記
』『
更
級
日
記
』
を
も
と
に
、
現
代
語
訳
に
も
近
い
方
法
で
作
品
化

し
た
（
無
論
改
変
箇
所
も
少
な
く
な
い
）
こ
と
は
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も

な
い
が
、『
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
エ
ロ
イ
ー
ズ
』『
ユ
ウ
ジ
ェ
ニ
イ
・
ド
・
ゲ
ラ

ン
の
日
記
』『
ポ
ル
ト
ガ
ル
文
』
な
ど
の
西
洋
の
女
性
の
日
記
に
対
す
る

関
心
か
ら
、
王
朝
女
流
日
記
へ
の
関
心
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
様
子
も
あ

ら
た
め
て
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
も
、
単
純

な
形
で
の
日
本
回
帰
と
し
て
位
置
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
「
十
月
」
の
旅
の
場
合
は
、
何
よ
り
も
小
説
を
書
く
た
め
の
旅
で
あ
っ

た
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
大
和
路
の
村
で
の
イ
デ
ィ
ル
の
よ
う
な
小

説
を
書
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
日
本
の
古
典
で
は
『
万
葉
集
』
が
第

一
に
問
題
と
な
り
、
何
よ
り
も
そ
の
挽
歌
に
対
す
る
関
心
が
堀
を
大
和
へ

と
近
づ
け
て
い
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に「
伊
勢
物
語
な
ど
」や「
黒

髪
山
」
な
ど
の
エ
ッ
セ
ー
で
は
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
の
歌
に
も
具
体
的
な
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
、「
十
月
」
で
は
、

ま
あ
、
最
初
の
プ
ラ
ン
ど
ほ
り
、
そ
の
位
の
も
の
を
心
が
け
る
こ
と
に
し

て
、
僕
は
万
葉
集
を
ひ
ら
い
た
り
埴
輪
の
写
真
を
並
べ
た
り
し
な
が
ら
、

十
二
時
近
く
ま
で
起
き
て
ゐ
て
、
五
つ
か
ら
六
つ
ぐ
ら
ゐ
物
語
の
筋
を
熱

心
に
立
て
て
み
た
が
、

と
い
う
形
で
こ
の
古
典
か
ら
の
創
造
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

は
実
を
結
ぶ
こ
と
が
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

　

む
し
ろ
、
イ
デ
ィ
ル
の
構
想
を
作
り
上
げ
る
基
と
な
っ
た
の
は
、
ク

ロ
ー
デ
ル
の
『
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
』
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、「
七
つ
の
手
紙
」
の
中
で
も
、
人
間
へ
の
神
的
な
も
の
の

不
意
の
訪
れ
を
、
信
濃
の
村
を
背
景
に
描
い
て
み
た
い
と
考
え
る
の
と
同

様
に
、
同
じ
出
会
い
を
大
和
の
村
で
、
古
代
を
時
代
背
景
に
し
て
描
く
と

い
う
具
体
的
な
構
想
に
至
る
。
主
題
を
構
想
さ
せ
る
こ
と
に
関
わ
る
文
学
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作
品
の
基
盤
が
、
西
洋
の
文
学
で
あ
る
こ
と
は
堀
ら
し
い
。
し
か
し
、
全

編
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
あ
ふ
れ
る
ク
ロ
ー
デ
ル
の
戯
曲
は
、
必
ず
し
も
馴

染
み
や
す
い
物
で
は
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
堀
の
こ
の
作
品
理

解
に
つ
い
て
、
彼
の
周
り
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
側
か
ら
、
具
体
的
に
は

遠
藤
周
作
や
野
村
英
夫
に
よ
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
13
）。
両
者
の
位

相
も
や
や
異
な
り
を
見
せ
る
の
で
は
あ
る
が
、
堀
が
実
感
で
き
な
い
一
神

教
の
神
の
絶
対
性
を
信
仰
上
の
問
題
と
し
て
受
け
入
れ
る
立
場
か
ら
の

批
判
で
あ
る
。

　

堀
自
身
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
へ
の
親
近
や
知
見
は
あ
な
ど
る
こ
と
は
で

き
ま
い
。
長
い
間
の
リ
ル
ケ
読
書
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ

ド
や
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
に
も
親
し
ん

で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
を
日
本
の
神
あ
る
い
は
仏

に
重
ね
て
作
品
の
核
を
構
成
す
る
だ
け
の
柔
軟
さ
は
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
。「
十
月
」
に
お
い
て
当
初
書
こ
う
と
し
た
小
説
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
小
説
で
あ
り
、
そ
の
構
想
を
器
と
し
て
日
本
の
古
典
は
受
容
さ
れ
る
。

　
「
十
月
」
で
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
』
が
登
場
す
る
の
は
、

そ
う
し
た
器
が
出
来
た
後
で
あ
る
が
、
折
口
信
夫
の
『
古
代
研
究
』
に
あ

る
葛
の
葉
の
狐
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
人
妻
と
な
り
子
を
産
ん
だ
後
、
童
子
を

あ
や
し
な
が
ら
乱
菊
に
見
と
れ
て
い
る
う
ち
に
、
狐
の
本
性
に
戻
る
話
に

触
発
さ
れ
て
、
同
様
な
話
を
求
め
る
。
堀
自
身
の
明
確
な
結
び
付
け
は
な

さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
人
間
と
神
的
な
も
の
と
の
出
会
い
と
の
連
想
関

係
は
想
像
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
堀
の
想
像
力
は

野
放
図
と
も
言
え
る
く
ら
い
に
幅
の
あ
る
飛
翔
を
な
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

堀
の
古
代
小
説
の
構
想
は
「
十
月
二
十
六
日
、
斑
鳩
の
里
に
て
」
で
、

法
輪
寺
・
発
起
寺
の
塔
と
森
を
な
が
め
な
が
ら
、

こ
の
あ
た
り
の
山
や
森
な
ど
は
も
つ
と
も
早
く
未
開
状
態
か
ら
目
覚
め

て
、
そ
こ
に
無
数
に
巣
く
つ
て
ゐ
た
小
さ
な
神
々
を
追
ひ
出
し
、
そ
れ
ら

の
山
や
森
を
朝
夕
う
ち
な
が
め
な
が
ら
暮
ら
す
里
人
た
ち
は
次
第
に
心
が

な
ご
や
か
に
な
り
、

と
語
り
出
さ
れ
る
。
仏
教
に
よ
り
生
の
喜
び
が
獲
得
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
仏
教
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
遠
く
田
舎
へ
と
放
浪
し
て
ゆ
く
神
々
を
、

そ
れ
ら
の
流
謫
の
神
々
に
い
た
く
同
情
し
、
彼
等
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら

も
、新
し
い
信
仰
に
目
ざ
め
て
ゆ
く
若
い
貴
族
を
ひ
と
り
見
つ
け
て
き
て
、

そ
れ
を
そ
の
小
説
の
主
人
公
に
す
る
の
だ
。

と
い
う
構
想
に
至
る
。
堀
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
構
想
は
イ
デ
ィ

ル
の
段
階
を
越
え
、
本
格
的
な
長
編
へ
と
構
想
さ
れ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ

る
。

　

お
そ
ら
く
、
堀
の
求
め
て
い
た
も
の
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
文
脈
の
中

の
一
挿
話
と
も
い
う
べ
き
小
さ
な
ス
ケ
ッ
チ
風
の
物
語
で
あ
ろ
う
。
そ
う

し
た
話
が
日
本
の
古
典
説
話
集
の
中
に
発
見
で
き
れ
ば
、
お
そ
ら
く
堀
は

当
初
の
予
定
通
り
の
小
説
を
大
和
の
空
間
の
中
で
産
み
出
し
得
た
と
思

わ
れ
る
。
堀
の
受
容
の
器
の
中
に
説
話
が
十
分
に
内
在
化
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
堀
の
読
書
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
発
見
で
き
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
の
長
編

の
構
想
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
の
『
享
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』
に
学

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
堀
の
蔵
書
の
中
に
あ
る
（
14
）。
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四　
「
曠
野
」
へ

　

結
局
書
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は「
曠
野
」で
あ
る
。『
今
昔
物
語
』

巻
三
十
第
四
「
中
務
大
輔
娘
、
成
近
江
郡
司
婢
語
」
が
基
と
な
っ
た
説
話

で
あ
る
。「
十
月
」
で
「
そ
の
な
か
の
或
る
物
語
が
ふ
い
に
僕
の
目
に
と

ま
つ
た
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、原
書
簡
で
は
十
月
二
十
四
日
付
で
「「
今

昔
物
語
」
の
中
に
あ
る
或
不
幸
な
女
の
話
だ
が
、
こ
れ
な
ら
お
手
の
も
の

な
の
で
書
け
さ
う
で
あ
る
。」
と
出
て
く
る
。「
十
月
」
で
は
た
だ
ち
に
ク

ロ
ー
デ
ル
の
聖
女
と
対
比
し
て
い
る
の
は
先
に
も
引
い
た
通
り
で
あ
る
。

　

自
分
を
与
え
て
い
る
う
ち
に
「
い
つ
し
か
自
分
を
神
に
し
て
ゐ
た
」
聖

女
と
は
反
対
に
、
与
え
て
い
る
う
ち
に
「
い
よ
い
よ
は
か
な
い
境
涯
に
墜

ち
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
い
女
と
を
対
比
さ
せ
る
が
、
こ
の
物
語
が

堀
の
目
に
と
ま
る
の
は
、
や
は
り
ク
ロ
ー
デ
ル
を
通
し
て
で
あ
る
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
『
伊

勢
物
語
』
二
十
三
段
と
の
関
係
で
あ
る
（
15
）。「
筒
井
筒
」
と
し
て
知
ら

れ
る
章
段
だ
が
、
幼
馴
染
み
の
夫
婦
は
、
女
の
両
親
が
亡
く
な
り
経
済
的

に
不
如
意
と
な
り
、
男
は
河
内
国
高
安
郡
の
新
た
な
女
の
も
と
に
通
う
よ

う
に
な
る
が
、
や
が
て
元
の
妻
の
も
と
に
帰
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

る
。「
十
月
」
の
旅
で
も
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
堀
は
わ
ざ
わ
ざ
高
安
に

足
を
運
ん
で
い
る
。

　

全
集
所
収
の
「
伊
勢
物
語
一
」
と
す
る
ノ
ー
ト
で
は
、
各
章
段
に
「
猟

人
日
記
」
等
の
小
見
出
を
付
け
て
い
る
が
、
二
十
一
段
か
ら
こ
の
章
段
ま

で
を
「
心
理
小
説
」
と
総
括
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
伊
勢
物
語
も
こ
の

辺
を
見
る
と
、
後
に
、
い
か
に
も
源
氏
物
語
な
ど
が
出
て
く
る
理
由
が
わ

か
る
。
男
女
間
の
繊
密
な
心
の
描
写
に
入
つ
て
ゐ
る
」と
総
括
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
女
の
親
な
く
な
り
て
、
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、
も
ろ
と

も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
河
内
国
高
安
郡
に
、
い
き
か

よ
ふ
所
い
で
来
に
け
り
」
と
、
最
初
の
妻
が
夫
を
見
送
り
「
風
吹
け
ば
お

き
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
は
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む
」
の
歌
を
詠
む
前

の
「
見
れ
ば
、
こ
の
女
よ
う
け
さ
う
じ
て
、
う
ち
眺
め
て
」
の
部
分
に
傍

線
を
付
し
て
い
る
。

　
『
今
昔
物
語
』
と
「
曠
野
」
と
に
共
通
す
る
女
の
側
に
経
済
力
が
な
く

な
っ
た
た
め
に
男
が
他
の
妻
を
求
め
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
に
は
早
く
か

ら
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
思
し
い
。
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
う
な
ら
ば
、
愛

情
が
欠
如
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
己
犠
牲
的
に
身
を
引
い
た
女
が
、
男

の
愛
を
求
め
続
け
る
と
い
う
、
堀
の
中
で
エ
ロ
イ
ー
ズ
へ
の
関
心
以
来
長

ら
く
暖
め
て
き
た
愛
の
形
を
強
く
受
容
し
た
と
思
し
い
。
堀
の
ノ
ー
ト
で

は
、
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
収
録
す
る
『
古
今
和
歌
集
』
も
引
き
、

左
注
の
部
分
の
「
夜
ふ
く
る
ま
で
、
こ
と
を
か
き
な
ら
し
つ
つ
、
う
ち
な

げ
き
て
」
の
部
分
に
も
傍
線
を
付
し
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
が
『
今
昔
物
語
』
を
受
容
す
る
器
と
し
て
働
い
て
い
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
自
体
も
堀
の
形
作
っ
て
き
た
文
学
的
な
基
盤
の
中
で
内

在
化
し
て
来
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。『
伊
勢
物
語
』
の
「
筒
井
筒
」
へ

の
関
心
も
、
男
女
間
の
恋
愛
の
心
理
小
説
的
な
興
味
で
あ
る
こ
と
は
彼
の

ノ
ー
ト
筆
記
を
引
い
て
す
で
に
述
べ
た
。
彼
自
身
の
文
学
的
な
真
の
出
発

と
な
っ
た
「
聖
家
族
」
が
レ
イ
モ
ン
・
ラ
デ
ィ
ゲ
の
恋
愛
心
理
小
説
に
始

発
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
今
更
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
勿
論
、
昭
和

十
年
代
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
を
頂
点
と
し
て
考
え
る
十
世
紀
の
物

語
史
を
恋
愛
心
理
小
説
の
深
化
と
捉
え
る
視
点
自
体
、
か
な
り
に
一
般
化

さ
れ
た
認
識
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
堀
の
認
識
は
そ
の
な
ぞ
り

以
上
に
自
身
の
作
家
と
し
て
の
足
跡
に
も
合
致
し
て
い
る
。
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「
曠
野
」
と
い
う
作
品
は
『
今
昔
物
語
』
に
即
し
て
い
る
も
の
の
、
今

ま
で
の
古
典
物
と
は
異
な
り
、
か
な
り
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
末

尾
の
部
分
は
『
風
立
ち
ぬ
』
以
来
の
主
題
、
限
界
的
な
状
況
の
中
で
の
女

の
一
瞬
の
生
の
輝
き
と
真
の
愛
に
目
ざ
め
る
男
と
い
う
通
底
し
た
主
題

の
明
確
化
と
し
て
、
定
説
的
に
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
侘
住
ま
い
の
中
で

同
居
し
て
い
た
老
尼
を
訪
ね
て
き
た
近
江
の
郡
司
の
息
子
に
女
は
見
出

だ
さ
れ
、
近
江
に
連
れ
帰
ら
れ
た
が
婢
と
な
り
、
新
た
に
国
司
と
し
て
赴

任
し
て
き
た
夫
に
そ
れ
と
知
ら
ず
美
貌
に
注
目
さ
れ
、
彼
に
抱
か
れ
た
ま

ま
息
絶
え
る
部
分
で
あ
る
。
原
作
（
16
）
で
は
恥
を
感
じ
て
女
は
死
ん
だ
と

し
て
、男

ノ
、
心
ノ
無
カ
リ
ケ
ル
也
。
其
ノ
事
ヲ
不
顕
サ
ズ
シ
テ
、
只
可
養
育
カ

リ
ケ
ル
事
ヲ
、
ト
ゾ
思
ユ
ル
。

と
し
て
終
わ
る
部
分
が
、
男
の
こ
の
女
こ
そ
自
分
が
愛
し
た
唯
一
の
女
だ

と
い
う
確
認
と
と
も
に
、「
一
度
だ
け
目
を
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
」
男
の

顔
を
見
て
死
ん
で
ゆ
く
女
の
姿
に
描
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
十
月
」
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
経
済
的
な
理
由
で
別
れ
た
夫
と
の

そ
の
後
の
部
分
の
創
作
が
よ
り
問
題
と
な
る
。
原
作
で
は
、

来
ル
事
ハ
絶
ニ
ケ
リ
。
然
レ
バ
、
様
悪
ク
壊
タ
ル
寝
殿
ノ
片
角
ニ
、
幽
ニ

テ
ゾ
独
リ
居
タ
リ
ケ
ル

の
部
分
が
大
幅
に
増
補
さ
れ
て
い
る
。
女
は
も
し
や
男
が
訪
ね
て
来
な
い

か
と
待
ち
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
あ
た
り
の
心
情
に
は
、
先
に
引
い
た
ル

イ
ズ
・
ラ
ベ
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ

よ
う
（
17
）。　

　

特
に
堀
は
、
二
年
ほ
ど
経
過
の
後
、
ふ
と
男
が
女
を
訪
ね
て
く
る
場
面

を
新
た
に
創
り
上
げ
る
。「
十
月
」
で
は
海
龍
王
寺
と
い
う
廃
寺
に
注
目

し
て
い
る
。
八
重
葎
の
し
げ
っ
た
境
内
に
入
り
こ
み
「
女
の
来
る
の
を
待

ち
あ
ぐ
ね
て
い
ゐ
る
古
の
貴
公
子
の
や
う
に
わ
れ
と
わ
が
身
を
描
」
い
て

い
る
。
そ
う
し
た
廃
寺
へ
の
好
み
を
「
中
世
的
」
で
「
伊
勢
物
語
風
」
の

も
の
し
か
構
想
で
き
な
い
自
分
の
感
性
の
限
界
と
し
て
反
省
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
染
み
つ
い
た
彼
の
感
性
で
あ
り
、
現
実
に
そ
う
し
た

場
面
を
「
曠
野
」
で
も
作
り
出
し
て
い
る
。
男
は
築
土
も
崩
れ
、
葎
の
は

び
こ
る
女
の
廃
屋
の
よ
う
に
な
っ
た
屋
敷
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。「
十
月
」

で
は
、
崩
れ
た
築
土
が
風
景
を
作
り
上
げ
る
高
畑
の
あ
た
り
を
、「
曠
野
」

を
構
想
後
に
も
再
三
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
風
土
と
読
ま
れ
た
古
典
と
が
、

堀
の
感
性
の
中
で
完
全
に
合
一
化
す
る
よ
う
に
し
て
内
在
化
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

堀
辰
雄
は
、
そ
の
病
身
や
文
体
か
ら
想
像
す
る
以
上
に
し
た
た
か
な
作

家
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
感
性
世
界
の
中
に
風
土
も
文

学
も
す
べ
て
貪
欲
に
取
り
込
み
、
自
分
の
精
神
世
界
を
し
た
た
か
に
作
り

上
げ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
世
界
を
受
容
の
器
と
し
て
、
さ
ら
に
異
質
な

も
の
を
注
意
深
く
取
り
込
み
、
自
ら
の
世
界
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
行
く
。

　

堀
に
と
っ
て
『
風
立
ち
ぬ
』
は
一
つ
の
文
学
的
な
完
成
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
冬
の
「
死
の
か
げ
の
谷
」
の
執
筆

に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
前
後
し
て
自
己
の
内
部
へ
取
り
込
ん
で
い
っ
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た
日
本
の
古
典
は
、
確
立
し
た
受
容
の
器
の
上
に
取
り
込
ま
れ
て
行
く
異

質
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
堀
の
精
神
世
界
を
確
実
に
豊
か
に
し
て
行

く
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
根
本
的
に
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
堀
の
文
学
世
界
か
ら
日
本
古
典
や
古
典
的
風
土
で
あ
る
大

和
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
現
代
の
社
会
を
生
き
て
日
本
の
古
典
に
立
ち
向

か
う
我
々
、
必
ず
し
も
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
日
本
を
母
国
と
し
な
い

仲
間
を
含
め
て
、
そ
の
我
々
が
古
典
に
対
す
る
態
度
を
示
唆
し
な
い
で
あ

ろ
う
か
。「
十
月
」
は
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
よ
き
作
品
だ
と
思
う

の
で
あ
る
。

〈
追
記
〉

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
に
中
国
厦
門
大
学
で
講
演
し
た
「
日
本
近
代
文

学
と
古
典
」
の
内
容
を
起
点
と
し
て
い
る
。
北
回
帰
線
に
も
近
い
熱
帯
樹
に
囲

ま
れ
た
島
で
い
ま
だ
美
し
い
夏
の
盛
り
の
中
、
熱
心
に
話
を
聞
き
一
緒
に
考
え

て
く
れ
た
、
日
本
文
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
仲
間
達
に
感
謝
し
た
い
。

　
　

注

（
1
）以
下
堀
辰
雄
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、特
に
断
わ
ら
な
い
限
り『
堀
辰
雄
全
集
』（
筑

摩
書
房
・
一
九
七
七
〜
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
が
、
漢
字
は
現
行
字
体
で
掲
出
し
た
。

本
稿
の
中
で
全
集
と
す
る
の
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
こ
の
版
で
あ
る
。

（
2
）
角
川
書
店
版
全
集
（
一
九
六
四
年
）
で
は
、年
次
順
の
配
列
を
原
則
と
し
て
お
り
、

第
八
巻
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
全
集
第
三
巻
・
第
四
巻
所
収
の
月
報
。

（
4
）
安
藤
宏
『
自
意
識
の
昭
和
文
学
』（
至
文
堂
・
一
九
九
四
年
）。

（
5
）
林
淑
美
「
堀
辰
雄
の
古
代
―
〈
日
本
主
義
の
文
学
化
〉
と
は
何
か
」（
池
内
輝

雄
編
『
堀
辰
雄
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム　

別
冊
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
四
年
二
月
）。

（
6
）
小
久
保
実
「
堀
辰
雄
論
―
『
大
和
路
・
信
濃
路
』
に
つ
い
て
―
」（『
解
釈
』

七
巻
九
・
十
号
・
一
九
六
一
年
十
月
）。

（
7
）
小
川
和
佑
「「
大
和
路
」
の
な
か
の
堀
辰
雄
―
「
大
和
路
ノ
ー
ト
」・『
花
あ
し
び
』

を
中
心
に　

一
・
二
」（『
解
釈
』
三
〇
巻
七
号
・
九
号
・
一
九
八
四
年
七
月
・
九
月
）。

（
8
）
や
は
り
こ
の
ホ
テ
ル
に
宿
を
と
っ
た
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』（
岩
波
書
店
・
初

版
一
九
一
九
年
）
で
も
、
こ
の
ホ
テ
ル
の
西
洋
式
の
風
呂
と
和
式
の
風
呂
を
比
べ
る

無
邪
気
な
記
述
が
現
在
か
ら
は
微
笑
ま
し
い
。

（
9
）
村
尾
誠
一
「
古
寺
巡
礼
の
近
代
」（
和
歌
文
学
大
系
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
／
鹿
鳴
集
』

明
治
書
院
・
二
〇
〇
五
年
・
月
報
）・
同
「
会
津
八
一
ノ
ー
ト
―
近
代
古
寺
巡
礼

の
東
と
西
―
」（『
総
合
文
化
研
究
』
十
号
・
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

（
10
）
堀
は
「Idyll

イ
デ
ィ
ル
」
は
一
般
に
は
「
牧
歌
」
と
訳
さ
れ
る
が
自
足
し
た
生

活
だ
け
が
描
か
れ
る
「
小
さ
き
絵
」
位
が
本
来
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
ケ
ー
ベ
ル
の

著
作
を
引
い
て
解
説
し
て
い
る
。

（
11
）
例
え
ば
中
島
国
彦
に
は
「
堀
辰
雄
の
ク
ロ
ー
デ
ル
受
容
―
『
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
』

の
影
響
を
中
心
に
―
」（『
比
較
文
学
年
誌
』
四
二
号
・
二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
あ

り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
と
堀
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
他
に
も
山
崎
麻
由
子
「
ク
ロ
オ
デ

ル
「
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
」
を
経
て
の
「
曠
野
」」（『
新
樹
』
十
号
・
一
九
九
五
年

九
月
）
な
ど
「
曠
野
」
の
生
成
を
め
ぐ
る
論
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
こ
に
注
目

す
る
。
と
は
い
え
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
作
品
自
体
扱
い
や
す
い
対
象
で
は
な
く
、
必
ず

し
も
問
題
が
十
分
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
本
稿
で
も
力
は
及
ん
で
い
な

い
。
さ
ら
に
課
題
と
し
た
い
。

（
12
）
林
淑
美
前
掲
論
文
で
は
、
こ
の
「
異
様
」
と
い
う
文
言
を
問
題
に
し
て
い
る
。
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（
13
）
遠
藤
周
作
「
堀
辰
雄
覚
書
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
九
』
新
潮
社
・
一
九
七
五
年

所
収
、
初
出
は
『
高
原
』
一
九
四
八
年
三
月
・
七
月
・
十
月
）
で
は
、
堀
辰
雄
の
汎

神
論
的
な
心
性
を
抉
り
出
そ
う
と
す
る
。
堀
辰
雄
論
の
古
典
と
も
言
え
る
論
の
一
つ

だ
が
、
生
硬
な
な
か
に
も
真
摯
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
理
解
と
の
断
絶
を
見
よ
う
と
す

る
。
野
村
英
夫
の
掘
宛
て
書
簡
で
は
、『
花
あ
し
び
』
の
読
後
と
し
て
、
堀
の
真
意

の
解
釈
に
揺
れ
を
見
せ
な
が
ら
も
「
犠
牲
と
召
命
と
申
し
ま
す
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
本

質
」
の
作
品
が
『
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
』
で
あ
る
と
や
や
素
朴
に
述
べ
て
い
る
（
昭

和
二
十
一
年
五
月
十
四
日
・
二
十
三
日
書
簡
、
全
集
別
巻
一
所
収
）。
な
お
、
こ
の

書
簡
に
つ
い
て
は
大
森
郁
之
助
「「
曠
野
」
論
へ
の
序
―
成
立
過
程
の
虚
実
を
発

端
と
し
て
―
」（『
日
本
近
代
文
学
』
一
四
・
一
九
七
一
年
五
月
）
で
も
言
及
さ
れ

て
い
る
。

（
14
）
堀
の
古
代
小
説
と
ペ
イ
タ
ー
と
の
関
係
は
す
で
に
定
説
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
堀
自
身
は
そ
の
こ
と
は
語
っ
て
い
な
い
。
堀
の
ペ
イ
タ
ー
に
関
す
る
ノ
ー
ト
は

全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
へ
の
言
及
は
な
い
。
ペ
イ
タ
ー
の
小
説
自

体
難
解
で
あ
る
が
、
今
後
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
も
、
再
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。

（
15
）『
伊
勢
物
語
』
と
「
曠
野
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
中
島
昭
『
堀
辰
雄　

昭
和
十
年

代
の
文
学
』（
リ
ー
ベ
ル
出
版
・
一
九
九
二
年
）
所
収
の
「『
曠
野
』
―
『
伊
勢
物
語
』

と
の
関
連
を
中
心
に
」
で
は
、細
部
の
意
匠
か
ら
第
四
段
（「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
章
段
）

と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）『
今
昔
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
』（
岩
波
書
店
・

一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
17
）
ソ
ネ
ッ
ト
の
訳
文
は
極
め
て
王
朝
女
流
文
学
的
な
色
彩
の
強
い
訳
語
が
選
択
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
あ
た
り
の
検
討
は
現
在
の
所
私
の
力
量
を
越
え

た
問
題
で
あ
る
。
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多
和
田
葉
子
の
文
学
営
為
は
、
そ
れ
自
体
が
〈
翻
訳=trans-

late=über-setzen

〉
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本

（
語
）
と
ド
イ
ツ
（
語
）、
あ
る
い
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
間
、
書
き
言
葉
と
話

し
言
葉
と
視
覚
言
葉
の
間
、
音
と
意
味
と
像
の
間
等
々
、
い
ろ
ん
な
言
葉

の
間
を
、
確
信
犯
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
、
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー

ゲ
ル
の
よ
う
に
行
っ
た
り
、
来
た
り
…
…
し
か
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が

「
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
＝
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
＝
文
学
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
だ
っ

た
り
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
よ
そ
「
翻
訳
不
可
能
」
で
も
あ
る
。
そ
こ
に

は｢

日
本｣

な
ど
と
い
う
国
境
は
な
い
。
そ
ん
な
多
和
田
葉
子
文
学
の
位

相
を
、
こ
こ
で
は
舞
台
や
朗
読
な
ど
を
中
心
に
す
え
て
、「
エ
ク
ソ
フ
ォ

ニ
ー
／
母
語
の
外
に
出
る
旅
」
と
い
う
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み

た
い
。

言
葉
と
文
学
を
産
み
出
す
境
界
域

　

そ
の
土
壌
と
な
っ
た
前
提
は
、
と
り
あ
え
ず
二
つ
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ひ
と
つ
目
は
、
多
和
田
葉
子
自
身
が
作
家
に
な
ろ
う
と
い
う
思
い
を

抱
き
つ
つ
、〈
書
く
＝
自
ら
の
言
葉
に
出
会
う
〉
た
め
に
お
そ
ら
く
は
意

志
的
に
、
外
国
と
い
う
異
界
に
身
を
置
く
こ
と
を
選
び
取
っ
た
こ
と
。
し

か
も
早
稲
田
大
学
で
は
ロ
シ
ア
文
学
を
専
攻
し
た
の
に
、
二
二
才
の
時
に

住
み
着
い
た
の
は
殆
ど
言
葉
の
分
か
ら
な
い
ド
イ
ツ
だ
っ
た
。
よ
く
分
か

ら
な
い
ド
イ
ツ
語
の
な
か
で
暮
ら
す
こ
と
で
母
語
の
日
本
語
も
次
第
に

自
然
破
壊
さ
れ
、
そ
の
う
ち
別
の
外
国
語
と
し
て
甦
っ
て
き
て
、
同
時
に

言
葉
は
穴
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ

語
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
語
で
な
く
て
も
い
い
。
私
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
母
語
で
書

き
つ
つ
、
別
の
言
語
で
も
書
く
と
い
う
こ
と
。
二
つ
の
言
語
で
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
言
葉
と
い
う
織
物
の
な
か
に
私
は
た
え
ず
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル

を
発
見
す
る
。
こ
の
言
葉
の
な
い
穴
の
中
か
ら
、
文
学
が
生
ま
れ
て
く
る

の
だ

1
。

　

ふ
た
つ
目
は
、
他
と
比
較
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と

も
日
本
に
比
べ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
「
聞
く
文
化
」
が
と
て
も
い
い
形
で

生
き
続
け
て
い
る
、
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
ラ
ジ
オ
劇
の
伝
統
は
い
ま
な

お
健
在
で
、
現
在
も
本
に
負
け
な
い
く
ら
い
に
朗
読
の
Ｃ
Ｄ
や
ヴ
ィ
デ
オ

が
売
れ
て
い
る
と
い
う
し
、
何
よ
り
詩
人
や
作
家
自
身
に
よ
る
朗
読
会
が

ご
く
普
通
に
、
か
つ
あ
ち
こ
ち
で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
多
和
田
葉
子 

も
ド
イ
ツ
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
あ
ち
こ
ち
の
都
市
で
す
で
に

日
本
か
ら
の
「
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
」
─
多
和
田
葉
子
の
文
学
営
為
の
位
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
川
道
子
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六
百
回
を
越
え
る
朗
読
会
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
の
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
、
多
和
田
葉
子
自
身
の
興
味
深
い
叙

述
が
あ
る
。

　

一
九
八
二
年
、
ド
イ
ツ
に
渡
っ
て
初
め
の
頃
、
詩
を
た
く
さ
ん
書
い

た
。
わ
た
し
は
そ
れ
ま
で
は
小
説
を
書
い
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
ド
イ

ツ
に
着
い
て
、
日
本
語
の
分
か
る
人
が
ま
わ
り
に
ひ
と
り
も
い
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ま
で
小
説
ら
し
い
と
思
っ
て
い
た
小
説
の
流
れ
な
ど

と
い
う
も
の
は
無
意
味
に
感
じ
ら
れ
た
。
詩
を
書
く
し
か
な
い
、
詩
を
書

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
本
語
で

あ
る
。
そ
し
て
、
本
を
出
す
と
、
す
ぐ
に
朗
読
会
を
す
る
は
め
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
で
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
本
を
出
せ
ば
み
ん
な

朗
読
会
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
小
説
家
で
も
朗
読
す
る
し
、
な
ん

と
推
理
小
説
の
部
分
朗
読
な
ど
と
い
う
も
の
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
物

書
き
に
と
っ
て
は
逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
だ
っ
た
の
だ
。
初
め
は
自
分
が
日

本
語
で
書
い
た
詩
を
日
本
語
で
朗
読
し
て
、
ド
イ
ツ
語
は
訳
者
の
ペ
ー

タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
に
読
ん
で
も
ら
う
と
い
う
朗
読
形
式
だ
っ
た
。
そ
の

う
ち
ド
イ
ツ
語
訳
も
自
分
で
朗
読
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
自
分
で

ド
イ
ツ
語
も
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
日
本
語
の
理
解
で
き
る
人
な

ど
、
ド
イ
ツ
の
観
客
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
う
い
う
空
気
の
中

で
読
ん
で
い
る
と
、
意
味
を
忘
れ
て
、
声
が
響
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
自

体
の
不
思
議
さ
に
改
め
て
気
が
つ
く
。
自
分
の
書
い
た
日
本
語
だ
か
ら

意
味
が
分
か
ら
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
分
か
ら
な
い
人
た
ち

の
耳
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
と
、
つ
ら
れ
て
、
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
る
。 

　

意
味
を
抜
き
に
し
た
言
語
と
い
う
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
奇
妙
な
演
劇
で

あ
る
。
自
分
で
も
、
変
だ
、
変
だ
、
と
思
い
な
が
ら
朗
読
し
て
い
く
。﹇
中

略
﹈
で
も
、
意
味
が
消
え
て
物
理
的
現
象
に
な
っ
た
言
語
に
は
滑
稽
な
ほ

ど
感
動
的
な
響
き
が
あ
っ
た
。

　

朗
読
を
聞
い
て
い
る
人
た
ち
は
、
次
に
ど
ん
な
言
葉
が
来
る
の
か
知
ら

な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
口
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
く

る
も
の
を
待
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
言
葉
を
吐
く
と
、
そ
れ
が
、
鳥
の
よ

う
に
空
間
に
出
て
、
ぽ
こ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
。
そ
ん
な
時
は
、
手
品

の
よ
う
だ
と
思
う
。
ゆ
っ
く
り
と
出
す
と
、イ
メ
ー
ジ
は
ゆ
っ
く
り
湧
く
。

間
を
置
け
ば
、
そ
の
間
に
イ
メ
ー
ジ
が
薄
れ
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
し
、
勝
手
に
ふ
く
ら
ん
で
い
く
こ
と
も
あ
る
。「
間
（
ま
）」
が
「
場
」

に
な
る

2
。

　

実
は
ド
イ
ツ
で
出
た
多
和
田
葉
子
の
最
初
の
単
行
本
は
、
ド
イ
ツ
語
と

出
会
っ
て
い
る
さ
な
か
に
日
本
語
で
書
か
れ
た
。
し
か
も
一
九
八
七
年
に

刊
行
さ
れ
た
そ
の
散
文
詩
集„ N

ur da w
o du bist ist nichts

／ 

あ
な
た

の
い
る
と
こ
ろ
だ
け
何
も
な
い“

3
は
、
面
白
い
こ
と
に
、
多
和
田
葉
子 

に
よ
っ
て
日
本
語
で
書
か
れ
た
一
九
の
詩
と
一
つ
の
短
篇
が
ド
イ
ツ
人

の
ペ
ー
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
れ
が

表
紙
や
目
次
も
含
め
て
、
日
独
両
語
の
合
わ
せ
鏡
に
な
っ
て
い
る
。
完
全

な
二
言
語
の
、
二
つ
の
根
っ
こ
を
も
っ
た
、
原
作
者
と
翻
訳
者
の
共
同
作

業
に
よ
る
、
ピ
ン
ク
の
挿
入
ペ
ー
ジ
や
重
ね
る
と
別
の
詩
が
見
え
て
く
る

セ
ル
ロ
イ
ド
板
の
お
ま
け
ま
で
つ
い
た
、
い
わ
ば
二
重
の
本
。
目
次
の
後

の
「
は
じ
め
に
又
は
使
用
説
明
書
」
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。　

　

め
く
る
こ
と
と
め
ぐ
る
こ
と
、
め
ぐ
む
こ
と
と
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
の
関

係
に
心
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
こ
の
奇
妙
な
本
、
横
文
字
に
挟
ま
れ
な
が

ら
、
そ
の
狭
間
を
上
か
ら
下
へ
雨
と
降
る
日
本
語
の
文
字
の
イ
ラ
ス
ト
と
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し
て
の
役
割
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
い
う
仮
面
、
詩
は
一
篇
ご
と
に
ド

イ
ツ
語
訳
に
追
い
か
け
ら
れ
、
訳
さ
れ
る
時
間
に
書
か
れ
る
時
間
は
ぬ
か

れ
、
ぬ
き
か
え
し
、
又
、
小
説
は
ド
イ
ツ
語
訳
と
左
右
か
ら
睨
み
合
い
、

し
か
も
一
方
は
前
か
ら
後
へ
、
も
う
一
方
は
後
か
ら
前
へ
語
ら
れ
る
、
ふ

た
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
ひ
と
つ
の
穴
を
は
さ
ん
で
向
か
い
合
う
二
枚
の
何
も

映
さ
な
い
鏡
、
め
く
り
続
け
る
う
ち
に
本
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
穴
に

な
っ
て
し
ま
う
本
当
の
対
訳
詩
集
を
夢
み
な
が
ら
、
で
き
あ
が
っ
た
〈
こ

れ
〉
を
あ
な
た
に
贈
り
ま
す

4
。

　

遊
び
心
と
悪
戯
心
に
あ
ふ
れ
た
言
葉
の
絵
本
の
よ
う
な
〈
こ
れ
〉
は
、

し
か
し
二
言
語
と
二
文
化
の
狭
間
に
立
つ
と
い
う
、
そ
の
後
の
多
和
田
葉

子
文
学
の
構
成
原
理
の
宣
言
の
書
と
も
言
え
た
。
愉
快
な
の
は
、
巻
頭
言

の
よ
う
に
置
か
れ
た
「Touristen: 

ツ
ー
リ
ス
ト
」
と
題
す
る
三
行
詩
で
、

日
独
両
語
で
表
と
裏
か
ら
「Eigentlich  darf m

an es niem
andem

 sagen/ 
aber Europa/ gibt es nicht: 

本
当
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
／

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ん
て
／
な
い
」。〈
子
供
〉
が
発
見
し
た
こ
と
を
驚
い
て

こ
っ
そ
り
打
ち
明
け
る
よ
う
な
、
で
も
た
し
か
に
地
名
の
命
名
な
ど
、〈
大

人
〉
の
恣
意
だ
。
こ
の
本
も
、
日
本
で
な
ら
読
者
は
ど
う
想
定
さ
れ
て
い

る
の
か
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
ド
イ
ツ
で
数
版
を
重
ね
て
売
れ

続
け
て
い
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
で
の
多
和
田
葉
子
の
本
は
い
ず

れ
も
宝
石
箱
か
玩
具
箱
の
よ
う
に
カ
ラ
フ
ル
で
美
し
く
、
読
む
の
も
開
く

の
も
楽
し
い
。

　

ド
イ
ツ
で
の
二
冊
目
の
本
は
一
九
八
九 

年
のD

as Bad

（
浴
）

5
。
舌

を
奪
わ
れ
て
沈
黙
を
強
い
ら
れ
る
ド
イ
ツ
在
住
の
日
本
女
性
の
〈
私
〉
の

語
り
に
よ
る
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
ル
な
六
〇
頁
の
短
篇
小
説
だ
が
、
多
和
田
葉

子
が
日
本
語
で
書
い
た
も
の
が
ペ
ル
ト
ナ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
だ
け

で
出
版
さ
れ
た
。
い
わ
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
原
作
）
出
版
の
な
い
翻
訳
文
学

だ
。
そ
し
て
九
〇
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
文
学
奨
励
賞
を
受
賞
し
、
九
一
年
に

は
ド
イ
ツ
（
語
）
で
自
ら
書
い
た
表
題
作
を
含
む
散
文
詩
集W

o Europa 
anfängt

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
始
ま
る
と
こ
ろ
）が
刊
行
さ
れ
、同
時
に
日
本（
語
）

で
『
か
か
と
を
な
く
し
て
』
が
群
像
新
人
賞
を
受
賞
し
て
日
本
デ
ビ
ュ
ー

も
果
た
す
。
九
三
年
に
は
、
ド
イ
ツ
（
語
）
で
小
説Ein G

ast

（
客
）
刊

行
、
秋
に
は
戯
曲D

ie K
ranichm

aske, die bei N
acht strahlt

（
夜
光
る
鶴

の
仮
面
）が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
立
劇
場
で
初
演
さ
れ
、さ
ら
に
日
本（
語
）

で
『
犬
婿
入
り
』
が
芥
川
賞
を
受
賞
、『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
傷
口
』
が

河
出
書
房
新
社
か
ら
刊
行
と
、
ド
イ
ツ
（
語
）
と
日
本
（
語
）
の
双
方
で

同
時
並
行
的
に
、
し
か
も
多
ジ
ャ
ン
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
に
高
い
評
価
を
受
け

る
と
い
う
、
あ
の
稀
有
な
作
家
「
多
和
田
葉
子
」
が
誕
生
・
確
立
し
て
い

く
こ
と
と
な
る
。
日
独
双
方
で
出
版
さ
れ
た
単
行
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
す
で

に
何
十
冊
に
お
よ
ぶ
だ
ろ
う
。
最
近
は
自
ら
英
語
で
も
書
い
て
い
る
。

　

多
和
田
葉
子
の
一
九
九
六
年
の
ド
イ
ツ
語
版Talism

ann

（
お
守
り
）

と
い
う
本
の
中
に„Von der M

uttersprache zur Sprachm
utter“

（
母

語
か
ら
語
母
へ
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る

6
。
外
国
語
の
中
で
暮
ら
し

て
い
く
中
で
、
母
語
と
の
境
界
域
、
つ
ま
り
穴
に
は
ま
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
モ
グ
ラ
で
は
な
い
が
、
母
語
が
語
母
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
く
。

M
uttersprache

＝
母
語
と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
あ
る
が
、Sprachm

utter

と

い
う
ド
イ
ツ
語
は
存
在
し
な
い
。
多
和
田
葉
子
自
身
の
造
語
な
の
だ
が
、

語
を
産
み
出
す
母
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
II
部
』
に
出
て
く
る
生

命
の
根
源
の
象
徴
、„M

ütter“

（
母
た
ち
）
の
国
も
思
わ
せ
て
、
書
く
こ

と
は
産
む
こ
と
と
い
う
、
多
和
田
葉
子
文
学
の
源
泉
も
透
か
し
だ
す
。
そ

の
語
母
が
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
し
な
が
ら
、
物
（
対
象
）
と
音
と
文
字
と

意
味
と
用
法
の
間
で
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
出
没
す
る
境
界
域
が
つ
く
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ら
れ
て
い
く
と
い
う
…
…
。

　

と
も
あ
れ
多
和
田
葉
子
文
学
は
、
そ
う
い
っ
た
「
日
本
（
語
）
文
学
／

ド
イ
ツ
（
語
）
文
学
」
の
範
疇
を
ね
じ
れ
の
中
で
超
え
て
い
く
。
日
独
両

語
の
作
品
で
日
独
両
方
に
読
者
や
研
究
者
が
い
て
、
そ
の
両
者
の
翻
訳
を

通
し
て
同
時
的
に
多
く
の
国
に
も
読
者
が
い
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
な

い
。
作
品
そ
の
も
の
が
ま
す
ま
す
ク
ロ
ス
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
、
ク
ロ
ス
・
カ

ル
チ
ャ
ー
、
ク
ロ
ス
・
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。

　
「
境
界
を
耕
す
」
と
題
し
た
朗
読
会
が
二
〇
〇
〇
年
に
一
橋
大
学
で
催

さ
れ
た
折
り
に
、
多
和
田
葉
子
は
「
ド
イ
ツ
に
住
む
積
極
的
な
理
由
」
を

問
わ
れ
て
、
何
よ
り
言
葉
に
驚
く
面
白
さ
を
あ
げ
た
。
本
人
が
意
図
し
な

い
と
こ
ろ
で
他
人
が
び
っ
く
り
し
た
り
、
笑
っ
た
り
、
そ
れ
は
子
供
の
言

葉
で
大
人
が
驚
い
て
世
界
が
動
く
感
じ
に
似
て
い
る
と
い
う
。
言
葉
の
物

理
的
な
力
、
暴
力
と
い
う
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
か
、
子
供
で
な
い
身
で

そ
う
い
う
も
の
を
喚
起
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
外
国
語
、
外
国
人
で

は
な
い
か
、
と
。
ド
イ
ツ
で
は
ド
イ
ツ
語
で
も
の
を
見
る
異
邦
人
の
ま
な

ざ
し
を
も
つ
「
私
」
が
、「
自
分
で
な
い
自
分
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
」、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
感
じ
で
、「
皆
が
知
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
を
宇
宙
人
の
よ

う
に
異
な
っ
た
風
に
書
く
」、
そ
れ
が
双
方
に
と
っ
て
面
白
い
の
だ
ろ
う
、

と
。
対
し
て
日
本
語
で
日
本
に
向
け
て
書
く
と
き
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は

意
識
せ
ず
、
自
閉
的
に
自
分
と
言
葉
だ
け
が
向
か
い
合
う
感
じ
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
、
と
も
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
朗
読
会
を
「
境
界
を
耕
す
」
と

題
し
た
の
は
、
自
分
は
境
界
を
越
え
た
い
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
橋
を
架

け
た
い
の
で
も
な
い
、
境
界
を
越
え
て
分
か
っ
て
し
ま
う
と
は
両
方
の
言

語
が
貧
し
く
な
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
む
し
ろ
境
界
地
帯
そ
の
も
の
に

留
ま
っ
て
、
両
方
の
言
語
や
文
化
が
そ
の
ま
ま
複
雑
に
ゆ
た
か
な
も
の
と

し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
楽
し
み
、
耕
し
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
。

　

一
九
九
六
年
に
多
和
田
葉
子
は
ド
イ
ツ
で
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
賞
を
受
賞

し
た
。
こ
れ
は
一
九
八
五
年
に
設
定
さ
れ
た
、
毎
年
一
人
の
ド
イ
ツ
語
で

書
く
す
ぐ
れ
た
非
ド
イ
ツ
人
作
家
に
与
え
ら
れ
る
賞
な
の
だ
が
、
本
当
は

そ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
た
く
は
な
い
、
文
学
は
ど
こ
で
生
ま

れ
た
何
国
人
で
、
何
語
で
話
す
か
と
い
う
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

決
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

い
う
語
な
ど
引
き
ず
っ
て
生
き
て
い
き
た
く
は
な
い
、
と
言
う
。
む
し
ろ

『
影
を
な
く
し
た
男
』
の
作
家
で
あ
る
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
に
ち
な
ん
で
、
そ

ん
な
〈
影
〉
な
ど
す
っ
き
り
な
く
し
て
い
き
た
い
の
だ
、
と
。
母
語
の
文

学
か
ら
語
母
の
文
学
へ
。

翻
訳
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
意
識
化
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
化

　

そ
う
い
う
境
界
域
と
い
う
は
ざ
ま
に
立
つ
こ
と
を
選
び
取
っ
た
多
和
田

葉
子
の
文
学
の
ま
な
ざ
し
が
何
よ
り
〈
翻
訳
〉
に
向
け
ら
れ
る
の
は
、
納

得
で
き
る
こ
と
だ
。
主
人
公
が
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
前
に
翻
訳
の
語
義
の「
向

こ
う
側
に
渡
す
」
と
「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
す
る
」
と
い
う
両
極
の
い
ず

れ
で
も
た
ち
す
く
ん
で
し
ま
う
短
編
『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
傷
口
』

7
は
、

翻
訳
行
為
の
可
能
性
・
不
可
能
性
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
だ
し
、
師
で
あ
る

亀
鏡
の
下
で
真
理
を
探
す
た
め
に
家
出
し
て
き
た
女
た
ち
の
学
校
の
物

語
を
梨
水
と
い
う
少
女
が
語
る
不
思
議
な
小
説
『
飛
魂
』

8
は
、
意
識
的

に
た
く
さ
ん
の
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
を
駆
使
し
た
文
字
通
り
形
象
的

な
テ
ク
ス
ト
で
、
漢
字
の
意
味
性
が
た
ち
の
ぼ
る
固
有
名
詞
だ
け
で
も

こ
れ
を
ど
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
翻
訳
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
に
や
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に
や
し
て
し
ま
う
。
ま
る
で
多
和
田
葉
子
が
音
声
文
字
で
あ
る
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
、
形
象
文
字
（
漢
字
）
の
抑
圧
で
あ
っ
た
言
文
一
致
運
動
の
双

方
に
、
わ
ざ
と
挑
戦
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
悪
戯
を
し
て
み
せ
て
い
る
か
の

よ
う
だ
。

　

ち
な
み
に
最
初
に
日
本
語
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
多
和
田
葉
子
自

身
が
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ド
イ
ツ
語
で
書
く
と
き
は
ド
イ
ツ
語
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
つ
か
ん

で
積
み
重
ね
て
い
く
が
、
自
分
で
書
い
た
日
本
語
を
訳
す
ド
イ
ツ
語
は
自

分
の
な
か
に
な
い
か
ら
だ
と
。
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
も
の
は
い
く
つ
か

自
ら
和
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
翻
訳
と
い
う
形
で
な
く
、
別
の

作
品
に
書
き
直
す
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
ド

イ
ツ（
語
）の
旅
行
記
風
エ
ッ
セ
イIm

 Bauch des G
otthards

は
日
本（
語
）

で
は
四
倍
の
長
さ
の
短
篇
集
『
ゴ
ッ
ト
ハ
ル
ト
鉄
道
』
に
姿
を
変
え
た
。

前
述
の
「
本
当
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ん
て
／
な
い
」
の
詩
は
同
題
の
ド
イ
ツ
語
の
エ
ッ
セ
イ
と
な
っ
て
ド
イ

ツ
で
の
評
論
集Talism

an

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
に
は
一
つ
だ

け
、短
篇
「
辞
書
の
村
」
が
日
独
両
語
の
対
訳
で
（
独
訳
は
ペ
ル
ト
ナ
ー
）、

「
本
の
中
の
本
」
と
し
て
真
ん
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
後
述
す
る
戯
曲

TILL

は
、日
本（
語
）で
は『
ふ
た
く
ち
男
』と
い
う
小
説
集
に
変
身
し
た
。

　

あ
る
い
は
一
橋
大
学
で
の
朗
読
会
で
披
露
さ
れ
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ

た
本
に
収
録
さ
れ
て
い
るD

reizehn

＝
13 

9
は
、
前
半
が
ド
イ
ツ
語
で
途

中
か
ら
日
本
語
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
く
。
し
か
も
言
葉
遊
び
は
両
言
語
に

わ
た
り
、
日
本
語
に
も
ド
イ
ツ
語
に
も
な
い
造
語
が
あ
ふ
れ
、
文
法
的
に

は
正
し
い
が
意
味
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
つ
く
ら
な
い
シ
ュ
ー
ル
レ
ア

ル
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
読
者
を
異
化
的
な
言
葉
の
世
界
に
導
い
て
い
く
。
こ

れ
は
後
述
の
高
瀬
ア
キ
の
ピ
ア
ノ
と
の
デ
ュ
オ
で
朗
読
さ
れ
、
二
〇
〇
三

年
の
ド
イ
ツ
で
の
Ｃ
Ｄdiagonal

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
多
和
田
葉
子

自
身
が
そ
も
そ
も
正
し
い
ド
イ
ツ
語
を
書
こ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
、
不

思
議
だ
な
を
再
現
で
き
る
自
分
の
外
国
語
を
つ
く
っ
て
、
二
つ
の
言
語
が

出
会
う
広
さ
と
深
さ
の
大
き
さ
を
探
り
た
い
の
だ
、
言
葉
は
究
極
的
に
分

か
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
そ
こ
に
在
る
も
の
だ
か
ら
、
と
も
語
っ
て
い

た
が
、
こ
れ
は
も
う
翻
訳
す
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
あ
る
い
は
無
意
味
と

い
う
か
、〈
翻
訳
〉
は
読
み
手
が
勝
手
に
ど
う
ぞ
、
と
い
う
世
界
だ
。
悔

し
か
っ
た
ら
ド
イ
ツ
語
あ
る
い
は
日
本
語
を
学
ん
で
か
ら
自
在
に
そ
こ

で
お
遊
び
下
さ
い
な
、
た
だ
し
言
葉
が
分
か
っ
て
も
分
か
ら
な
く
て
も
ど

う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
よ
、
と
。
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
が
、「
本

当
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
／
境
界
な
ん
て
／
な
い
」
と
で

も
言
い
た
げ
に
、〈
語
母
〉
を
通
底
し
て
〈
境
母
〉
と
も
い
う
べ
き
も
の

に
も
自
在
に
溶
解
し
て
い
く
よ
う
な
の
だ
。

　　

一
九
九
七
年
の
夏
学
期
に
多
和
田
葉
子
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大

学
で
詩
学
の
講
義
を
し
た
が
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
（
語
）
の
評
論
集

Verw
andlungen

（
変
身
）

10
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
銀
色
に
朱
色
で

ド
イ
ツ
語
の
タ
イ
ト
ル
が
書
か
れ
た
こ
の
本
の
表
と
裏
の
表
紙
に
は
、
平

仮
名
で
「
ご
う
も
ん
」、「
ひ
ひ
ょ
う
し
よ
う
」、「
は
し
ゃ
ぐ
」、「
く
し
ゃ

み
」、「
し
ゅ
っ
ぱ
ん
」、「
で
ん
き
」
と
い
う
銀
の
濃
淡
の
ひ
ら
が
な
文
字

が
影
絵
の
よ
う
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
て
、
日
独
の
言
語
と
文
化
を
往
還
す

る
ポ
エ
タ
・
ド
ク
ト
ゥ
ス
な
ら
で
は
の
考
察
（
第
一
の
講
義
「
鳥
の
声
あ
る

い
は
異
質
性
の
問
題
」、
第
二
の
講
義
「
亀
の
甲
文
字
あ
る
い
は
翻
訳
の
問
題
」、

第
三
の
講
義
「
魚
の
顔
あ
る
い
は
変
身
の
問
題
」）
と
相
ま
っ
て
、
こ
れ
も
味

わ
い
深
い
本
だ
。
と
く
に
翻
訳
の
問
題
を
扱
っ
た
第
二
の
講
義
の
な
か

で
、
彼
女
は
こ
う
も
考
察
し
て
い
る
。
言
葉
と
文
字
は
互
い
に
自
律
し
た
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存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
思
考
や
身
体
、
対
象
を
も
っ
た
日
常

生
活
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
生
を
生
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
作
家
と

は
、
自
分
の
テ
ク
ス
ト
を
書
く
の
で
は
な
く
、
言
葉
と
文
字
が
隠
さ
れ
た

世
界
の
呪
縛
を
解
き
、
そ
れ
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）

な
の
だ
。
つ
ま
り
文
学
作
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
起
源
）
と
み
な
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
文
字
に
固
定
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
す

で
に
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
原
テ
ク
ス
ト
の
〈
翻
訳
〉
で
あ
っ
て
、
そ
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
（
起
源
）
の
原
テ
ク
ス
ト
は
、
書
き
手
自
身
も
な
か
な
か
辿

り
着
け
な
い
場
所
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
は
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
と
も
通
底
す
る
も
の
だ

11
。

　

多
和
田
葉
子
文
学
が
実
験
・
実
践
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
そ
う
い
う

広
義
・
狭
義
の
〈
翻
訳
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
意
識
化
、
そ
の
意
図
的
な

パ
ー
ソ
ナ
ル
化
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
化
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分

の
言
葉
と
い
う
の
は
や
は
り
、
他
者
の
翻
訳
や
解
釈
を
通
し
て
で
な
く
、

自
ら
が
翻
訳
や
解
釈
の
作
業
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
生
成
し
て

く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、宮
沢
賢
治
の
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」

に
お
け
る
、
鹿
の
言
葉
と
嘉
十
の
言
葉
と
語
り
手
の
言
葉
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
の
葉
の
間
を
風
が
媒
介
し
耳
が
聞
い
た
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
〈
翻
訳
〉
な

の
だ
、
と
小
森
陽
一
が
読
ん
だ
こ
と
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
小
森
陽
一
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
翻
訳
者
と
は
「
語
る
も
の
と
語
ら
れ
る
も
の
の
分
裂

と
憑
依
と
い
う
病
の
体
現
者
」
で
あ
り
、
翻
訳
と
は
「
二
項
対
立
の
間
に

潜
在
的
に
存
在
す
る
第
三
項
」
＝
境
界
地
帯
を
耕
す
作
業
だ

12
。
分
裂
と

憑
依
が
、
語
る
も
の
と
語
ら
れ
る
も
の
の
双
方
に
お
い
て
新
し
い
テ
ク
ス

ト
へ
の
変
容
を
促
す
。

　

二
〇
〇
三
年
に
日
本
で
出
て
評
判
を
よ
ん
だ
多
和
田
葉
子
の
エ
ッ
セ

イ
集
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
／
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』（
岩
波
書
店
）

13
は
、

一
言
で
い
う
と
、
そ
う
い
う
「
ク
レ
オ
ー
ル
文
学
」、「
越
境
者
の
文
学
」、

「
移
民
文
学
」、「
外
国
人
文
学
」
な
ど
、
創
作
者
本
人
で
は
な
い
他
人
か

ら
の
定
義
を
冠
さ
れ
て
き
た
多
和
田
葉
子
を
は
じ
め
と
す
る
母
語
で
は

な
い
言
語
で
創
作
を
行
う
作
家
を
、
新
し
い
視
点
、
つ
ま
り
、「
エ
ク
ソ

フ
ォ
ニ
ー
＝
母
語
の
外
に
出
て
書
く
」
と
い
う
創
作
す
る
行
為
か
ら
見
て

定
義
し
よ
う
（
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
定
義
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
）
と
い
う

も
の
だ
ろ
う
。
母
語
で
は
な
い
言
語
の
選
択
に
い
た
っ
た
原
因
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
広
が
る
豊
か
な
現
実
、
あ
る
い
は
危
険
と
隣
り

合
わ
せ
で
あ
る
緊
張
感
に
あ
ふ
れ
た
創
作
行
為
そ
の
も
の
に
目
を
向
け

よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
こ
う
い
っ
た
主
題
を
扱
っ
て
い
る
他
の
本
に
対

す
る
、
一
種
の
挑
発
と
も
思
え
る
。「
旅
す
る
こ
と
と
住
む
こ
と
と
は
わ

た
し
の
中
で
は
も
は
や
相
対
的
な
も
の
」
と
語
る
彼
女
の
危
う
く
も
快
感

を
も
た
ら
す
綱
渡
り
の
よ
う
な
、
身
を
張
っ
た
創
作
行
為
の
舞
台
裏
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
演
劇
へ
の
接
近
の
プ
ロ
セ
ス

　

そ
う
い
う
多
和
田
葉
子
が
演
劇
に
近
づ
い
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
ま

た
、
あ
る
意
味
、
必
然
的
で
お
も
し
ろ
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
ド
イ
ツ

は
作
家
の
朗
読
会
と
い
う
の
が
頻
繁
に
あ
っ
て
、
多
和
田
葉
子
も
年
に

百
回
近
い
朗
読
会
を
や
る
と
い
う
が
、
観
客
の
前
で
テ
ク
ス
ト
を
朗
読

し
、
読
ん
で
聞
か
せ
、
そ
の
後
に
観
客
と
対
話
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ

自
体
が
演
劇
だ
。
ド
イ
ツ
中
を
回
っ
て
そ
う
い
う
朗
読
会
を
重
ね
る
う
ち

に
、
自
然
と
演
劇
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
最

初
は
一
九
九
三
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
グ
ラ
ー
ツ
の
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
マ
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ル
ク
ト
演
劇
祭
で
、
多
和
田
葉
子
の
テ
ク
ス
ト
を
上
演
す
る
の
で
自
分
で

読
ん
で
く
れ
と
言
わ
れ
て
読
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
ら
し
い
。（D

ie 

K
ranichm

aske, die bei N
acht strahlt

（
夜
光
る
鶴
の
仮
面
））。
こ
れ
が
楽
し

か
っ
た
の
で
、
一
人
で
朗
読
す
る
よ
り
は
い
ろ
ん
な
人
と
や
る
方
が
お

も
し
ろ
そ
う
と
、
戯
曲
を
書
き
始
め
た
と
い
う
。
一
九
九
七
年
に
はW

ie 
der W

ind im
 Ei

（
卵
の
中
の
風
の
よ
う
に
）
が
や
は
り
グ
ラ
ー
ツ
の
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
で
初
演
さ
れ
た
。

　TILL

（
テ
ィ
ル
）
やSancho Pansa

（
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
）
と
い
う
戯

曲
が
産
ま
れ
た
経
緯
も
示
唆
的
だ
。
劇
団
「
ら
せ
ん
舘
」
は
島
田
三
郎

が
主
宰
す
る
ド
イ
ツ
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
で
上
演
活
動
を
し
て
い
る
劇
団

で
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
の
劇
団
と
組
ん
で
日
独
で
活
躍
す
る
多
和
田
葉
子
の
テ

ク
ス
ト
を
使
い
た
い
と
申
し
込
ん
だ
ら
、
そ
れ
な
ら
新
作
戯
曲
を
書
き
ま

し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
、
こ
れ
が
一
九
九
八
年
のTILL

だ
14
。

最
初
か
ら
日
独
の
劇
団
／
俳
優
が
ク
ロ
ス
す
る
の
を
前
提
に
多
和
田
葉

子
自
身
が
意
図
し
て
二
ヵ
国
語
で
書
い
た
戯
曲
で
あ
る
。
テ
ィ
ル
・
オ
イ

レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
・
ツ
ア
ー
と
い
う
の
に
日
本
人
御
一
行
様
が
出
か
け

て
、
い
つ
し
か
ド
イ
ツ
中
世
の
世
界
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
き
、
い
ろ
い
ろ

な
騒
ぎ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
で
観
客
を
も
、
テ
ィ
ル
と
い

う
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
中
世
の
イ
タ
ズ
ラ
者
の
世
界
に
巻
き
込
ん
で

い
こ
う
と
い
う
も
の
。
さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
ド
イ
ツ
で
も
日
本
で
も
上

演
時
に
字
幕
も
同
時
通
訳
も
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
。
多
和
田
葉
子
自
身
、

ド
イ
ツ
に
初
め
て
行
っ
た
と
き
に
通
訳
も
翻
訳
も
な
く
、
ま
っ
た
く
の
言

葉
の
穴
に
落
ち
込
ん
だ
。
旅
を
す
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
穴
の
空
間
に

出
合
う
こ
と
だ
ろ
う
と
…
…TILL

そ
の
も
の
も
、
そ
う
い
う
多
和
田
葉

子
の
言
葉
の
位
相
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

　

そ
の
次
がSancho Pansa

。
も
ち
ろ
ん
あ
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
を

転
換
さ
せ
た
も
の
で
、
サ
ン
チ
ョ
・

パ
ン
サ
が
そ
の
両
性
具
有
的
な
視
点

で
ロ
バ
か
ら
女
性
の
姿
に
変
え
ら
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
基
本
的
に
女
優
だ

け
の
芝
居
。
し
か
も
多
和
田
葉
子
が

選
ん
だ
十
枚
の
画
を
も
と
に
し
な
が

ら
、中
世
か
ら
現
代
ま
で
の
世
界
が
、

ひ
っ
く
り
返
し
の
視
点
か
ら
立
ち
あ

が
っ
て
く
る
、
と
い
う
構
図
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
ら
せ
ん
舘
に
よ
る

上
演
で
、
日
本
で
は
日
本
人
と
ス
ペ

イ
ン
人
の
共
演
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
語

や
フ
ラ
メ
ン
コ
も
出
て
き
て
、
私
は
二
〇
〇
二
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
も
再
演

を
見
た
の
だ
が
、
こ
の
と
き
は
さ
ら
に
ド
イ
ツ
人
も
加
わ
っ
て
の
共
演

で
、
多
和
田
葉
子
自
身
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
が
も
っ
と
出
て
き
て
、
い
ろ
ん

な
言
語
が
行
き
来
し
て
い
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
言
葉
に
よ
る
世
界
が
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
な
っ

て
い
く
経
緯
が
、
多
和
田
葉
子
に
お
い
て
は
境
界
を
耕
す
一
連
の
行
為
の

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
多
和
田
葉
子
の
あ
り
方
そ
の
も
の

に
、
演
劇
的
な
可
能
性
と
い
う
も
の
が
し
っ
か
り
感
じ
と
れ
る
だ
ろ
う
。

多
言
語
化
し
て
い
く
と
、
舞
台
を
意
味
と
し
て
だ
け
把
握
し
て
い
る
人
は

誰
も
い
な
い
と
い
う
状
態
に
な
る
。
そ
こ
に
穴
が
で
き
る
。
必
ず
不
透
明

な
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
言
葉
の
音
や
意
味
や
形
象
が
解
体
し
て

踊
り
だ
す
の
だ
…
…
。

多和田葉子作『Sancho Pansa』（「らせん館」）
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TILL

（
テ
ィ
ル
）
の
上
演
実
践
が
孕
む
位
相

　

日
独
両
語
混
在
で
書
か
れ
て
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
こ
の
戯
曲
は
、
ド

イ
ツ
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
演
劇
工
房
と
日
本
の
劇
団
ら
せ
ん
館
の
共
同
創

作
で
、
一
九
九
八
年
春
に
は
ド
イ
ツ
で
、
秋
に
は
日
本
で
、
日
独
を
中
心

に
し
た
多
国
籍
の
俳
優
に
よ
っ
て
日
独
両
語
の
同
等
の
混
在
で
、
し
か
も

い
ず
れ
も
同
時
通
訳
も
字
幕
も
な
し
の
、〈
翻
訳
劇
〉
な
ら
ぬ
、
意
図
的

に
〈
翻
訳
さ
れ
な
い
劇
〉
だ
。

　

い
わ
ゆ
る
狭
義
の
翻
訳
で
あ
る
二
言
語
間
翻
訳
に
お
い
て
も
、
翻
訳
者

に
許
さ
れ
る
範
囲
と
は
ど
こ
ま
で
か
、
そ
も
そ
も
裁
量
範
囲
が
存
在
す

る
の
か
と
い
う
問
い
を
も
た
ら
す
が
、
多
和
田
葉
子
文
学
に
顕
著
な
ク
ロ

ス
・
ジ
ャ
ン
ル
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
、
書
き
手
だ
か
ら
許
さ
れ
る
特

権
な
の
だ
ろ
う
か
。〈
翻
訳
〉
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
ヤ

コ
ブ
ソ
ン
が
何
を
語
ろ
う
と
も
、
翻
訳
の
理
論
と
実
践
の
間
の
「
傷
口
」

は
い
ま
な
お
途
方
も
な
く
大
き
い
。
い
か
に
原
文
に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
し

て
も
な
お
、
翻
訳
は
翻
訳
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
解
釈
営
為
で
あ

る
こ
と
は
免
れ
え
な
い
。
何
で
も
分
か
っ
た
つ
も
り
で
等
号
（
＝
）
で
境

界
を
埋
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
日
本
で
は
、
翻
訳
文
化
そ
の
も
の
が
個
々

人
の
〈
翻
訳
〉
作
業
を
阻
害
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
は
、
あ
る
い
は

TILL

（
テ
ィ
ル
）
の
上
演
実
践
が
暗
に
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で

も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

上
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
二
ヶ
国
語
立
て
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
作
者
の

言
葉
に
は
こ
う
あ
っ
た
。

　

観
光
は
異
文
化
と
の
接
触
の
方
法
と
し
て
あ
ま
り
に
も
表
面
的
で
あ
る

た
め
、
ま
じ
め
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
私
た
ち
自
身
が
し
ば
し

ば
観
光
客
に
他
な
ら
な
い
の
に
、
観
光
客
を
軽
蔑
し
て
し
ま
う
。
観
光
客

は
常
に
他
者
だ
か
ら
。
世
界
を
〈
誤
解
〉
す
る
か
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
頼

る
か
、
あ
る
い
は
何
に
も
理
解
し
な
い
か
。
戯
曲
『
テ
ィ
ル
』
は
、
観
光

と
い
う
現
象
を
皮
肉
り
な
が
ら
も
、同
時
に
、新
し
い
世
界
に
ふ
れ
る
チ
ャ

ン
ス
と
し
て
の
旅
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
る
。﹇
中
略
﹈
知
識
と
し
て

の
異
文
化
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
し
て
消
費
す
る
の
で
な
く
、
よ
く
分

か
ら
な
い
も
の
を
観
察
し
た
り
、
触
っ
て
み
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ

れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
ま
で
当
た
り
前
で
な
く
な
り
、

も
の
の
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る
旅
。
不
安
で
未
知
の
世
界
で
こ
そ
、
異
文

化
で
あ
れ
自
文
化
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
自
分
の
感
情
に
お
い
て
で
あ
れ
、

人
は
、
新
し
い
も
の
を
発
見
で
き
る
の
だ

15
。

　　

わ
か
ら
な
い
コ
ト
や
コ
ト
バ
、
つ
ま
り
は
他
者
や
異
界
に
出
会
う
、
旅

と
は
本
来
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
重
ね
て
多
和
田
葉
子
は
、
自

ら
が
ド
イ
ツ
で
暮
ら
し
始
め
た
と
き
に
体
験
し
た
よ
う
な
言
葉
が
生
ま

れ
て
く
る
穴
、
二
言
語
と
二
文
化
の
狭
間
と
い
う
境
界
域
を
、
意
図
的
に

舞
台
空
間
に
創
り
だ
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
戯
曲
の
冒
頭
に
い
わ

く
、　

こ
の
劇
は
五
幕
か
ら
な
り
、
物
語
ま
た
は
イ
メ
ー
ジ
部
分
は
日
本
語
で

書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
ド
イ
ツ
語
訳
が
す
ぐ
後
に
続
く
。﹇
中
略
﹈
会
話

部
分
は
、
両
言
語
と
も
あ
え
て
翻
訳
を
つ
け
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
が
で

き
な
い
観
客
、
ま
た
は
日
本
語
が
で
き
な
い
観
客
に
と
っ
て
は
、
劇
の
一

部
は
謎
の
ま
ま
流
れ
て
い
く
。
そ
れ
で
も
、
音
楽
的
に
（
言
葉
の
リ
ズ
ム

そ
の
他
）
ま
た
は
映
像
的
に
、
そ
の
謎
へ
の
手
が
か
り
を
感
じ
さ
せ
る
よ

う
に

16
。



65

̶̶̶　日本　文化の交差点として　̶̶̶

　

謎
が
わ
か
り
た
く
な
っ
た
と
き
、
言
葉
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
必
要

だ
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
ん
な
言
葉
な
の
だ
ろ
う
。
言
葉
に
は
、
表
情
や
身

振
り
、
声
や
響
き
と
い
っ
た
身
体
性
も
含
ま
れ
よ
う
し
、
場
面
や
反
応
、

雑
音
や
音
楽
、
光
や
像
と
い
っ
た
も
の
も
随
伴
す
る
。
日
本
人
通
訳
は
職

業
的
な
仲
介
者
と
し
て
、
分
か
ら
な
い
こ
と
を
楽
し
む
の
で
な
く
説
明
し

よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
次
々
に
起
こ
る
不
条
理
な
出
来
事
に
次
第
に
機
能

不
全
に
陥
っ
て
い
く
。
情
報
や
知
識
、
他
人
の
通
訳
・
解
釈
で
は
埋
め
ら

れ
な
い
も
の
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
に
遮
断
さ
れ
な
い
直
接
の
体
験
、

発
見
、
驚
き
を
喚
起
さ
れ
る
こ
と
で
、
観
客
も
と
も
に
、
自
前
で
言
葉
を

探
し
、
自
分
な
り
の
「
翻
訳
」
を
紡
い
で
い
く
し
か
な
い
、
そ
ん
な
地
平

に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
。

　

そ
の
仕
掛
人
が
、
ド
イ
ツ
民
衆
伝
説
の
神
話
的
な
い
た
ず
ら
者
、
テ
ィ

ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
。
民
衆
本
を
基
に
自
由
に
解
釈
・
改
作

さ
れ
た
テ
ィ
ル
が
、
観
（
光
）
客

を
中
世
の
ド
イ
ツ
世
界
へ
と
誘
っ

て
い
く
。
緑
色
の
髪
と
目
を
も
ち
、

肛
門
と
口
の
二
つ
の
口
の
お
し
ゃ

べ
り
で
人
を
煙
に
ま
き
、
あ
ら
ゆ

る
風
景
と
境
界
を
く
ぐ
り
抜
け
る

テ
ィ
ル
は
、
そ
の
自
由
奔
放
な
行

為
で
す
べ
て
の
価
値
を
ひ
っ
く
り

か
え
す
、
い
わ
ば
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

で
あ
る
。
創
造
者
で
破
壊
者
、
善

で
あ
る
と
と
も
に
悪
で
あ
る
と
い

う
両
義
性
を
そ
な
え
て
、
両
端
に

引
き
裂
か
れ
た
価
値
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
に
な
い
、
そ
の
地
口
、

駄
洒
落
、
謎
か
け
で
既
成
の
身
分
秩
序
を
か
ら
か
い
、
多
次
元
を
自
由
に

往
還
し
て
世
界
の
隠
れ
た
貌か
お

を
顕
在
化
さ
せ
る
。
見
え
な
い
ワ
イ
ン
を
飲

ま
せ
た
り
、
単
語
を
尻
取
り
遊
び
の
よ
う
に
つ
な
げ
た
り
、
鍛
冶
屋
で
火

か
き
棒
も
鋏
も
金
槌
も
繋
げ
て
し
ま
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
の
パ
ン

を
作
り
出
し
た
り
。
悪
戯
の
迂
回
の
迷
路
は
、
い
っ
た
ん
は
ま
り
こ
ん
だ

ら
出
ら
れ
な
い
閉
じ
た
記
号
体
系
を
揺
る
が
す
。
テ
ィ
ル
は
、
そ
う
い
う

磁
場
の
乱
れ
を
行
為
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
い
る
の
だ
。
最
後
に
、
窓

を
突
き
破
っ
て
向
こ
う
側
に
去
る
。
こ
っ
ち
側
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て

逃
げ
た
の
か
、
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
他
界
へ
突
き
抜
け
た
の
か
、
母
親

の
胎
内
、
語
母
の
世
界
に
戻
っ
た
の
か
、
不
明
の
ま
ま
に
―
。

　

テ
ィ
ル
の
悪
戯
を
面
白
が
る
の
が
、
テ
ィ
ル
の
日
本
版
と
も
い
う
べ
き

観
光
客
の
「
い
の
ん
ど
」
だ
。
通
訳
が
「
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
地

の
中
世
に
緑
の
髪
を
し
た
反
逆
児
が
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
と
言
う
と
、
す
ぐ
さ
ま
「
そ
い
つ
、
お
れ
。

お
れ
、
そ
れ
。
い
つ
か
、
あ
い
つ
だ
っ
た
、
そ
い
つ
の
今
、
お
れ
の
今
、

昔
」
と
受
け
る

17
。「
い
の
ん
ど
」
と
は
、
テ
ィ
ル
の
原
名
デ
ィ
ル
を
辞

書
で
引
い
た
ら
そ
の
薬
草
の
和
名
に
「
い
の
ん
ど
」
と
あ
っ
た
の
で
そ

れ
を
使
っ
た
、
と
後
か
ら
多
和
田
葉
子
本
人
に
聞
い
て
知
っ
た
の
だ
が
、

『
今
昔
物
語
』
に
で
も
「
い
の
ん
ど
」
と
い
う
人
物
像
が
存
在
す
る
の
か

と
調
べ
て
み
た
り
し
た
も
の
だ
。
多
和
田
葉
子
文
学
に
は
そ
う
い
う
日
独

の
ク
ロ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
手
法
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
。
た
と
え

ばTill
の
本
に
と
も
に
収
録
さ
れ
た
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
だ
け
で
書
か
れ

た
ラ
ジ
オ
劇O

rpheus oder Izanagi

（
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
あ
る
い
は
イ
ザ
ナ
ギ
）

（
九
七
年
に
南
ド
イ
ツ
放
送
で
初
演
）
は
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
子
供
が
い
つ

か
ど
こ
か
で
イ
ザ
ナ
ギ
の
子
供
と
結
ば
れ
て
生
ま
れ
た
オ
ギ
を
め
ぐ
る

多和田葉子『TILL』（「らせん館」）
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お
話
だ
っ
た
り
。
の
み
な
ら
ず
、『
犬
婿
入
り
』
や
『
か
か
と
を
な
く
し

て
』
な
ど
の
よ
う
に
、
異
類
婚
姻
譚
（
動
物
と
結
婚
し
た
こ
と
が
タ
ブ
ー
を

破
る
こ
と
で
露
見
し
て
し
ま
う
民
話
）
が
蘇
生
し
て
現
代
に
移
し
か
え
ら
れ

る
手
法
に
も
お
よ
ぶ
。
他
者
や
異
界
は
遠
く
て
近
い
、
近
く
て
遠
い
こ
と

を
、
神
話
や
昔
話
に
内
在
す
る
想
像
力
を
い
ま
一
度
現
代
に
呼
び
戻
す
こ

と
で
透
か
し
だ
し
、
そ
こ
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
ル
で
ユ
ー
モ
ア
の
あ
ふ
れ
る

世
界
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。

表
象
言
語
と
表
象
文
化
が
拓
く
可
能
性

　

TILL

の
日
本
上
演
に
先
立
っ
て
シ
ア
タ
ー
Ｘ
で
多
和
田
葉
子
の
講
演

会
が
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
話
も
示
唆
的
だ
っ
た
。
言
葉
を
以
前
は

「
見
て
」
い
た
の
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
に
出
会
っ
て
か
ら
は
「
聞
く
」
よ
う

に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
ラ
ジ
オ
劇
や
朗
読
会
が
盛
ん
で
「
聞
く
文
化
」

が
あ
っ
て
、
自
分
も
す
で
に
三
百
回
近
く
朗
読
会
を
や
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
書
く
自
分
が
読
者
に
出
会
い
さ
ら
さ
れ
る
演
劇
的
な
行
為
だ
。
演
劇

で
は
も
っ
と
い
ろ
ん
な
他
者
に
さ
ら
さ
れ
、
自
分
の
中
の
対
話
性
も
増
幅

さ
れ
て
、
そ
ん
な
手
応
え
を
求
め
て
演
劇
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。

舞
台
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
見
え
聞
こ
え
て
き
て
、
意
味
へ
の
予
感
で

耳
が
お
化
け
に
な
り
そ
う
。
自
分
の
言
葉
が
台
本
か
ら
離
れ
て
い
く
の
が

楽
し
い
、
と
。
言
葉
を
身
体
言
語
と
空
間
言
語
に
戻
し
な
が
ら
、
舞
台
を

異
界
に
身
を
置
く
旅
の
場
に
す
る
演
劇
の
未
来
形
の
ひ
と
つ
が
、
こ
こ

に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
テ
ク
ス
ト
を
〈
い
ま
、
こ
こ
、

我
々
〉
に
向
か
っ
て
解
き
放
す
演
劇
と
い
う
場
は
、多
層
の
実
践
的
な
〈
翻

訳
〉
が
ク
ロ
ス
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
遊
戯
の
空
間
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ

は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
後
継
者
と
言
わ
れ
た
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
揺
さ
ぶ

り
を
か
け
て
い
た
ベ
ク
ト
ル
と
も
共
振
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
多
和

田
葉
子
の
修
士
論
文
は
ミ
ュ
ラ
ー
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
に
つ
い

て
だ
っ
た
し
、
博
士
論
文Spielzeug und Sprachm

agie

（
玩
具
と
言
葉
の

魔
術
）
は
そ
の
ミ
ュ
ラ
ー
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
論
も
飛
び
か
う
、
言
葉

の
玩
具
箱
の
よ
う
だ
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
昨
今
つ
と
に
語
ら
れ
て
き
た
「
表
象
の
危
機
」、

「
歴
史
／
物
語
／
出
来
事
の
終
焉
」
と
い
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
文
学
で
あ
れ
芸
術
や
歴
史
で
あ
れ
、

表
象
再
現
さ
れ
た
も
の
が
完
結
し
た
作
品
や
世
界
像
と
し
て
一
方
的
に

手
渡
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
読
者
や
観
客
と
い
う
受
け
手
も
と
も
に
読
み
、

見
聞
き
し
経
験
す
る
創
造
者
に
な
る
こ
と
へ
の
、
テ
ク
ス
ト
を
媒
介
に

〈
翻
訳
〉
作
業
が
共
有
さ
れ
て
言
葉
が
生
成
す
る
境
界
域
で
物
語
や
歴
史

が
創
ら
れ
、
作
品
受
容
が
出
来
事
へ
と
回
路
を
逆
転
さ
せ
て
パ
フ
ォ
ー
マ

テ
ィ
ブ
な
場
と
な
る
こ
と
へ
の
転
換
、と
も
読
め
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
は
、

作
者
と
読
者
の
二
元
構
造
の
終
焉
。
多
和
田
葉
子
は
、
書
く
と
は
建
物
を

建
て
る
よ
う
な
も
の
、
そ
の
建
物
は
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
入
れ
て
い
ろ

い
ろ
な
風
に
見
え
た
ほ
う
が
よ
り
生
命
力
は
強
い
、
ど
う
見
て
ど
う
翻

訳
・
解
釈
す
る
か
は
、
読
者
の
自
由
な
の
だ
、
と
言
う
。

　

言
語
や
文
化
、
ジ
ャ
ン
ル
や
時
空
の
境
界
地
帯
に
建
て
ら
れ
る
オ
ー
プ

ン
な
多
和
田
葉
子
文
学
の
建
物
は
、
ど
こ
で
生
ま
れ
何
語
で
話
す
何
国
人

か
と
い
う
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
も
は
ず
し
た
、
徹
底
し
て
自
由
な
個

人
の
自
在
な
読
み
が
集
う
場
を
志
向
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
飛
び
か
う
の
は
も
ろ
も
ろ
の
言
の
葉
、
言
説
化
を
求
め
る
語
母
の
言

霊
、
さ
し
ず
め
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
の
精
霊
エ
ア

リ
エ
ル
だ
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
言
わ
れ
る
趨
勢
の
中
で
、
現
実
に
は
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個
々
人
は
従
来
の
紐
帯
か
ら
外
さ
れ
て
ア
ト
ム
化
し
、
し
か
も
膨
大
な
情

報
に
さ
ら
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
よ
う
。
そ
う
い

う
な
か
で
受
け
身
の
一
方
通
行
の
回
路
で
は
な
く
、
他
者
の
世
界
に
つ
な

が
り
う
る
個
有
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ー
ド
を
ど
う
育
む
か
が
、
切
実
な
問

題
に
も
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
地
帯
の
豊
か
さ
を
発
見

し
て
耕
し
、
そ
こ
で
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
の
器
官
と
な
っ
て
、
共
有

の
地
平
に
拓
か
れ
た
自
分
の
言
葉
や
経
験
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
く
、
ク
レ

オ
ー
ル
化
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
地
平
で
起
こ
り
、
新
た
な
言
葉
や
文
化
が
そ

の
つ
ど
の
〈
私
〉
と
〈
あ
な
た
〉
の
間
に
生
成
し
て
は
、消
え
て
い
く
。〈
境

界
を
耕
す
〉
多
和
田
葉
子
の
文
学
営
為
の
位
相
に
は
、
そ
ん
な
表
象
言
語

と
表
象
文
化
の
拓
く
可
能
性
が
胚
胎
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
ブ
レ
・BRECH

T

』
―
高
瀬
ア
キ
と
の
ピ
ア
ノ
・
デ
ュ
オ

そ
の
多
和
田
葉
子
が
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
高

瀬
ア
キ
と
い
っ
し
ょ
に
音
と
言
葉
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
始
め
た
。
ド

イ
ツ
が
中
心
だ
が
、
日
本
語
も
ド
イ
ツ
語
も
分
か
ら
な
い
人
々
の
た

く
さ
ん
住
む
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
も
公
演
し
、
そ
し
て
二
〇
〇
一

年
か
ら
は
日
本
で
も
時
折
公
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ピ
ア
ノ
の
音

は
朗
読
の
伴
奏
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
、
交
わ
っ
た
り

離
れ
た
り
し
な
が
ら
進
ん
で
行
く
デ
ュ
オ
。
こ
れ
が
実
に
楽
し
い
。

私
が
最
初
に
聞
い
て
魅
了
さ
れ
た
の
が
、
二
〇
〇
一
年
の
チ
ェ
ー
ホ
フ

演
劇
祭
の
一
環
と
し
て
東
京
は
シ
ア
タ
ー
Ｘ
で
公
演
さ
れ
た
『
ピ
ア
ノ
の

か
も
め
／
声
の
か
も
め
』。
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
戯
曲
を
お
芝
居
と
し
て
や
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
演
劇
と
は
ま
た
別
の
形
で
チ
ェ
ー
ホ
フ
を
舞
台
に

乗
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
思
っ
て

取
り
組
み
始
め
た
ら
し
い
。
チ
ェ
ー
ホ

フ
を
読
ん
で
触
発
さ
れ
た
も
の
を
自
分

な
り
に
追
っ
た
り
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
亡

霊
と
対
話
し
て
聞
い
て
み
た
り
、
彼
の

言
葉
の
中
の
音
楽
性
を
探
し
た
り
、
ま

た
は
彼
の
同
時
代
の
ロ
シ
ア
の
作
曲
家

た
ち
の
音
を
文
学
を
と
り
ま
く
背
景
と

し
て
見
つ
め
直
し
て
み
た
り
。
本
人
い

わ
く
、
コ
ン
サ
ー
ト
と
演
劇
と
研
究
発

表
と
漫
才
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
朗
読

と
い
う
よ
り
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
と
の
対
話
と
も
い
う
べ
き
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

で
、
そ
の
間
で
言
葉
が
動
く
空
間
を
作
り
出
す
試
み
な
の
だ
。

二
〇
〇
三
年
秋
に
同
じ
シ
ア
タ
ー
Ｘ
で
開
催
さ
れ
た
「
ブ
レ
ヒ
ト
的
ブ

レ
ヒ
ト
演
劇
祭
」
の
参
加
作
品
と
し
て
上
演
さ
れ
た
多
和
田
葉
子
＋
高
瀬

ア
キ
の
デ
ュ
オ
『
ブ
レ
・BRECH

T

』
も
抜
群
だ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
そ

の
も
の
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
言
葉
遊
び
で
も
あ
る
し
、
連
想
ブ
レ
ヒ

ト
ゲ
ー
ム
で
も
あ
る
し
、
他
の
言
葉
と
ど
ん
ど
ん
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ぶ

れ
る
、
ず
れ
る
、
ス
イ
ン
グ
す
る
、
英
語
の
ブ
レ
イ
ク
、
ド
イ
ツ
語
の

brechen

に
も
つ
な
が
る
。
あ
る
い
は
「
プ
レ
」
に
も
。「
ポ
ス
ト
・
ブ
レ

ヒ
ト
演
劇
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
「
プ
レ
・
ブ
レ

ヒ
ト
」
で
は
な
く
、「
ブ
レ
・
ブ
レ
ヒ
ト
」
だ
よ
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
、

ポ
ス
ト
で
も
プ
レ
で
も
な
い
「
ぶ
れ
か
た
」
が
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

全
体
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。

実
際
に
多
和
田
葉
子
の
テ
ク
ス
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
に

19
、
ブ
レ
ヒ
ト
を

知
っ
て
い
れ
ば
「
あ
、そ
う
来
た
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
随
所
に
あ
っ
て
、

多和田葉子作『ピアノのかもめ・声のかもめ』
（シアターＸ、2001 年）
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分
か
っ
て
い
る
と
そ
の
掛
け
合
い
方
が
お
も
し
ろ
く
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
対
話

す
る
と
か
、
ブ
レ
ヒ
ト
を
踏
ま
え
て
と
か
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ブ
レ

ヒ
ト
を
乗
っ
取
っ
て
、「
ブ
レ
ヒ
ト
」
を
手
玉
に
と
り
な
が
ら
、
と
き
に

ひ
っ
く
り
返
し
て
ブ
レ
ヒ
ト
に
ア
カ
ン
ベ
エ
を
し
て
み
せ
て
い
る
、
み
た

い
な
遊
び
方
な
の
だ
。
多
和
田
葉
子
自
身
は
あ
ま
り
ブ
レ
ヒ
ト
に
好
意
を

も
っ
て
な
い
と
語
っ
て
い
た
が
、
だ
か
ら
逆
に
対
抗
の
テ
ン
シ
ョ
ン
が
高

く
て
、
私
に
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
と
き
よ
り
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

例
え
ば
冒
頭
に
「
亡
命
者
の
対
話
」
20
と
い
う
の
が
あ
り
、
多
和
田
葉

子
自
身
も
自
分
を
亡
命
者
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
（
本
人
い
わ

く
「
私
の
は
政
治
亡
命
で
は
な
く
て
経
済
亡
命
な
の
よ
」）、
そ
う
い
う
「
亡

命
者
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
前
提
に
置
い
て
、
し
か
し
ブ
レ
ヒ
ト
の
場
合

の
（
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
た
）
亡
命
者
と
い
う
存
在
を
ス
ポ
ン
と
逆
転
し
て

み
せ
る
。
自
分
が
菊
の
御
紋
の
入
っ
た
日
本
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
な
く
し
た

こ
と
を
契
機
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
『
亡
命
者
と
の
対
話
』
に
も
そ
ん
な
話
が

あ
っ
た
っ
け
と
探
し
て
み
た
り
、
あ
ち
こ
ち
空
港
や
タ
ク
シ
ー
会
社
に
電

話
し
て
み
よ
う
と
し
て
、
自
分
の
詩
を
読
ん
で
く
れ
と
頼
ん
だ
運
転
手
の

こ
と
を
思
い
出
し
た
り
、
旅
に
行
か
せ
た
く
な
い
猫
ク
ン
が
食
べ
ち
ゃ
っ

た
の
か
な
と
思
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
ブ
レ
方
、
か
ら
か
い
方
が
、
ブ

レ
ヒ
ト
の
「
亡
命
者
」
の
悲
惨
さ
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
部
分
を
ス
ポ
ン

と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
方
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
し

ま
う
。
菊
の
御
紋
の
パ
ス
ポ
ー
ト
が
あ
ろ
う

が
無
か
ろ
う
が
私
は
私
な
ん
だ
と
い
う
、
パ

ス
ポ
ー
ト
が
い
っ
た
い
何
な
の
よ
、
と
い
う

よ
う
な
。

「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」
と
い
う
の
も
、
ブ
レ

ヒ
ト
の
『
コ
イ
ナ
さ
ん
の
話
』
の
中
に
出
て

く
る
「
ノ
ー
を
言
う
こ
と
を
学
ん
だ
男
の
話
」
と
い
う
の
が
下
敷
だ
21
。

コ
イ
ナ
さ
ん
が
暴
力
の
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
話
し
た
後
で
語
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
だ
が
、
あ
る
男
が
特
務
機
関
の
男
に
訪
問
さ
れ
て
オ
レ
の
言
う
こ

と
を
聞
け
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
言
う
と
お
り
に
し
て
贅
沢
三
昧
さ
せ
、

あ
げ
く
に
七
年
後
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
と
き
に
初
め
て
そ
の
男

は
「
ノ
ー
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
も
の
。
そ
の
特
務
機
関
の
男
が
「
の
っ

ぺ
り
さ
ん
」
に
姿
を
変
え
て
出
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
パ
ソ
コ
ン
の

ネ
ッ
ト
や
携
帯
サ
イ
ト
を
通
し
て
の
よ
う
に
、
顔
も
氏
素
性
も
分
か
ら
な

い
の
に
、
断
わ
り
も
な
く
当
た
り
前
の
顔
を
し
て
「
オ
レ
の
言
う
こ
と
を

聞
け
」
と
侵
入
・
侵
犯
し
て
く
る
「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」
は
、
情
報
化
社
会

で
向
こ
う
側
に
い
る
得
体
の
知
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
も
の
を
思

わ
せ
る
、
現
代
版
の
「
特
務
機
関
の
男
」
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ち
ら
の
私

室
に
ず
か
ず
か
と
と
き
に
は
気
付
か
な
い
ま
ま
侵
入
し
て
く
る
情
報
も

無
断
侵
入
者
だ
。「
ノ
ー
」
を
言
え
な
い
う
ち
に
そ
の
「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」

が
次
第
に
姿
を
変
え
て
別
の
存
在
に
変
わ
っ
て
い
き
、
こ
ち
ら
は
い
つ
し

か
そ
れ
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ

ア
的
な
恐
怖
感
も
お
ぼ
え
さ
せ
ら
れ
る
。

明
示
的
に
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、
使
わ
れ
て
い
た
音

楽
も
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
と
い
う
の
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
誰
で
も
こ
れ
な

ら
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
パ
ロ
デ
ィ
化
で
は
な
く
、
そ
れ
を

使
っ
て
声
と
音
で
遊
ん
で
見
せ
る
。
言
葉
の
表
面
の
音
の
お
も
し
ろ
さ
も

圧
倒
的
だ
。
た
と
え
ば「
ポ
リ
ー
と
マ
ッ
ク
の
結
婚
式
」と
題
さ
れ
た
、「
こ

け

む
す

こ
け

で
ら

こ
け

こ
っ
か

国
家
公
務
員

コ
ッ
カ

イ
ン
…
…

御
結
婚

コ
ケ
コ
ッ
コ

コ
ケ
ッ
コ
ン

御
結
婚
」
な
ど

は
、爆
笑
。
結
婚
式
を
こ
れ
だ
け
か
ら
か
え
る
と
い
う
の
も
小
気
味
い
い
。

純
粋
に
舞
台
と
し
て
も
、
多
和
田
葉
子
と
高
瀬
ア
キ
の
対
照
の
妙
が
ま
た

多和田葉子・高瀬アキ
『ブレ・BRECHT』（2003 年）
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い
い
。
ア
キ
の
時
お
り
発
す
る
声
も
お
も
し
ろ
く
、
一
言
発
す
る
た
び
に

周
囲
の
み
ん
な
が
大
笑
い
だ
。
二
人
で
掛
け
合
漫
才
を
し
て
い
る
よ
う
。

高
瀬
ア
キ
が
ピ
ア
ノ
を
弾
き
な
が
ら
音
と
存
在
自
体
で
も
「
突
っ
こ
み
」

を
や
っ
て
い
て
、
そ
の
上
で
多
和
田
葉
子
が
「
呆
け
」
と
し
て
自
由
自
在

に
動
い
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
た
。
高
瀬
の
ピ
ア
ノ
も
一
九
二
〇

年
代
の
音
を
い
ろ
い
ろ
取
り
入
れ
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
自
由
に
音
を
創
作

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

 D
iagonal

―
言
葉
の
カ
ン
パ
ノ
ロ
ジ
ー

　

そ
う
い
う
多
和
田
葉
子
の
朗
読
と
高
瀬
ア
キ
の
ピ
ア
ノ
の
デ
ュ
オ
が
、

二
〇
〇
三
年
に
ド
イ
ツ
発
売
で
Ｃ
Ｄ
に
な
っ
た
の
がdiagonal

（
対
角
線
）

だ
22
。
多
和
田
葉
子
の
詩
や
散
文
、
そ
れ
か
ら
の
抜
粋
や
断
片
が
一
三
篇

選
ば
れ
て
、
実
に
絶
妙
な
音
声
詩
、
あ
る
い
は
朗
読
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
と
、
記
号
と
像
と
、
ピ
ア
ノ
と
叫
び

と
ボ
ー
ル
や
ブ
ラ
シ
の
音
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
…
…
ま
さ
に
音
と
言
葉
の

カ
ン
パ
ノ
ロ
ジ
ー
だ
。『
ブ
レ
・BRECH

T

』
と
同
じ
デ
ュ
オ
な
の
だ
が
、

こ
れ
は
音
と
し
て
聞
け
る
Ｃ
Ｄ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
方
向
か
ら

語
っ
て
み
よ
う
。

　

言
葉
に
は
意
味
の
歴
史
と
並
ん
で
音
の
歴
史
が
あ
る
。「
カ
ン
パ
ノ
ロ

ジ
ー
」
と
は
教
会
の
鐘
を
作
る
製
作
術
、
鐘
鳴
学
の
こ
と
。「
言
葉
の
カ

ン
パ
ノ
ロ
ジ
ー
」
は
、
け
っ
し
て
意
味
で
は
説
明
で
き
な
い
し
、「
文
体
」

と
い
う
の
と
も
ち
ょ
っ
と
違
う
、
韻
律
と
も
違
う
し
、
あ
る
種
の
音
の
響

き
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
作
家
・
詩
人
は
固
有
の
声
と
し
て
持
っ
て
い

る
。
音
の
固
ま
り
方
の
違
い
か
、
余
韻
の
部
分
。
音
や
意
味
が
消
え
た
あ

と
の
、
た
な
び
く
反
響
の
部
分
。

作
家
・
詩
人
本
人
の
朗
読
会
で
は
、

そ
う
い
っ
た
も
の
が
身
体
的
・
生

理
的
に
も
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
そ

う
い
う
作
家
・
詩
人
の
味
わ
い
深

い
朗
読
会
に
、
日
本
で
も
ド
イ
ツ

で
も
何
度
か
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ

る
。だ
が
多
和
田
葉
子
の
場
合
は
、

そ
れ
に
ク
ロ
ス
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
、
ク

ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
、
ク
ロ
ス
フ
ォ

ン
、
オ
ム
ニ
フ
ォ
ン
、
エ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
部
分
が
加
わ
る
か
ら
、
実
に
自

在
に
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
な
る
。
多
和
田
葉
子
に
は
外
国
語
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
そ
う
し
た
言
語
ご
と
の
境
界

を
越
え
た
、
オ
ム
ニ
フ
ォ
ン
的
な
地
平
を
見
す
え
て
い
る
。
散
文
作
品
を

書
い
て
も
、
ど
れ
も
本
質
的
に
作
家
・
詩
人
な
の
だ
。
詩
人
だ
か
ら
そ
う

い
う
こ
と
が
鋭
敏
か
つ
命
が
け
で
で
き
る
。
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
の
間
で

さ
え
、
掛
け
こ
と
ば
や
連
想
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ど
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
ま

で
自
在
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
く
。

　

例
と
し
て”Tam

a”

を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

た
ま

た
ま
た
ま　

た
ま
が
こ
ろ
が
る

ま
た　

た
ま
が　

あ
た
た
ま
る

た
ま
が　

い
つ
つ
で　

た
ま
ご

た
ま
ご　

あ
た
た
め
る

あ
た
ま　

あ
た
た
ま
る

多 和 田 葉 子・ 高 瀬 ア キ『diagonal』
（2003 年）
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た
ま
が
こ
ろ
が
る

あ　

た
ま
が　

こ
ろ
が
る

あ
た
ま
が　

こ
ろ
が
る

TA
M

A
 Schöne Edelsteine 

TA
M

A
 Perlen 

TA
M

A
 Etw

as Schönes W
ichtiges 

TA
M

A
 Etw

as R
undes w

ie zum
B

eispiel Spielbälle, G
eschosse.

G
lühbirnen, Eier, H

oden, Tränen,
Linsen oder Puppiellen 
TA

M
A

 Seele 
TA

M
A

 G
eister der D

inge, die 
den M

enschen Schutz und H
ilfe 

bieten. O
der Seelen der 

M
enschen, die den K

örper ver-
Lassen. Sie können unterw

egs 
auch m

it anderen Seelen
zusam

m
entreffen. Sie leben 

nach dem
 Tod des M

enschen 
w

eiter. M
an m

uss versuchen, sie m
ög-

lichst im
 K

örper zu behalten

23.

　

意
味
の
わ
か
ら
な
い
日
本
語
ひ
ら
が
な
の
絵
面
と
し
て
見
た
だ
け
で

も
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
語
を
音
と
し
て
読
ん
で
み
て
も
、
そ
れ
が
音
と

し
て
も
意
味
と
し
て
も
い
ろ
ん
な
掛
け
こ
と
ば
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
韻

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
語
は
ド
イ
ツ
語
に
意

味
と
音
に
お
い
て
ず
ら
さ
れ
て
、「
た
ま
＝Tam

a

＝Edelsteine/

宝

石
＝ Perlen/

真
珠 

＝ Etw
as Schönes W

ichtiges/

美
し
く
大
事
な
も

の
＝ Etw

as R
undes/

丸
い
も
の w

ie zum
 B

eispiel Spielbälle/

球, 
G

eschosse/

胎. G
lühbirnen/

電
球, Eier/

卵, H
oden/

睾
丸, Tränen/

涙, Linsen/

水
晶
体 oder Puppiellen/

瞳 

＝ Seele/

魂 

＝ G
eister der 

D
inge/

霊
魂
…
…
」
と
、
言
葉
遊
び
で 

展
開
し
て
い
く
。
し
か
も
そ
の

様
が
、
多
和
田
葉
子
の
朗
読
と
高
瀬
ア
キ
の
ピ
ア
ノ
の
デ
ュ
オ
で
、
こ
れ

ま
た
掛
け
合
い
な
が
ら
、
遊
び
つ
つ
、Spielbälle/

球
の
よ
う
に
転
が
っ

て
い
く
の
だ
。

　

パ
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
も
多
和
田
葉
子
は
マ
イ
ス
タ
ー
で
あ
る
。「
語

り
」
や
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
客
が
共
有
で
き
る

楽
し
さ
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
朗
読
で
も
即
興
で
も
な
い
。
も
ち
ろ

ん
本
人
が
書
い
た
テ
ク
ス
ト
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
「
再
現
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
再
現
し
た
ら
違
う
も
の
に
な
っ
て

そ
こ
に
現
存
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
彼

女
ら
し
い
遊
び
方
は
あ
る
。
ボ
ー
ル
や
羽
を
持
っ
て
き
た
り
、
ク
ル
ミ
を

持
っ
て
き
て
音
を
出
し
た
り
、
楽
し
い
な
と
思
う
。
で
も
そ
れ
を
真
似
す

れ
ば
そ
う
な
る
も
の
で
も
な
い
。「
あ
れ
ら
は
ド
イ
ツ
の
エ
コ
シ
ョ
ッ
プ

で
買
っ
て
き
た
の
」
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
辺
り
で
似
た
よ
う
な
も
の
を

買
っ
て
く
れ
ば
い
い
も
の
で
も
な
い
ん
だ
と
思
っ
た
も
の
だ
。
何
か
を

使
っ
て
の
遊
び
方
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
遊
び
方
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
楽
し
い
の
か
。
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ

ラ
ー
も
よ
く
自
分
の
テ
ク
ス
ト
を
自
分
で
朗
読
し
た
も
の
だ
が
、
そ
う
い

う
と
き
に
テ
ク
ス
ト
を
自
分
で
お
も
し
ろ
が
っ
て
ク
ス
ク
ス
と
い
う
笑

い
声
ま
で
聞
こ
え
て
き
た
り
し
た
。
ミ
ュ
ラ
ー
演
出
の
舞
台
で
も
、
よ
く

ミ
ュ
ラ
ー
自
身
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
産
ま
れ
て
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く
る
テ
ク
ス
ト
の
身
体
性
と
い
う
か
、
自
己
言
及
性
と
他
者
性
の
ね
じ
れ

と
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
違
う
位
相
が
そ
こ
に
生
起
す
る
。
多
和
田
葉
子
の

語
り
も
、
上
手
い
と
か
下
手
と
い
う
以
前
に
、
聞
い
て
い
て
と
て
も
伝

わ
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
あ
る
種
の
明
確
な
対
話

的
な
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
演
劇
も
こ
れ
が
「
演
劇
」

だ
と
い
う
固
定
形
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
へ
の
い
ろ
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の

仕
方
が
多
層
的
に
な
っ
て
く
る
と
、
従
来
「
演
劇
」
と
い
わ
れ
て
い
た
も

の
と
は
違
う
地
平
が
多
様
に
現
存
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
に
と
思
う
。　
　

　

多
和
田
葉
子
は
「
先
頭
走
者
」
と
し
て
、
類
例
の
な
い
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。
言
葉
の
紡
ぎ
手
・
送
り
手
と
し
て
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ー
と
し
て
も
。
詩
で
語
っ
た
り
、
散
文
や
対
話
で
や
っ
て
み

た
り
。
歌
っ
て
い
る
の
か
、
語
っ
て
い
る
の
か
、
朗
読
し
て
い
る
の
か
、

読
ん
で
い
る
の
か
。
一
つ
の
作
品
の
中
に
も
、
詩
・
散
文
・
韻
文
・
評
論

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
境
界
な
く
入
っ
て
い
た
り
す
る
し
、
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
と
き
も
、
い
ろ
ん
な
ス
タ
イ
ル
を
使
い
わ
け
て
い
る
。「
分
か

ら
な
い
こ
と
」
の
持
つ
意
味
、
よ
ろ
ず
分
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
つ
ま
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
し
、
む
し
ろ
分
か
ら
な
い
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ

と
い
う
よ
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場

で
伝
え
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
。
ラ
イ
ブ
の
舞
台
と
い
う
場
は
絶
対
に
必
要

だ
。
そ
こ
に
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
が
、
ぜ
ん
ぜ
ん
違
っ
て
く
る
。

　

舞
台
と
い
う
立
つ
場
所
が
あ
っ
て
、
限
ら
れ
た
空
間
で
、
こ
れ
か
ら
自

分
た
ち
が
や
る
こ
と
は
現
実
か
ら
ま
っ
た
く
遮
断
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
う

い
う
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も
の
、
聞
こ
え
て
く
る
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
こ
で
生
ま
れ
る
あ
る
種
の
、
受
け
手
の
側
の
緊
張

感
み
た
い
な
も
の
が
、
内
容
を
超
え
た
別
の
よ
ろ
こ
び
を
作
り
出
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。「
の
っ
ぺ
り
さ
ん
」
と
違
っ
て
、
舞
台
は
ラ
イ
ブ
で

人
間
同
士
が
自
発
的
に
出
会
う
共
有
空
間
だ
か
ら
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
な

い
顔
が
ど
う
や
っ
て
そ
こ
に
出
現
で
き
て
い
く
か
だ
。

　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　

個
人
に
お
い
て
言
葉
や
詩
や
音
楽
が
生
ま
れ
て
く
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

（
創
造
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
人
間
が
集
団
で
社
会
を
構
成
し
て
、
そ
の

社
会
を
ど
う
や
っ
て
運
営
し
て
い
く
か
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
を
、
統
一

的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
越
境
性
を
多
和
田
葉
子
文
学
は
孕
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
か
。
自
ら
が
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
動
点
と
な
っ
て
越
境

し
て
い
け
る
多
和
田
葉
子
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
視
点
を
ひ
っ
く
り
返

す
テ
ィ
ル
、
よ
ろ
ず
の
境
界
を
は
ず
し
て
媒
介
さ
せ
る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

な
の
だ
ろ
う
。
二
つ
の
言
語
と
文
化
の
狭
間
に
立
ち
続
け
る
と
は
、
双
方

の
豊
か
さ
を
生
き
る
こ
と
で
あ
り
つ
つ
、
両
極
に
も
引
き
裂
か
れ
か
ね
な

い
。
そ
の
危
い
状
況
を
逆
手
に
と
っ
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
や
っ
つ
け

る
、
言
葉
の
実
験
は
余
裕
が
あ
る
か
ら
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
切
羽

詰
ま
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
状
況
の
中
か
ら
出
て
く
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
遊

び
な
の
だ
、
と
も
多
和
田
葉
子 

は
語
っ
て
い
た
。
彼
女
は
や
は
り
、
パ

イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
位
相
を
面
白
が
っ
て
悪
戯
す
る
、
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ

ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
な
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
関
係
の
力
学
の
中
で
、
し

か
し
て
な
お
、
母
語
か
ら
語
母
へ
と
通
底
し
、
境
界
の
随
所
に
遍
在
す
る

エ
ア
リ
エ
ル
へ
と
、
二
一
世
紀
の
言
語
は
向
か
っ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う

か
。
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【
付
記
】

　

本
論
の
原
型
は
、
二
〇
〇
九
年
春
に
ド
イ
ツ
でTübinger Stauffenburg 

Verlag 
社
か
らC

hristine Ivanovic

編
で
刊
行
さ
れ
る
多
和
田
葉
子
文
学
へ
の

叢
書Transform

ing Texts/ Text Transform
ationen 

へ
の
寄
稿
で
あ
る
。
日
独

英
米
他
の
書
き
手
に
よ
っ
て
多
和
田
葉
子
文
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
語
ら

れ
る
各
論
考
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
。
ゆ

え
に
ま
さ
に
総
論
で
、
筆
者
自
身
の
日
本
語
の
文
章
を
部
分
的
に
使
っ
て
も
い

る
が
、昨
年
の
〈
表
象
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
〉特
集
号
の
と
き
と
同
様
に
、日
独（
語
）

双
方
で
の
発
表
も
一
興
か
と
、〈
日
本
〉
を
特
集
テ
ー
マ
と
す
る
今
回
の
「
総
合

文
化
研
究
」
誌
に
日
本
語
版
と
し
て
収
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
本

来
は
ド
イ
ツ
人
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
、
本
誌
で
の
掲
載
に
当
た
っ
て

は
多
少
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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an 

( Literarische Essays) , Tübingen: K
onkursbuchverlag, 1996.

７ 

多
和
田
葉
子
『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
傷
口
』、河
出
書
房
新
社
、一
九
九
三
年
、文
庫
版
、

一
九
九
九
年
。

８ 

多
和
田
葉
子
『
飛
魂
』、
講
談
社
、
一
九
九
八
年
。

９ V
gl. Yoko Taw

ada : D
as Prosagedicht D

reizehen 13. in: K
ünstlerbuch. bei 

Edition B
alance, G

otha, 1998. und auch in C
D

 diagonal. von Yoko Taw
ada und 

A
ki Takase, (Literature + M

usic D
uo), Tübingen: K

onkursbuchverlag/ C
D

B
ook, 

2003. Tetxe, S.13.

10 

Yoko Taw
ada : Verw

andlungen. (Tübinger Poetikvorlesungen), Tübingen: 

K
onkursbuchverlag, 1998. 

11 V
gl. W

alter B
enjam

ins Ü
bersetzungstheorie,w

ie  D
ie Aufgabe des U

bersetzers.  

in: G
esm

m
elte  Schriften. hrsg. von R

olf Tiedem
ann und H

erm
ann 

Schw
eppenhäuser. B

d. IV-1. Fft.a.M
.: Suhrkam

p Verlag, 1972.

12 

小
森
陽
一
「
声
を
書
く
」
は
、
多
和
田
葉
子
、
小
森
陽
一
ら
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
迎
え

て
の
本
学
の
創
立
百
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
基
に
し
た
荒
こ
の
み
・
谷
川
道
子

編
『
境
界
の
言
語
』
に
所
収
さ
れ
た
も
の
、
新
曜
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

13 

多
和
田
葉
子
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

14 Yoko Taw
ada : O

rpheus oder Izanagi. Till (Ein H
örspiel und ein Theaterstueck). 

Tübingen: K
onkursbuchverlag, 1998. „Till“

の
初
演
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
、
つ
い

で
東
京
、
京
都
、
神
戸
で
客
演
。 

15 
上
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
三
頁
に
掲
載
さ
れ
た
多
和
田
葉
子
自
身
の
日
独
両
語
に
よ
る

解
説
「
戯
曲
に
つ
い
て
」、
一
九
九
八
年
、
シ
ア
タ
ー
X
。

16 A
m

 A
nfang des Stücks Till. S.43.

17 Till. S. 46.
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18 Yoko Taw
ada : O

rpheus oder Izanagi. Till (Ein H
örspiel und ein Theaterstueck). 

Tübingen: K
onkursbuchverlag, 1998. 

19 
こ
の
と
き
の
多
和
田
葉
子 

の
テ
ク
ス
ト
の
一
部
は
、｢

『
ブ
レ
・BRECH

T

』
か
ら

の
詩｣
と
し
て
、『
す
ば
る
』
誌
の
二
〇
〇
三
年
一
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

20 

も
ち
ろ
ん
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
『
亡
命
者
の
対
話
』
の
本
歌
取
り
で
あ
る
。

21 V
gl. B

recht : M
assnahm

en gegen die G
ew

alt. in: G
eschichten von H

errn 

K
euner. B

ertolt B
ertolt W

erke, B
d.18. SS.13-14. Suhrkam

p Verlag, 1995.

22 Yoko Taw
ada und A

ki Takase : C
D

 diagonal. (Literature + M
usic D

uo). 

Tübingen: K
onkursbuchverlag/ C

D
B

ook, 2003.

23 Yoko Taw
ada : Tam

a. in: K
ünstlerbuch. bei Edition B

alance, G
otha, 1998. und 

auch in C
D

 diagonal. von Yoko Taw
ada und A

ki Takase, (Literature + M
usic 

D
uo ), Tübingen: K

onkursbuchverlag/ C
D

B
ook, 2003. Tetxe 08, S.7.
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ほ
と
ん
ど
が
想
像
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
の
主
旨
と
な
っ
て
い

る
2

。
ま
た
、
同
時
代
的
な
作
品
へ
の
反
応
の
一
部
は
、Ishiguro

を
典
型

的
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
作
家
と
し
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う

だ
3

。
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
る
、
作
品
へ
の
そ
う
し
た
反
応
の
是
非
は
と
に

か
く
と
し
て
、Ishiguro

が
八
○
年
代
か
ら
現
在
ま
で
に
至
る
世
界
的
な
文

学
創
作
の
変
化
・
変
質
へ
の
流
れ
の
な
か
で
、
あ
る
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
敢
え
て
日
本
に
帰
国
し
て
調
査
す

る
こ
と
を
せ
ず
、
想
像
力
に
よ
る
創
作
と
し
て
の
「
日
本
」
を
創
り
だ
そ

う
と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
的
な
歴
史
的
文
脈
に

お
い
て
最
も
重
要
で
あ
る
と
も
言
え
る
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
時
代
を

T
he R

em
ains of the D

ay (1989)

ま
で
の
三
作
に
お
い
て
連
続
し
て
取
り

上
げ
る
大
胆
さ
は
、Ishiguro

が
み
ず
か
ら
認
め
よ
う
と
す
る
以
上
に
作
品

が
野
心
的
な
意
匠
を
持
っ
て
創
作
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る

4
。

　

一
九
八
九
年
に
初
来
日
し
た
際
の
大
江
健
三
郎
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

に
お
い
て
も
、Ishiguro

は
あ
ら
た
め
て
作
品
中
の
日
本
を
想
像
に
よ
る

も
の
だ
と
定
義
す
る
と
同
時
に
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
し
て
日
本
を
描
い
た
作
家
と
し
て
自
分
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
無

効
さ
を
主
張
す
る

5
。Ishiguro

は
、
日
本
を
最
初
の
二
作
品
の
舞
台
に

設
定
し
、
初
期
三
作
品
の
総
括
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
三
作
目
のT

he 
R

em
ains of the D

ay

を
、
あ
た
か
も
典
型
的
な
イ
ギ
リ
ス
小
説
で
あ
る

あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
も
の
の
痕
跡
：K

azuo Ishiguro

のA Pale View

 of H
ills

に
お
け
る
「
日
本
」
と
語
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
雄
二

は
じ
め
に

　

K
azuo Ishiguro

が
デ
ビ
ュ
ー
し
て
二
十
年
以
上
が
経
過
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
○
年
代
に
か
け
て
、Salm

an R
ushdie

ら
と

と
も
に
喧
伝
さ
れ
たIshiguro
は
、
も
は
や
新
し
い
作
家
と
い
う
よ
り
も

定
着
し
た
権
威
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
新
作N

ever L
et M

e G
o (2005)

を

発
表
し
、
新
し
い
意
匠
を
垣
間
見
せ
て
も
い
る
が
、
も
は
やIshiguro

を

新
し
い
作
家
と
し
て
喧
伝
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
少
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
日
本
を
舞
台
と
し
た
初
期
のA

 Pale V
iew

 of H
ills (1982)

やA
n 

A
rtist of the Floating W

orld (1986)

な
ど
の
作
品
に
お
け
る
「
日
本
」

つ
い
て
、
十
分
な
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な

い
。

　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
や
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
が
公
的
な
力

を
得
た
八
〇
年
代
か
ら
九
○
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
世
界
の
文
学
界
に

お
い
て
、
日
本
生
ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
作
家
と
い
うIshiguro

の
背
景
は
、

Ishiguro

を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
作
家
と
し
て
定
義
づ
け
る
格
好
の
題
材
と

な
っ
た

1
。Ishiguro

自
身
も
、
そ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
英
語
を
用

い
た
創
作
活
動
を
活
発
に
行
い
得
た
の
に
違
い
な
い
が
、
日
本
を
題
材
と

し
た
こ
と
に
つ
い
て
のIshiguro

に
よ
る
説
明
は
、
五
歳
で
渡
英
し
て
以

来
日
本
に
戻
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
作
品
の
舞
台
と
し
て
の
日
本
は
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か
の
よ
う
に
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
意
に
日
本
的
な
作
家
で
あ
る

と
の
理
解
を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る

6
。

　
も
ち
ろ
ん
、
み
ず
か
ら
を
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
作
家
と
し
て
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
、
同
様
の
趣
旨
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

7
。

Ishiguro
の
姿
勢
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
を
例
に
挙
げ

8
、
日
本

人
に
語
り
か
け
る
目
的
で
作
品
を
書
い
て
い
る
と
告
白
す
る
大
江
の
姿

勢
と
も
対
照
的
で
あ
り

9
、
大
江
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
作
家

た
ち
や
大
江
に
よ
る
作
品
の
構
造
と
の
類
似
し
た
二
重
構
造
を
用
い
て

い
る
に
し
て
も
、Ishiguro
の
作
品
が
持
つ
二
重
性
を
、
大
江
自
身
や
、

大
江
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
名
前
を
挙
げ
て
い
るJoseph C

onrad

や
10

、

大
江
が
し
ば
し
ば
言
及
す
るM

ark Tw
ain

やW
illiam

 Faulkner

の
諸
作

品
に
お
け
る
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
構
造
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う

11
。
確
か
に
、W

hen W
e W

ere O
rphans (2000)

に
お
い
て
、M

ark 
Tw

ain

のT
he A

dventures of Tom
 Saw

yer
の
二
重
化
さ
れ
た
構
造
を
、

Tom

とH
uckleberry Finn

に
似
たC
hristopher

とA
kira

と
い
う
、
上

海
の
国
際
居
住
地
で
と
も
に
幼
少
期
を
過
ご
し
た
日
本
人
と
イ
ギ
リ
ス

人
の
コ
ン
ビ
に
よ
っ
て
反
復
す
る
か
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、Ishiguro

の

二
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、M

ark Tw
ain

のSt. Petersberg
や
奴

隷
州
の
領
域
の
内
部
に
ま
っ
た
く
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
両
親
の
失
踪
に
つ
い
て
の
探
索
を
行
うC

hristopher

を
追
う
か

た
ち
で
展
開
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
な
か
で
、
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
と
よ

り
複
層
的
な
相
互
関
係
を
結
ん
で
も
い
る

12
。

　

M
ark Tw

ain

や
現
代
作
家
ま
で
に
い
た
る
多
く
の
ア
メ
リ
カ
作
家
た

ち
が
、
ダ
ブ
リ
ン
グ
を
構
造
の
骨
子
と
し
、
た
と
え
ば
内
部
・
外
部
な
ど

の
二
項
対
立
的
な
関
係
性
を
重
視
し
て
き
た
傾
向
は
、Edgar A

. Poe

以

来
、
主
体
の
二
重
化
を
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
文
学
に
親
し
い
も

の
で
あ
り
、N

athaniel H
aw

thorne

や
そ
の
後
の
論
者
た
ち
が
定
義
づ
け

た
よ
う
な
意
味
で
の
、
リ
ア
ル
な
も
の
と
空
想
的
な
も
の
を
織
り
交
ぜ

る
か
た
ち
で
成
立
す
る
「
ロ
マ
ン
ス
」
の
形
式
そ
の
も
の
が
、
ア
メ
リ

カ
文
学
の
作
品
に
お
け
る
作
品
内
部
に
お
け
る
二
重
分
裂
を
必
然
化
し

て
い
た
と
も
言
え
る

13
。
ま
た
、『
豊
穣
の
海
』
そ
の
他
の
作
品
に
お
い

て
、
日
本
／
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
二
重
性
を
利
用
し
た
三
島
由
紀
夫
や
川
端

康
成
な
ど
の
日
本
作
家
た
ち
が
、
大
江
が
同
じ
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
指
摘
す

る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
外
国
人
に
と
っ
て
の
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
を
反
復
す
る

か
の
よ
う
に
し
て
「
日
本
」
を
構
築
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の

作
品
そ
の
も
の
が
西
欧
・
日
本
と
い
う
二
重
性
を
前
提
と
し
た
リ
ア
リ
ズ

ム
作
品
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い

14
。
大
江
の
作
品

が
、
作
品
の
語
り
手
と
な
り
、
知
的
理
解
の
中
心
と
な
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ

ン
ト
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
そ
の
ダ
ブ
ル
と
の
組
み
合
わ
せ
を
作
品
の
基

本
構
造
と
し
て
い
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
・
批
評
家
た
ち
が
、
リ
ア

ル
な
も
の
と
想
像
的
な
も
の
を
二
重
構
造
と
し
て
抱
き
合
わ
せ
る
形
式

と
し
て
「
ロ
マ
ン
ス
」
を
形
式
化
し
た
こ
と
な
ど
は
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、Ishiguro

の
作
品
が
持
つ
二
重
性
と
は
異
な
る
、
中
心
化
さ
れ
た
リ

ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
三
島
に
と
っ
て
の
西
欧
か
ら
の
視
点
で
あ
っ
た
り
、
大
江
に
と
っ
て

の
知
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
点
で
あ
っ
た
り
、M

ark Tw
ain

やW
illiam

 
Faulkner

に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
南
部
の
歴
史
で
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で

あ
る
。

　

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
に
お
い
て
、Ishiguro

が
谷
崎
潤
一
郎
や
川
端
康

成
に
つ
い
て
か
な
り
正
確
な
知
識
と
分
析
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
や

15
、

イ
ギ
リ
ス
で
育
つ
あ
い
だ
に
も
日
本
や
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
深
い
興

味
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
こ
と
か
ら

16
、Ishiguro

は
従



7 6

来 考 え ら れ て き た 以 上 に 日 本 の 文 学 と 文 化 に 精 通 し て い る と想
像 さ れ る 。

Ishiguro

の 作 品 に 先 立 ち 、 か つ

Ishiguro

の 作 品 と

同 時 代 的 で も あ っ た こ う し た 方 法 論 は 、 エ キ ゾ チ ッ ク な 対 象と 、 そ れ を エ キ ゾ チ ッ ク な 対 象 と し て 定 位 す る 視 点 を 自 動 的 に二 重 化 す る 点 で 共 通 し て お り 、 自 己 意 識 と そ の 対 象 と い う 形 で主 体 に よ る 明 証 的 な 客 体 の 理 解 を 前 提 と し て い る が ゆ え に 、 あく ま で も 西 欧 中 心 主 義 的 か つ 現 象 学 的 で あ る と 言 え る は ず だ 。主 体 と 、 主 体 か ら 切 り 離 さ れ た 対 象 に お け る 二 重 性 は 、 し か も必 然 的 に 、 主 体 と 主 体 形 成 に お い て 排 除 さ れ る 他 者 の 区 分 を 創り だ し 、  自 然 化 す る 。 た と え ば 、  川 端 康 成 が 「 美 し い 日 本 の 私 」で 示 し た よ う に 、 西 欧 的 な 視 点 か ら エ キ ゾ チ ッ ク な 美 と し て 定義 さ れ る 「 日 本 」 や 「 わ た く し 」 は 、 中 心 的 な 視 点 と し て そ れら に 対 置 さ れ る 西 欧 の 「 存 在 」 の 対 極 に あ る 、  「 無 」 の 伝 統 とし て の 「 禅 」 の 歴 史 に 連 な る も の と し て 、 存 在 と 無 に よ っ て 構成 さ れ る 二 元 論 的 枠 組 み の 全 体 性 を 召 喚 し 、 正 当 化 す る

1 7。 た

と え 大 江 健 三 郎 が 、 川 端 の 思 想 に 内 在 し て い る こ の 二 元 論 の 枠組 み を 「 あ い ま い な

（

a
mbiguous

＝ 両 義 的 な ）

日 本 の 私 」 と 再 定

義 し 、 近 代 に お け る 「 日 本 」 が 持 つ 二 重 化 さ れ た 構 造 を 伴 っ てい る こ と を 顕 在 化 さ せ た と し て も 、 存 在 と 無 と の 二 項 対 立 を 骨子 と す る 構 造 は 、 そ の ま ま に 維 持 さ れ ざ る を 得 な い だ ろ う

1 8。

語 り と 他 者　

Ishiguro

の 作 品 が 上 に 名 前 を 挙 げ た 旧 来 の 作 家 た ち の 作 品 と

異 な っ て い る の は 、 ま さ に 、 そ の 二 項 対 立 的 な 関 係 性 の と ら え

か た に お い て で あ る と 言 っ て よ い か も 知 れ な い 。 上 記 の 日 本 作家 た ち に と っ て の 日 本 表 象 に お け る 問 題 点 は 、 大 江 が ノ ー ベ ル賞 記 念 講 演 に お い て 指 摘 し た 単 一 性 と 二 重 性 に か か わ る も ので あ っ た の か も 知 れ な い 。 し か し 、 上 で 述 べ た よ う に 、 川 端 がす る よ う に 、 単 一 の 「 日 本 」 を 西 洋 的 な 視 点 か ら 無 と し て 定 義す る 場 合 で も 、 あ る い は 西 洋 的 な わ た く し と 日 本 的 な わ た く しと の 二 重 性 を 語 る に し て も 、 そ こ に は 主 体 と 対 象 を 同 一 性 と して 固 定 す る 力 が 働 い て い る 。 つ ま り 、 主 体 と 対 象 と は 、 フ ロ イト の

fort/da

に お け る よ う に 、 主 体 を 中 心 と し て 主 体 と 対 象 と

の 関 係 を 定 義 し 、 主 体 を 一 義 的 で あ る と す る 、 あ る 種 の 階 層 構造 を 伴 っ て 定 義 さ れ て い る こ と に な る 。　
あ ま り 知 ら れ て い な い 事 実 だ が 、

U
ni

versit
y 

of 
East 

A
n
glia

の

創 作 科 に 入 学 す る 以 前 の 学 部 時 代 、

Is
hi

g
ur

o

は ア メ リ カ 文 学 を

専 攻 し て い た 。 あ る イ ン タ ヴ ュ ー で は 、 い わ ゆ る ポ ス ト モ ダ ンの 作 家 と し て

T
h
o

mas 
P
y
nc

h
o
n

な ど を 取 り 上 げ 、 批 評 理 論 的 な

了 解 に よ っ て 書 か れ 読 解 さ れ る 、 難 解 な 現 代 の 小 説 作 品 の 一 部に つ い て 批 判 的 に コ メ ン ト し て い る

1 9。

P
y
nc

h
o
n

ら と の 同 時 代 性

を 認 知 す る と 同 時 に 、 彼 ら と は 異 な っ た 作 家 と し て 自 ら を 位 置づ け よ う と す る

Is
hi

g
ur

o

の 姿 勢 は 、

Mar
k 

T
wai

n

に つ い て 肯 定 的

に 語 り 、

E
d
gar 

A. 
P
oe

を 「 重 要 だ 」 と 評 価 す る 一 方 で

2 0、
む し ろ

チ ェ ー ホ フ な ど の リ ア リ ス テ ィ ッ ク な 短 編 作 品 を 好 む と 発 言す る 、 二 重 性 を 孕 ん だ 姿 勢 と 類 似 し て い る 。 そ う し た
Ishiguro

の 姿 勢 は 、 村 上 春 樹 が ア メ リ カ 小 説 の 典 型 的 な 形 式 で あ る 「 ロマ ン ス 」 を 、 私 小 説 に も 似 た 一 人 称 の 語 り に よ っ て 成 り 立 つ 作品 形 式 に 導 入 し た こ と な ど と 類 似 し て も い る が 、

Ishiguro

は 、

Tho
mas 

Pynchon

や

Don 
Delillo

な ど に 代 表 さ れ る 、 ア メ リ カ 型
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の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
の
パ
タ
ン
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

形
式
を
用
い
な
が
ら
も
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
で
常
識
と
さ
れ
る
「
大
き

な
物
語
」
の
解
体
や
主
体
概
念
の
解
体
を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
だ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

む
ろ
ん
、
常
識
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
小
説
作
品
と

リ
ア
リ
ズ
ム
は
両
立
し
得
な
い
。
西
欧
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
が
、
自
然
主

義
や
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
や
マ
ル
ク
ス

主
義
に
さ
き
だ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
カ
ル

チ
ャ
ー
を
共
同
体
的
な
基
盤
と
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー

ル
の
い
わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
と
す
る
な
ら

ば
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
大
き
な
物
語
」
を
支
え
と
し
た
共
同
体
に

属
す
る
「
個
人
」
と
し
て
成
立
す
る
主
体
概
念
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
よ

れ
ば
「
普
遍
的
な
精
神
の
「
歴
史
」」
を
前
提
に
し
た “m

etasubject”

と

な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
に
お
い
て
は
解
体

あ
る
い
は
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

21
。
し
か
し
、

Ishiguro

は
、
現
代
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
小
説
的
な
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」

を
重
視
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
で
は
、A

 Pale 

V
iew

 of H
ills, T

he A
rtist of the Floating W

orld, T
he R

em
ains of the 

D
ay

な
ど
の
語
り
手
が
、
語
り
手
と
し
て
た
だ
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
た

の
だ
と
述
べ
て
い
る

22
。

　

A
 Pale V

iew
 of H

ills

に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
移
住
す
る
以
前
の
日

本
の
長
崎
に
お
け
る
過
去
の
記
憶
を
、
日
本
生
ま
れ
の
娘
の
自
殺
と
い
う

出
来
事
に
即
し
て
語
るEtsuko

や
、T

he A
rtist of the Floating W

orld

の
老
画
家M

asuji O
no 

、T
he R

em
ains of the D

ay

の
執
事Stevens

な

ど
は
、Ishiguro

も
述
べ
る
よ
う
に
、
事
実
を
事
実
と
し
て
提
示
し
よ

う
と
は
し
な
い
嘘
に
満
ち
た
告
白
を
続
け
る
。C

ynthia W
ong

は
、A

n 

A
rtist of the Floating W

orld

のM
asuji O

no

の
語
り
を
、
正
し
く
つ
ぎ

の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
。

... fiction as a closed system
 corresponds to O

no’s story also as an 
enclosed tale that undergoes internal and private—

not externalized 
and public—

transform
ation. O

no's ‘deception’ is linked to his falsified 
sincerity in locating som

e form
 of truth about his life; in this w

ork 
of fiction, Ishiguro has created a character w

ho is the em
bodim

ent of 
‘fictionalization’, and w

ho seem
s both profoundly aw

are and ignorant 

of his condition.

23

　

後
に
い
く
ぶ
ん
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、Ishiguro

の
語
り
手
と
な
る

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
語
り
は
、
外
的
・
公
的
な
尺
度
を
意
識
し
て
行
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
展
開
す
る
か

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
平
凡
な

家
庭
の
主
婦
や
芸
術
家
、
執
事
、
あ
る
い
は
探
偵
な
ど
と
し
て
、
作
品
に

お
い
て
つ
ね
に
意
識
さ
れ
て
い
る
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
歴
史
に
、
直

接
的
な
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
個
人
と
し
て
経
験
し
た

は
ず
の
過
去
の
事
実
を
正
確
に
語
る
こ
と
す
ら
し
な
い

24
。
し
か
し
彼
ら

は
、
比
較
的
正
確
に
歴
史
化
さ
れ
た
時
代
に
存
在
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
は
リ
ア
ル
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
小
説
が
、
主
体
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
解
体
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
主

体
と
し
て
語
る
ナ
レ
ー
タ
ー
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
矛
盾
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
に
た
い
し
て
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
と
し
て
語
り
つ
つ
も
主
体
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
解
体
さ
れ
て

い
る
矛
盾
を
、Ishiguro

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
語
り
に
お
け
る
「
自
己
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欺
瞞
」（self-deception

）
を
装
置
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
よ
っ
て
や
す
や

す
と
回
避
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。Ishiguro

は
、A

 Pale V
iew

 of 

H
ills

に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

Particularly at the tim
e w

hen I w
rote A

 Pale V
iew

 of H
ills... I w

as very 
interested in the technique of using gaps and spaces in fiction to create 
very pow

erful vacuum
s...  The reason I'm

 interested in the w
ay people 

can’t face certain things, w
hen people resort to self-deception and tell 

them
selves stories that aren’t quite com

plete about w
hat happened in 

the past.

25

こ
こ
でIshiguro

が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
理
由
で
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
古
典
的
な
意
味
で
成
立
し

に
く
い
現
代
に
あ
っ
て
、
公
然
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
存
在
し
つ
つ
、

異
様
な
こ
と
に
、
何
ら
は
ば
か
る
こ
と
な
く
一
貫
性
や
真
実
性
を
持
た
な

い
こ
と
が
明
白
な
語
り
を
長
々
と
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
語
り
に

よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
る
構
造
は
、
従
来
の
小
説
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

や
主
体
の
概
念
を
根
本
か
ら
揺
る
が
せ
、
語
り
手
や
主
体
を
通
常
の
意
味

で
定
義
す
る
こ
と
を
拒
む
、
力
強
い
装
置
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

A
 Pale V

iew
 of H

ills

に
お
け
る
語
り
と
主
体

　

幼
い
娘
と
と
も
に
、
作
品
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
何
ら
か
の
理
由

で
日
本
の
長
崎
を
離
れ
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
再
婚
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
暮
ら
し

て
い
る
、Etsuko

と
名
づ
け
ら
れ
た
初
老
の
日
本
人
女
性
を
語
り
手
と

す
るA

 Pale V
iew

 of H
ills

で
は
、Etsuko

と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
へ
来
た

日
本
人
の
娘
が
自
殺
し
た
と
い
う
状
況
に
促
さ
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま

れ
た
混
血
の
娘N

iki

がEtsuko

の
家
に
帰
省
す
る
期
間
に
、Etsuko

が

日
本
に
お
け
る
過
去
を
回
想
す
る
過
程
が
展
開
す
る
。
し
か
し
、Etsuko

は
、
自
分
と
自
殺
し
た
娘
に
つ
い
て
直
接
的
に
回
想
す
る
の
で
は
な
く
、

娘
を
身
ご
も
っ
て
い
る
期
間
知
り
合
い
だ
っ
た
友
人
のSachiko

と
そ
の

娘M
ariko

が
、Sachiko

の
情
夫
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
と
と
も
に
ア
メ
リ

カ
へ
渡
る
こ
と
に
失
敗
す
る
経
緯
と
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
状
況
を
回
想

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
のEtsuko

は
、
お

そ
ら
く
は
自
分
自
身
の
も
の
と
相
似
な
経
験
を
持
つ
友
人
と
そ
の
娘
を

回
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
や
自
分
の
来
歴
に
つ
い
て
直
接
的
に
語

る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
を
孕
ん
で

い
た
に
違
い
な
いEtsuko

の
個
人
的
な
過
去
の
経
験
の
重
要
な
「
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
」（T

he R
em

ains of the D
ay

のStevens

が
重
要
だ
と
す

る
言
葉
）」
と
な
る
長
崎
へ
の
原
子
爆
弾
投
下
や
戦
後
の
混
乱
の
細
部
、

Etsuko

と
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
長
崎
に
お
け
る
歴
史
的
な
経
緯
と
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
読
者
は
何
一
つ
と
し
て
重
要
な
情
報
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
形
式
で
創
作
さ
れ
た
作
品
は
、
十
九
世

紀
小
説
に
お
い
て
お
そ
ら
く
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
そ
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て

定
義
す
る
こ
と
を
拒
も
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。Ishiguro

の
日
本

が
、
作
者
の
経
験
的
な
知
識
に
も
と
づ
か
な
い
想
像
と
し
て
創
作
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
相
応
す
る
よ
う
に
し
て
、
作
品
構
造
に
お
い
て
も
、
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
回
想
そ
の
も
の
の
構
造
が
経
験
に
お
け
る
不
在
と
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。
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こ
の
形
式
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ま
で
の
時
代
に
有
効
だ
っ
た
常
識
的
な
小

説
の
概
念
と
現
代
的
な
テ
ク
ス
ト
の
概
念
の
両
方
を
同
時
に
解
体
す
る

方
向
性
を
持
つ
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
小
説
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
、
古
典
的
に
は
一
貫
性
を
持
っ
た
語
り
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
結
果
と
し
て
の
「
真
実
ら
し
さ
」
が
、
芸
術
と
し
て
認
識
さ
れ
た
近
代

小
説
の
価
値
判
断
基
準
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
し
、
そ
う
し
た
基
準
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
小
説
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が
ら
も
、

優
越
し
た
文
化
と
し
て
の
西
欧
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
そ
の
価
値

観
を
植
民
地
な
ど
に
移
植
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と

は
、
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

明
ら
か
に
一
貫
性
を
持
た
な
い
語
り
を
敢
え
て
行
な
う
ナ
レ
ー
タ
ー

は
、M

elville

のM
oby-D

ick

に
お
け
る
黒
人
少
年Pip

な
ど
の
よ
う
に
、

狂
気
に
属
す
る
も
の
と
し
て
明
確
に
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
区
別
さ
れ
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
部
で
、
た
と
え
ば
フ
ー
コ
ー
が
市
民
社
会
に
必
然
的

で
あ
る
と
指
摘
し
た
権
力
構
造
を
正
気
と
狂
気
と
の
関
係
性
に
沿
う
か

た
ち
で
顕
在
化
さ
せ
る

26
。Conrad

のH
eart of D

arkness
のM

arlow

や
、

Faulkner

のAbsalom
, Absalom

!

に
お
け
るQ

uentin C
om

pson

な
ど
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
の
語
り
手
た
ち
は
、
語
り
の
内
容
が
最
終
的
に
真
実
性

を
保
証
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
客
観
的
な
事
実
を
言
語
化
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
語
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
十
九
世
紀
末
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
支
配
や

十
九
世
紀
か
ら
現
代
に
至
る
ア
メ
リ
カ
南
部
の
歴
史
と
そ
れ
が
か
か
わ

る
諸
問
題
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
小
説
の
主
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て

く
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
語
り
手
た
ち
は
、
歴
史
の
語
り
手
や
書
き
手
そ

の
も
の
で
は
な
い
ま
で
も
、
歴
史
の
生
成
過
程
と
類
似
の
過
程
に
す
で
に

参
入
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
語
り
が
現
実
の
歴
史
的
過
程
や
政

治
と
も
か
か
わ
り
得
る
か
た
ち
で
、
伝
統
や
歴
史
と
し
て
反
復
さ
れ
、
認

識
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た

27
。

　

ま
た
、
語
り
手
で
も
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
言

語
は
、
脱
中
心
化
さ
れ
た
、
記
号
か
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
認
識
さ
れ

る
以
前
に
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
つ
い
て
指

摘
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
声
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
。

Ishiguro

の
語
り
の
様
式
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
影
響
を
見
い
だ
す
こ

と
も
可
能
だ
が
、
主
体
の
現
前
を
前
提
と
す
る
「
声
」
と
し
て
、
語
り
と

そ
れ
を
構
成
す
る
言
語
が
認
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
バ
フ
チ
ン
そ
の

他
の
論
者
た
ち
に
と
っ
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と

切
り
離
せ
な
い
か
か
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
古
典
的
な
バ
フ
チ
ン
の

議
論
に
お
い
て
も
、
声
と
言
語
と
は
、
一
応
の
と
こ
ろ
明
確
に
区
別
さ
れ

る
。
バ
フ
チ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
純
粋
に
言
語
学
の
観
点
に

立
つ
と
き
、
文
学
に
お
け
る
言
葉
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
使
い
方
と
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
的
使
い
方
の
あ
い
だ
に
、
い
か
な
る
実
際
的
、
本
質
的
相
違
を
も
見

つ
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
…
…
だ
が
問
題
は
主
人
公
た
ち
の
言
語
的

差
異
や
鮮
や
か
な
《
話
し
方
の
性
格
描
写
》
は
人
物
の
客
体
的
な
、
完
結

し
た
形
象
を
創
造
す
る
た
め
に
こ
そ
最
も
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る

と
い
う
点
に
あ
る
」

28
。「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
に
お
け
る
単
一
性
と
「
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
」
に
お
け
る
多
様
性
と
い
う
二
項
対
立
的
関
係
性
が
、「
真
実
」

の
単
一
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
多
様
性
と
い
っ
た
二
項
対
立

と
平
行
す
る
も
の
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
バ

フ
チ
ン
も
そ
う
指
摘
す
る
よ
う
に
、
声
と
し
て
語
り
の
言
語
が
認
識
さ
れ

る
と
き
に
は
、
お
そ
ら
く
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
さ
え
も
が
「
客
体
的
な
、
完
結
し
た
形
象
」
と
し
て

社
会
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
声
」
と
、
そ
れ
を
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発
す
る
「
主
体
」
と
は
、
社
会
化
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

や
主
体
と
し
て
の
完
結
性
、
真
実
性
、
正
気
さ
な
ど
の
観
点
か
ら
規
定
さ

れ
ざ
る
を
得
な
い
。
小
説
に
お
け
る
形
式
と
語
り
の
「
声
」
に
よ
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
は
、
市
民
社
会
の
成
立
基
盤
で
あ
る
個
人
の
あ
り

か
た
を
検
閲
し
、
管
理
す
る
装
置
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
部
に

あ
っ
て
も
西
欧
に
お
け
る
共
同
体
形
成
と
深
い
関
係
性
を
結
ん
で
い
る

の
だ
と
言
え
る
。

　

多
く
は
一
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
るIshiguro

の
作
品

は
、
あ
た
か
も
伝
統
的
な
小
説
、
あ
る
い
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
の
先
駆
け

と
な
っ
たJoseph C

onrad
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
語
り
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
作
品
と
相
似
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
主
体
と
し
て
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
存
在
を
強
調
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、Ishiguro

が
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
で
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、Ishiguro

の
語
り
手
た
ち
が
、
つ

ね
に
自
動
的
に
機
能
す
る
か
に
思
わ
れ
る
自
己
防
衛
の
た
め
の
欺
瞞
を

無
意
識
の
う
ち
に
機
能
さ
せ
、
嘘
を
語
り
継
い
で
い
る
可
能
性
を
垣
間
見

せ
る
た
め
に
、
彼
ら
が
語
り
な
が
ら
も
語
ら
な
い
要
素
を
残
す
こ
と
や
、

多
く
の
場
合
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
点
か
ら
回
想
さ
れ
る
過
去
の
事
実
に

か
か
わ
る
言
語
が
、
過
去
に
生
起
し
た
と
さ
れ
る
事
実
と
結
び
つ
く
こ
と

が
な
い
こ
と
も
ま
た
、
明
確
に
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

29
。
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
た
と
え
ば
『
罪
と
罰
』
の
ラ
ス
コ
ー
リ

ニ
コ
フ
そ
の
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
す
る
よ
う
に
、
語
り
が
何
ら
か
の
真

実
性
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
語
り
、Conrad

やFaulkner

の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
の
真
実
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
し
ば

し
ば
「
声
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
語
り
が
、彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

そ
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て

30
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
た
ち
の
語
り
は
、 W

ong

が
上
の
引
用
で
説
明
す
るM

asuji O
no

の
語
り
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
や
経
験

の
真
正
性
を
偽
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
私
的
な
も
の
と
し
て
外
界

か
ら
隔
離
す
る
た
め
に
語
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
場
合
、
語
り
は
語
り
手

の
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保
証
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
真
正
性
を
は
か
る
尺
度
そ
の
も
の
が
語
り
の
内
部
に
不

在
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
し
ま
う
。Ishiguro

の
語
り
手
た
ち
が
紡
ぎ

だ
す
記
号
は
、T

he R
em

ains of the D
ay

で
語
ら
れ
る
、
テ
ー
ブ
ル
の

下
に
横
た
わ
る
虎
を
平
然
と
始
末
し
た
う
え
で
食
事
を
提
供
す
る
執
事

の
模
範
の
逸
話
が
お
そ
ら
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
的

な
観
点
か
ら
真
実
と
嘘
の
区
分
を
設
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。Stevens

は
、父
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
た
そ
の
「
偉
大
な
執
事
」
の
逸
話
に
つ
い
て
、

“H
e neither claim

ed to know
 the butler’s nam

e, nor anyone w
ho had 

know
n him

, but he w
ould alw

ays insist the event occurred just as he 
told it. In any case, it is of little im

portance w
hether or not this story 

is true ...”

と
述
べ
る

31
。T

he R
em

ains of the D
ay

のStevens

の
語
り

の
根
拠
を
も
疑
問
に
付
す
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、Ishiguro

の
作
品
に
お

い
て
は
真
実
性
の
規
範
そ
の
も
の
が
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
を
も
示
唆

し
、Ishiguro

に
よ
る
初
期
作
品
の
語
り
に
お
け
る
真
実
性
の
あ
り
か
た

の
標
準
を
示
し
て
も
い
る
。

　

従
っ
て
、
し
ば
し
ば
偽
り
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
るIshiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

は
、
社
会
的
な
規
範
に
お
け
る
自
己
同
一
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
真
実
性
の
尺
度
を
与
え
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
通

常
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
あ
り
か
た
か
ら
乖
離
す
る
。
そ
の
結
果
、

小
説
の
語
り
に
お
い
て
あ
る
程
度
前
提
さ
れ
て
い
る
主
体
と
声
と
の
同

一
性
が
解
体
さ
れ
、Ishiguro

の
語
り
手
た
ち
の
主
体
は
、
お
そ
ら
く
は
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———　〈日本〉文化の交差点として　———

通
常
の
主
体
概
念
が
必
然
化
す
る
真
実
性
の
根
拠
か
ら
も
距
離
を
お
く

こ
と
と
な
り
、
公
的
な
真
実
や
歴
史
か
ら
も
引
き
離
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
語
ら
れ
る
言
語
は
主
体
の
身
体
性
と
結
び
つ
い
た
声
と
し
て

認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
と
切
り
離
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
認

識
さ
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
語
り

　

A
 Pale V

iew
 of H

ills

に
は
、
語
り
手
のEtsuko

が
、
背
景
と
し
て

そ
れ
と
な
く
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
一
連
の
子
供
殺
し
の
犯
人
で
あ
る
可
能

性
す
ら
示
唆
し
得
る
、
異
様
な
場
面
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。Etsuko

が

Sachiko

の
娘
で
あ
るM

ariko

を
家
へ
連
れ
戻
そ
う
と
す
る
、
作
品
前
半

と
後
半
で
反
復
さ
れ
る
シ
ー
ン
で
、
足
に
ひ
っ
か
か
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ

る
縄
を
持
っ
たEtsuko

を
、M

ariko

が
恐
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

Etsuko

は
、
記
憶
の
不
確
か
さ
に
つ
い
て“M

em
ory, I realize, can be 

an unreliable thing; often it is heavily coloured by the circum
stances 

in w
hich one rem

em
bers, and no doubt this applies to certain of the 

recollections I have gathered here.”

と
述
べ
た
後
に
、“In all probability, 

it w
as nothing so rem

arkable. The tragedy of the little girl found 
hanging from

 a tree—
m

uch m
ore so than the earlier child m

urders—
had m

ade a shocked im
pression on the neighborhood, and I could not 

have been alone that sum
m

er in being disturbed by such im
ages.”

と

語
り
、
子
供
殺
し
の
事
件
に
よ
っ
て
心
を
乱
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る

32
。

そ
れ
に
つ
ぐ
章
の
終
わ
り
で
、Etsuko

はM
ariko

に
よ
っ
て
子
供
殺
し

の
犯
人
で
あ
る
と
疑
わ
れ
た
場
面
を
回
想
す
る
。

The little girl w
as w

atching m
e closely. “W

hy are you holding that?” 
she asked. “This? It just caught around m

y sandal, that’s all.” “W
hy 

are you holding it?” “I told you. It caught around m
y foot. W

hat’s 
w

rong w
ith you?” I gave a short laugh. “W

hy are you looking at m
e 

like that? I’m
 not going to hurt you.” W

ithout taking her eyes from
 

m
e, she rose slow

ly to her feet. “W
hat's w

rong w
ith you?”

 33

　　

こ
の
場
面
は
、Etsuko

が
お
そ
ら
く
は
密
か
に
子
供
に
た
い
し
て
抱
い

て
い
る
殺
意
を
暗
示
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、Etsuko

の
主
体
そ
の
も

の
が
、
共
同
体
に
支
え
ら
れ
つ
つ
母
親
に
な
り
、
社
会
的
に
母
親
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保
証
さ
れ
る
過
程
に
あ
る
こ
と
と
同
様
に
、

共
同
体
の
了
解
に
よ
っ
て
は
狂
気
や
犯
罪
と
し
て
排
除
さ
れ
ざ
る
を
得

な
い
、
子
供
に
た
い
す
る
殺
意
を
も
同
時
に
孕
み
得
る
侵
犯
的
な
主
体
で

も
あ
る
可
能
性
が
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る

34
。
現
在
の
時
点
に
お
い
て

過
去
を
回
想
し
て
い
るEtsuko

が
、N

iki

と
い
う
も
う
ひ
と
り
の
名
前

の
生
き
残
っ
た
娘
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
普
通
の
愛
情
を
注
い
で
い
る

か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
反
面
、N

iki

の
訪
問
と
重
な
る
期
間
に
、
娘
を

neglect

す
る
母
親
と
し
て
か
つ
て
の
友
人Sachiko

を
回
想
し
て
い
る
こ

と
は
、A

 Pale V
iew

 of H
ills

に
お
け
る
語
り
の
主
体
が
、
社
会
化
さ
れ

た
、
共
同
体
に
よ
っ
て
真
実
と
さ
れ
る
基
準
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
主
体
に
よ
っ
て
「
声
」
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
侵
犯
的
な
欲
望
を
も
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

Ishiguro
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
に
と
っ
て
の
真
実
と
は
、
そ
の
両
方
で

あ
る
た
め
に
、
ど
ち
ら
か
の
側
面
が
本
質
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
語
り
を
中
心
的
な
構
造
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と
し
な
が
ら
も
、Ishiguro

の
小
説
は
、
共
同
体
な
ど
に
よ
っ
て
認
知
さ

れ
る
声
と
同
時
に
、
反
物
語
的
な
沈
黙
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。Ishiguro

は
こ
う
し
た
自
作
の
特
徴
を
つ
ぎ
の

よ
う
な
言
葉
で
説
明
し
て
い
る“I have to em

ploy a language w
hich is 

forever flinching from
 facing up to som

ething. H
ence, I suppose, this 

tension... I have set m
yself this task of having to portray the m

ind of 
som

ebody trying to exam
ine som

ething, w
hile at the sam

e tim
e trying 

to avoid it, I have to w
rite in that sort of prose.”

35

語
り
の
形
式
と
し
て
の
沈
黙

　

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、Ishiguro
の
語
り
手
た
ち
が
、
い
つ
、
誰
に

向
か
っ
て
語
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。Ishiguro
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち

の
語
り
は
、
実
際
に
声
に
出
し
て
、
誰
か
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、「
意
識
の
流
れ
」
と
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
で
語
ら

れ
る
言
葉
の
よ
う
に
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
言
葉
は
、
章

の
区
分
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
日
付
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の

意
識
を
言
語
と
し
て
示
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
よ
る
語
り
が
経
験
を
語
る
「
声
」
と
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
側
面

を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
言
語
が
逆
に
、
純
粋
に
記
号
的
な
も
の
と
し
て

現
れ
出
る
契
機
が
あ
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
出
所
が
不
明
な
語
り
の
例
と
し
て
は
、Edgar A

. Poe

の“M
S. Found 

in a B
ottle”

やFaulkner

のT
he Sound and the Fury

に
お
け
る
白
痴

のB
enjy

の
語
り
や
、
自
殺
し
た
後
に
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
るQ

uentin 
C

om
pson

の
語
り
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
現
前
を
前

提
と
し
な
い
語
り
は
、
語
り
で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
を
、
主
体
に
よ
る

主
観
的
な
言
語
的
表
現
と
し
て
も
、
語
り
の
主
体
の
意
思
を
反
映
し
な
い

純
粋
に
記
号
的
な
も
の
の
ど
ち
ら
と
も
解
釈
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

　

こ
こ
で
議
論
し
た
前
者
の
傾
向
、
つ
ま
り
、
語
る
主
体
と
し
て
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
通
常
の
意
味
で
語
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
得
て
お
ら
ず
、
そ

の
結
果
と
し
て
主
体
が
社
会
化
さ
れ
な
い
侵
犯
的
な
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
る
傾
向
は
、
作
品
を
伝
統
的
な
意
味
で
の
語
り
の
形
式
か
ら
引
き
離

し
、
語
ら
れ
る
言
語
を
よ
り
テ
ク
ス
ト
的
な
も
の
に
近
づ
け
る
。
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
のT

he Sound and the Fury

に
お
け
る
よ
う
に
、
意
識
を
明
確

に
持
た
な
い
は
ず
の
白
痴
に
よ
る
語
り
が
言
語
と
し
て
書
き
記
さ
れ
、
他

の
「
正
常
な
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
語
り
と
併
置
さ
れ
う
る
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
う
し
た
形
式
を
持
つ
作
品
に
お
け
る
語
り
の
標
準
は
、
す
べ
て

の
語
り
が
対
等
に
言
語
と
し
て
併
置
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
正
常
と
さ

れ
る
語
り
手
が
何
ら
か
の
事
実
性
を
目
指
し
て
語
る
語
り
の
形
式
に
見

い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
意
識
の
中
心
と
し
て
語
り
と
そ
の
言
語
を
統

制
す
る
能
力
を
持
た
な
い
、
白
痴
の
語
り
の
形
式
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
読
者
は
、
語
り
が
明
確
な
中
心
性
と
明

証
性
を
兼
ね
備
え
た
意
識
や
、
そ
の
意
識
の
内
容
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も

の
を
反
映
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
中
心
化
さ
れ

た
意
識
と
は
無
関
係
に
機
能
し
、
戯
れ
る
言
語
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
簡
単
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

真
実
性
を
保
証
す
る
語
り
を
行
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
語
り
を
行
っ
て
い
る
語
り
手
が
発
す
る
言
語
も

ま
た
、
想
定
さ
れ
た
真
実
性
と
照
応
す
る
保
証
を
原
則
と
し
て
与
え
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

Ishiguro
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
外
部
に
属
す
る
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場 で 、 人 間 は 自 己 防 衛 の た め に 嘘 を つ く の だ と 述 べ て い る こと は 、

Ishiguro

が こ う し た 意 味 に お い て フ ィ ク シ ョ ナ ル な 言

語 や そ の 語 り 手 と 、 現 実 に 属 す る と さ れ る 言 語 や 語 り と の 間に 本 質 的 な 区 別 を 設 け て い な い こ と を 意 味 し て い る 。 こ れ は 、Faulkner

の

T
he 

S
o
u
n
d a

n
d t

he 
F
ur

y

に お い て フ ィ ク シ ョ ナ ル な も

の と し て し か あ り 得 な い は ず の 白 痴 に よ る 語 り が 「 正 常 な 」 語り 手 た ち の 語 り と 併 置 さ れ る と き に 、  「 白 痴 」 の フ ィ ク シ ョ ナル な 語 り と 「 正 常 な 人 間 」 の 真 実 性 に 根 拠 を 持 つ と 想 定 さ れ る語 り と の 間 に 本 質 的 な 差 異 が な い と 感 得 さ れ る こ と と 同 じ でも あ る 。 し た が っ て 、

T
he  U

nc
o
ns

ole
d

 (1995)

の テ ク ス ト で 不 幸

に し て 起 き る よ う に 、 事 実 と さ れ る 作 品 外 の 世 界 と フ ィ ク シ ョナ ル な 作 品 内 部 の 世 界 が 、 本 来 的 に 異 な っ た 次 元 で あ る こ と を示 す 指 標 が 作 品 内 に 現 れ る こ と は 、

Ishiguro

に よ れ ば 、 創 作 者

と し て の 「 大 き な 過 ち 」 と さ れ な け れ ば な ら な い

3 6。

　
こ れ と 同 じ 認 識 は 、 明 ら か に 社 会 的 責 任 能 力 を 欠 い て い る と

判 断 さ れ る 、 な す す べ も な く 子 供 を 自 殺 に よ っ て 失 う 母 親 や 、第 二 次 大 戦 中 に 軍 部 の 宣 伝 活 動 に 協 力 し た こ と に よ っ て 戦 前の 地 位 を 奪 わ れ て い る 画 家

Masuji 
Ono

や 、 失 踪 し た 両 親 を 捜

し あ ぐ ね る

W
he

n 
 We 

 Were  Or
p
ha

ns

の 探 偵 な ど の 語 り に つ い て

も 持 た れ う る 。 し か も 、

Ishiguro

が 繰 り 返 し 言 う よ う に 、 こ う

し た キ ャ ラ ク タ ー た ち の 語 り は 、 語 り と し て よ り リ ア ル で あ るこ と の 徴 候 と し て 、 自 己 防 衛 の た め の 嘘 を 自 然 に 孕 ん で い る ので あ る 。

Etsuko

の 記 憶 が 、

Etsuko

が 経 験 し た は ず の 事 実 か ら 逸

脱 し 、 他 人 の 記 憶 に 依 拠 す る こ と で 回 想 の 作 用 を 機 能 さ せ て

い

た り 、 縄 を 手 に し た

Ets
u
k
o

の 殺 意 を

Mari
k
o

が 感 じ 取 っ た と 思 わ

れ る シ ー ン が 異 な っ た 場 面 と し て 反 復 さ れ る こ と が 可 能 な の は 、
Is

hi
g
ur

o

に よ れ ば 自 己 防 衛 と し て 自 然 な 、 人 間 が 自 分 自 身 に た い

し て 目 を つ ぶ り 欺 瞞 を 働 か せ る 傾 向 に よ っ て 、 語 る 主 体 と し て のキ ャ ラ ク タ ー ＝ ナ レ ー タ ー が 、 語 り の 主 体 と し て 真 実 性 を 保 証 する 権 威 を あ ら か じ め 放 棄 し て い る た め に 、 彼 ら の 語 り と 言 語 が 真実 性 の 規 範 か ら 遊 離 し て 、 プ ロ ッ ト と 言 語 両 方 の レ ベ ル で 、 同 一性 と 差 異 に よ る 戯 れ を 喚 起 し う る か ら に ほ か な ら な い 。 し た が って 、

Is
hi

g
ur

o

の 作 品 の 多 く に お い て 、  語 り や そ れ に 伴 う 時 間 の 経 過 、

多 く は 第 二 次 世 界 大 戦 に か か わ る と さ れ て い る 歴 史 的 時 間 の 経 過の 帰 結 と し て 、 読 者 が 受 け 取 る 情 報 量 が 増 大 す る と い う 感 覚 が ない 。

Is
hi

g
ur

o

の 語 り 手 た ち が 誰 に 向 か っ て 、 い つ 語 る の か と い う

上 記 の 問 題 と も 関 係 し て 、

Is
hi

g
ur

o

の 語 り 手 た ち と 作 品 は 、 読 書

行 為 に と も な っ て 増 大 す る は ず の 情 報 量 に つ い て 、 現 実 に 何 ら かの 共 同 体 的 規 範 に 属 し て い る は ず の 読 者 が 持 つ で あ ろ う 期 待 に 応え る こ と を も 拒 否 す る か ら で あ る 。  こ の こ と は 、  上 の イ ン タ ヴ ュ ーか ら の 引 用 で 、

Is
hi

g
ur

o

が

“
ga

p,” “s
pace,” “

p
o

werf
ul 

vac
u
u

m”

な ど

と 呼 ん で い る も の に 呼 応 す る が 、 声 と し て 語 ら れ る 語 り に 含 ま れな い こ れ ら の 沈 黙 は 、 声 と し て 言 語 化 さ れ な い 何 か を 意 味 し て おり 、 結 局 の と こ ろ 、 語 ら れ る 記 号 を た ん に 記 号 と し て 解 放 す る ので は な く 、 主 体 や 語 り と の 関 係 に お い て 拘 束 も す る の だ 。I
s

hi
g

ur
o

作 品 の 不 明 瞭 さ と 「 夢 」 の 構 造

　
端 的 に 言 え ば 、

Ishiguro

は キ ャ ラ ク タ ー の 中 心 性 と 主 体 性 の

コ ン ト ロ ー ル を 社 会 的 規 範 か ら 逸 脱 さ せ る こ と に よ っ て 、 小 説が 共 同 体 の 物 語 を た ん に 反 復 す る こ と を 拒 む 。 ま た 、 主 体 と し
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て
の
語
り
手
が
、
自
己
防
衛
の
た
め
に
社
会
的
な
規
範
に
合
致
し
な
い
自

己
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
、Ishiguro

が
言
う
よ
う
に
他
者
に
つ
い
て
の
語

り
を
自
己
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
り
、
た
ん
に
自
分
自
身
に
た
い

し
て
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
読
者
は
語
り
手
た
ち
が
お
そ

ら
く
意
識
し
て
い
る
規
範
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
、
そ
の
も
の
と
し

て
は
知
り
得
な
い
し
、
そ
の
規
範
に
よ
っ
て
正
常
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、

真
実
と
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
何
ら
有
益
な
情
報
を
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
特
徴
は
ま
さ
に
、Thom

as Pynchon

な
ど
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
作
家
た
ち
が
、
こ
れ
み
よ
が
し
に
歴
史
や
事
実
性

と
の
か
か
わ
り
を
拒
否
し
、
し
ば
し
ば
共
同
体
が
精
神
分
析
的
な
意
味
で

抑
圧
す
る
と
さ
れ
る
、
個
人
・
国
家
・
文
化
の
レ
ベ
ル
で
の
「
夢
」
の
領

域
を
探
求
す
る
こ
と
と
似
て
い
る

37
。
あ
た
か
も
予
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
か
の
よ
う
に
、Ishiguro

は
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
、
自
作
の

構
造
を
「
夢
」
に
例
え
る

38
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
作
家
た
ち
が
夢
の
構
造
を
反
復
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
夢
の
構
造
は
し
ば
し
ば
、
登
場
人
物
た
ち
を
換
喩
的
な
関
係
に
設
定

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
が
現
実
に
存
在
す

る
な
に
か
あ
る
い
は
誰
か
の
描
写
で
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
化

さ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
言
語
が
現
実
の
存
在
と
し
て
の
起
源
に
根
ざ
し
て
い
な
い
こ

と
が
理
論
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
構
造
に
お
け

る
何
ら
か
の
起
源
の
コ
ピ
ー
や
、
あ
る
い
は
そ
の
増
殖
と
い
っ
た
形
式
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
換
喩
同

士
の
関
係
と
し
て
提
示
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、D

on 
D

elillo

に
よ
るU

nderw
orld

な
ど
の
作
品
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
無
意

識
の
な
か
で
記
号
が
増
殖
し
戯
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

に
即
し
た
プ
ロ
ッ
ト
が
平
行
し
て
語
り
継
が
れ
る
の
は
、
語
ら
れ
る
対
象

と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
文
化
な
ど
が
事
実
と
し
て
認
定
さ
れ
得
な
い
が
ゆ

え
に
、
構
造
の
骨
格
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
が
機
能
せ
ず
、
構
造
が
否
定
さ
れ
、

プ
ロ
ッ
ト
同
士
の
隣
接
性
や
テ
ク
ス
ト
外
の
記
号
と
の
隣
接
性
に
よ
っ

て
換
喩
的
に
意
味
生
成
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

39
。

　

Ishiguro

の
ナ
レ
ー
タ
ー
た
ち
が
、
み
ず
か
ら
の
経
験
と
し
て
の
過
去

を
他
人
を
利
用
し
て
語
る
と
き
に
、
ナ
レ
ー
タ
ー
が
語
る
対
象
が
複
数
で

あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
の
語
り
が
語
ら
れ
る
必
然
性
を
持
た

な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
はIshiguro

の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
た
ち
が
、
夢
に
お
い
て
変
形
さ
れ
る
原
光
景
を
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小

説
で
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
換
喩
と
し
て
変
形
し
、
反
復
す
る

か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
娘K

eiko

を
自
殺
に
よ
っ
て
失
うA

 Pale 

V
iew

 of H
ills

の
語
り
手Etsuko

と
、Etsuko

が
み
ず
か
ら
の
過
去
の
体

験
に
換
え
て
語
る
長
崎
で
のSachiko

とM
ariko

に
つ
い
て
の
プ
ロ
ッ

ト
は
、G

ordon E. Slethaug

な
ど
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
に
お
け
る
ダ

ブ
ル
に
つ
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
組
み
合
わ
せ
と
し
て
ユ

ニ
ー
ク
な
通
常
の
ダ
ブ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
無
限

に
連
鎖
し
て
増
殖
し
う
る
換
喩
の
う
ち
の
ふ
た
と
つ
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。A Pale View

 of H
ills

を
読
む
と
き
、K

eiko

の
死

を
回
想
す
る
に
際
し
て
、Etsuko

がSachiko

とM
ariko

に
つ
い
て
語

る
必
然
性
を
読
者
は
感
じ
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
にEtsuko

が
、
お
そ
ら

く
自
分
とK

eiko

と
も
相
似
で
あ
り
、
戦
後
の
日
本
に
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く

は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
、
父
・
夫
を
失
っ
た
母
子
と
し
て
のSachiko

とM
ariko

を
、
戦
後
の
状
況
を
代
表
す
る
特
徴
的
な
母
娘
と
し
て
提
示

す
る
何
ら
の
必
然
性
を
も
持
た
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

40
。
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こ
こ
で
、
プ
ロ
ッ
ト
の
起
源
が
提
示
さ
れ
な
い
こ
と
の
重
要
性
に
着
目

す
る
こ
と
は
、Ishiguro

の
作
品
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で

あ
る
。Ishiguro

の
作
品
は
、Ishiguro

自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
始

ま
り
と
終
わ
り
」
を
持
つ

41
。
し
か
し
、
一
見
現
代
の
批
評
的
、
思
想
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の
発
言
は
、「
作
品
の
現
実

的
な
始
ま
り
と
終
わ
り
」
を
持
つ
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
小
説
の
書
き

手
と
し
て
の
信
条
告
白
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
、Ishiguro

の

作
品
が
始
ま
り
や
起
源
、
終
末
に
つ
い
て
の
思
索
を
孕
ん
で
い
な
い
こ

と
を
意
味
し
な
い
。Faulkner
やN

abokov

、Joyce

な
ど
の
作
品
に
似

て
、Ishiguro

の
作
品
は
、
作
品
や
そ
の
登
場
人
物
た
ち
が
、
通
常
重
要

で
あ
る
と
さ
れ
る
特
定
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に

す
る

42
。A
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iew

 of H
ills, A

n A
rtist of the Floating W

orld, T
he 

R
em

ains of the D
ay

か
ら
な
る
初
期
三
作
は
、
ど
れ
も
第
二
次
世
界
大

戦
前
後
の
時
代
的
変
化
に
翻
弄
さ
れ
る
人
物
を
扱
い
、
彼
ら
が
戦
前
と
戦

後
の
状
況
の
変
化
に
さ
ら
さ
れ
、
戦
前
の
行
動
に
つ
い
て
自
己
弁
護
を
迫

ら
れ
る
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
日
付
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
チ
ャ
プ
タ
ー

ご
と
に
人
物
が
あ
た
か
も
無
秩
序
で
あ
る
か
の
よ
う
に
日
記
形
式
で
回

想
を
行
う
形
式
は
、
小
説
の
形
式
に
通
じ
た
読
者
に
は
、
た
ん
な
る
日
記

形
式
の
作
品
よ
り
も
む
し
ろ
、Faulkner

のThe Sound and the Fury
を

想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。Ishiguro

の
作
品
は
、
そ
う
し
た
形
式
に
お
い
て
、

作
品
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
出
来
事
が
公
的
な
歴
史
の
過
程
の
な
か
で
生

起
し
う
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

た
ち
が
行
動
、
語
る
契
機
と
な
る
出
来
事
は
、
子
供
の
自
殺
で
あ
っ
た

り
、
娘
の
縁
談
で
あ
っ
た
り
、
新
し
い
雇
い
主
か
ら
休
暇
を
勧
め
ら
れ
た

こ
と
で
あ
っ
た
り
、
幼
い
頃
に
失
踪
し
た
両
親
の
探
索
で
あ
っ
た
り
、
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
置
か
れ
た
歴
史
的
状
況
と
は
直
接
の
関
わ
り
を
持
た
な

い
。Faulkner

のThe Sound and the Fury

に
お
け
るC

om
pson

家
の
家

族
た
ち
の
嘆
き
が
、
十
九
世
紀
に
発
し
た
ア
メ
リ
カ
南
部
の
歴
史
と
南
部
の

没
落
と
い
う
大
き
な
歴
史
の
変
動
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
一
部
を
代
表
す
る

と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
初
め
に
記
さ
れ
た
日
付
、
年

号
が
あ
る
程
度
の
歴
史
的
意
義
を
持
ち
う
る
の
に
た
い
し
て
、Ishiguro

の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
苦
境
は
、
歴
史
的
過
程
の
な
か
で
生
起
す
る
に
し
て

も
、
あ
く
ま
で
個
人
的
な
レ
ベ
ル
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
歴
史
的

過
程
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
た
ち
の
行
動
の
動
因
は
、
お
そ
ら
く
何
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
語
る
対

象
が
何
で
あ
っ
て
も
、
誰
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
だ
。
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
ト

ラ
ウ
マ
の
形
成
過
程
に
似
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
何
ら
か
の
行
動
を
起

こ
す
「
始
ま
り
」
と
し
て
の
動
因
は
、「
結
果
」
と
し
て
現
れ
る
行
動
や
語

り
に
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

Ishiguro

が
、
日
記
形
式
の
利
点
と
は
、
特
定
の
語
り
手
が
、
日
付
が
変
わ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
片
に
お
い
て
異
な
る
語
り
を
行
う
こ
と

に
あ
る
の
だ
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
も
い
い
だ
ろ
う

43
。
つ
ま
り
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
動
因
も
そ
の
結
果
も
、
日
付
が
歴
史
的
に
必
然
化
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
偶
然
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
、Ishiguro

の
作
品
に
お
い
て
は
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。

子
供
殺
し
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
起
源
の
反
復

　

こ
の
こ
と
は
ま
た
、Ishiguro

の
作
品
に
お
い
て
し
ば
し
ば
反
復
さ
れ

る
親
子
の
テ
ー
マ
に
も
関
わ
り
が
深
い
。A

 Pale V
iew

 of H
ills

とA
n 

A
rtist of the Floating W

orld

、
そ
し
てW

hen W
e W

ere O
rphans

は
、
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ど
れ
も
親
子
関
係
を
語
り
と
の
関
係
に
お
い
て
前
景
化
し
て
い
る
。A

 

Pale V
iew

 of H
ills

で
は
と
く
に
、Etsuko

に
よ
るSachiko

に
つ
い
て

の
語
り
、
そ
し
てM

ariko

が
長
崎
に
来
る
ま
え
に
東
京
で
見
た
と
さ
れ

る
、
川
で
赤
子
を
水
に
沈
め
て
殺
そ
う
と
す
る
女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
よ

り
古
い
先
行
す
る
事
例
と
し
て
、
子
殺
し
の
モ
チ
ー
フ
に
そ
く
し
て
反
復

さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
子
殺
し
の
原

光
景
と
で
も
言
う
べ
き
、
子
供
を
水
に
沈
め
て
殺
そ
う
と
す
る
母
親
の

姿
は
、
長
崎
で
も
、
川
べ
り
を
歩
くM

ariko

に
幽
霊
の
よ
う
に
し
て
つ

き
ま
と
う
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
場
面
が
実
際
にM

ariko

に
よ
っ
て
目

撃
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、M

ariko

の
創
作
な
の
か
は
、T

he R
em

ains of 

the D
ay

に
お
け
る
執
事
と
虎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
同
じ
く
、
判
然
と
す
る

こ
と
が
な
い
。

“There w
as a canal at the end and the w

om
an w

as kneeling there, up 
to her elbow

s in w
ater. A

 young w
om

an, very thin. I knew
 som

ething 
w

as w
rong as soon as I saw

 her. You see, Etsuko, she turned round 
and sm

iled at M
ariko. I knew

 som
ething w

as w
rong and M

ariko m
ust 

have done too because she stopped running. A
t first I thought the 

w
om

an w
as blind, she had that kind of look, her eyes didn’t seem

 to 
actually see anything. W

ell, she brought her arm
s out of the canal and 

show
ed us w

hat she'd been holding under the w
ater. It w

as a baby. I 
took hold of M

ariko then and w
e cam

e out of the alley.”
I rem

ained silent, w
aiting for her to continue. Sachiko helped herself 

to m
ore tea from

 the pot. “A
s I say,” she said, “I heard the w

om
an 

killed herself. That w
as a few

 days afterw
ards.”

44　

　

事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
よ
う
が
な
い
ま
ま
に
、
お

そ
ら
くM

ariko

か
らSachiko

へ
と
伝
え
ら
れ
、Sachiko

に
よ
っ
て

Etsuko

に
伝
え
ら
れ
る
こ
の
子
殺
し
の
原
光
景
は
、
お
そ
ら
くEtsuko

、

Sachiko

に
共
通
す
る
密
か
な
欲
望
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
作

品
に
お
け
る
不
在
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。Etsuko

は
、
後
のK

eiko

に

よ
る
自
殺
を
予
兆
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
系
譜
や
歴
史
的
時
間
の

連
続
性
を
も
示
唆
す
る
縄
を
偶
然
手
に
入
れ
、
そ
の
偶
然
に
顕
在
化
す

る
子
殺
し
の
欲
望
をM

ariko

に
見
と
が
め
ら
れ
る
ら
し
い
。Etsuko

は
、

Sachiko

とM
ariko

を
回
想
す
る
に
際
し
て
、
あ
た
か
も
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
み
ず
か
ら
の
欲
望
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
か
の
よ
う
に
装
っ
て
い

る
。
し
か
し
、Etsuko

、Sachiko

、
そ
し
てM

ariko

が
目
に
し
た
と
さ

れ
る
、
子
供
を
川
の
水
面
下
に
沈
め
て
殺
そ
う
と
す
る
母
親
の
、
文
字

通
り
亡
霊
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
う
イ
メ
ジ
は
、K

eiko

を
自
殺
に
よ
っ
て

失
っ
たEtsuko

の
現
在
の
状
況
と
、
そ
れ
に
即
し
て
語
ら
れ
る
過
去
に

お
け
るSachiko

の
状
況
と
混
じ
り
合
っ
た
か
た
ち
で
反
復
さ
れ
、
そ
れ

ら
と
平
行
し
、
重
要
性
に
お
い
て
も
時
間
的
秩
序
に
お
い
て
も
等
価
な

も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。M

ariko

とSachiko

母
子
が
、

Etsuko

に
よ
るSachiko

とM
ariko

に
つ
い
て
の
語
り
の
時
間
の
位
相

に
お
い
て
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
に
反
復
す
る
そ
の
母
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
、
起
源
と
し
て
の
事
実
性
が
確
認
さ
れ
な
い
ま
ま
にA

 Pale V
iew

 of 

H
ills

の
テ
ク
ス
ト
の
表
層
を
浮
遊
し
、K

eiko

の
死
やSachiko

に
よ
る

M
ariko

へ
の
、
虐
待
行
為
に
近
いneglect

と
と
も
に
、
作
品
の
言
語
の

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
位
相
に
お
い
て
は
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
事

実
と
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
も
つ
か
な
い
起
源
と
テ
ー
マ
を
な
ぞ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、Ishiguro

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
自
体
の
起
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源
を
そ
れ
自
体
の
中
に
孕
み
、
し
か
も
起
源
が
作
品
の
語
り
自
体
と
等
価

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
構
造
を
提
示
し
て
い
る
。A

 Pale V
iew

 of H
ills

で
は
、
現
在
と
さ
れ
るK

eiko

の
自
殺
後
の
時
点
でEtsuko

が
置
か
れ

た
状
況
が
、
過
去
のSachiko

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
起
源
と
し
て
生
成
し
、

さ
ら
にSachiko
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
東
京
の
川
で
の
子
殺
し
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
起
源
と
し
て
生
成
さ
れ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
不
在
の
起
源
の

反
復
が
行
わ
れ
る
構
造
が
提
示
さ
れ
る
。
異
な
っ
て
い
る
は
ず
の
そ
れ
ら

の
反
復
の
層
が
、Etsuko
に
よ
る
語
り
の
、
事
実
性
か
ら
乖
離
し
た
テ

ク
ス
ト
の
記
号
の
な
か
で
混
ぜ
合
わ
せ
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、Etsuko

に
と
っ
てSachiko

は
他
者
で
あ
っ
て
他
者
で
は
な
く
、
東
京
の
川
で
子

供
を
水
に
沈
め
る
母
親
も
ま
た
、
他
者
で
あ
っ
て
他
者
で
な
い
と
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
上
記
の
よ
う
に
、Ishiguro

の
語
り
は

た
ん
な
る
記
号
の
羅
列
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る

他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
の
語
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
な
が
ら
も
、
語

り
の
言
語
が
真
実
性
の
尺
度
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
し
か

提
示
し
な
い
た
め
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
語
る
言
葉
は
真
実
性
を
付
与
さ

れ
た
、
社
会
的
な
正
統
性
に
お
い
て
他
者
に
優
越
し
た
声
と
な
る
の
で
は

な
く
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
語
り
の
内
部
に
現
れ
、
そ
の
言
葉
や
行
動
が
正

確
に
記
憶
さ
れ
反
復
さ
れ
て
い
る
か
が
疑
わ
し
い
、
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

に
帰
せ
ら
れ
る
言
葉
と
平
等
に
混
じ
り
合
い
、
自
と
他
と
の
区
別
を
明

確
化
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
語
り
手
が
語
る
語
り
と
し
て
成
立
す
る

ら
し
いIshiguro

の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
、
語
り
手
と
語
り
に
現
れ

る
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
対
等
な
の
だ
。
た
と
え
ば
、A

 Pale V
iew

 

of H
ills

のM
ariko

が
、
縄
を
手
に
も
っ
てM

ariko

を
追
うEtsuko

に

「
な
ぜ
そ
の
縄
を
持
っ
て
い
る
の
？
」
と
怪
訝
な
表
情
で
語
り
か
け
た
こ

と
が
、Etsuko

の
語
り
に
含
ま
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
回
想
さ
れ
る

と
き
に
は
、
子
殺
し
の
欲
望
を
意
識
の
表
面
に
決
し
て
表
さ
な
い
語
り
手

Etsuko

の
言
葉
とM

ariko

の
言
葉
と
は
、
真
実
性
の
程
度
に
お
い
て
対

等
か
、
あ
る
い
は
真
実
性
の
程
度
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
。Etsuko

の
回
想

の
内
部
で
、M

ariko

は
語
り
の
主
体
と
し
て
現
前
し
得
な
い
が
ゆ
え
に
、

発
声
の
起
源
を
欠
い
た
記
号
と
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
を
付
与
さ
れ

る
可
能
性
を
奪
わ
れ
て
い
るM

ariko

の
言
葉
は
、Etsuko

が
言
語
と
し

て
表
現
し
な
い
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
欲
望
を
、
原
初
的
な
意
味
を
奪
わ

れ
た
か
た
ち
で
代
弁
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
よ
り
真
実
に
近
い
こ
と
が

ら
を
読
者
に
語
っ
て
い
る
の
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

　

同
様
の
例
は
、T

he R
em

ains of the D
ay

に
お
い
て
、
年
老
い
て
か
ら

再
会
し
た
、Stevens

とStevens

の
か
つ
て
の
同
僚
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

恋
人
に
近
い
人
物
だ
っ
たM

iss K
enton

がStevens

に
書
き
送
っ
た
手

紙
の
記
述
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
事
実
と
解
釈
を
提
示
し
あ
う
場
面
な
ど

に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

‘W
ell, for instance, you w

rite—
now

 let m
e see—

 “the rest of m
y life 

stretches out like an em
ptiness before m

e”. Som
e w

ords to that effect.’
‘R

eally, M
r Stevens,’ she said, also laughing a little. ‘I couldn't have 

w
ritten any such thing.’

‘O
h, I assure you you did, M

rs B
enn. I recall it very clearly’.

45

　　

通
常
の
理
解
で
あ
れ
ば
、
手
紙
の
記
述
や
意
味
に
つ
い
て
の
判
断
と

解
釈
の
主
権
は
、
書
き
手
で
あ
るM

iss K
enton

に
与
え
ら
れ
る
は
ず
だ

が
、
こ
こ
で
は
読
み
手
のStevens

が
む
し
ろ
優
先
権
を
持
っ
て
手
紙
の

言
葉
と
解
釈
を
書
き
手
で
あ
るM

iss K
enton

に
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う

だ
。
し
か
し
、Stevens

がM
iss K

enton

に
比
べ
、
事
実
の
認
識
に
お
い
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て
過
ち
を
よ
り
し
ば
し
ば
犯
し
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
読
者
は
語
り
の
内
部
に
現
れ
る
書
簡
の
解
釈
に
つ

い
て
、Stevens

を
信
用
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
に
つ

い
て
の
最
終
的
な
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。Stevens

の

語
り
の
内
部
に
現
れ
る
書
簡
は
、
し
た
が
っ
てStevens

とM
iss K

enton

両
者
の
言
語
と
解
釈
が
、
ど
ち
ら
と
も
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
入
り
交

じ
っ
た
混
合
的
な
テ
ク
ス
ト
と
な
り
、Ishiguro

の
小
説
に
お
け
る
言
語

の
性
質
を
端
的
に
示
す
事
例
と
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
くIshiguro

が
、

人
間
は
他
人
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
つ
い
て
語
る
の
だ

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
自
己
に
よ
る
語
り
を
よ
り
真
実
で
あ
る
と
理
解

し
、
他
者
を
他
者
と
一
致
さ
せ
る
と
き
に
含
意
さ
れ
る
、
自
／
他
の
階
層

構
造
を
破
棄
し
た
と
き
に
成
り
立
つ
、
こ
う
し
た
人
間
の
記
憶
や
回
想
の

言
語
の
特
徴
に
即
し
た
言
葉
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
過
去
の
知
り
合
い
で
あ

れ
、
現
在
の
知
り
合
い
で
あ
れ
、
あ
る
個
人
が
語
る
他
者
の
言
語
は
、
語

り
の
言
語
に
お
い
て
自
己
の
言
語
と
同
一
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
本
来
的
な

自
己
と
他
者
の
区
別
は
生
起
し
得
な
い
。

　

ま
た
実
際
、
子
殺
し
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
時
間
的
な

現
在
と
過
去
と
が
、
た
と
え
ば
現
在
に
お
け
るEtsuko
と
過
去
に
お
け

るSachiko

と
い
っ
た
よ
う
に
、
時
間
的
な
差
異
に
お
い
て
、
決
定
的
な

違
い
を
持
つ
と
い
う
認
識
を
も
遠
ざ
け
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う

し
た
意
味
で
、Etsuko

が
生
き
残
っ
た
娘
のN

iki

に
結
婚
を
勧
め
、
若

いN
iki

と
、
か
つ
て
同
じ
よ
う
に
若
か
っ
た
自
分
と
の
差
異
を
認
知
し

な
い
か
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る

46
。Etsuko

は
、N

iki

に
自
分

の
母
親
と
し
て
の
明
ら
か
な
失
敗
を
認
め
な
が
ら
、N

iki

に
自
分
と
同

じ
立
場
に
な
る
よ
う
勧
め
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、K

eiko

の
密
か
な
自

死
に
よ
っ
て
、
母
親
で
あ
るEtsuko

が
自
分
自
身
の
立
場
を
守
る
こ
と

に
失
敗
し
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。Etsuko

が
お
そ
ら
く

密
か
に
抱
い
て
い
た
子
殺
し
の
欲
望
は
、K

eiko

の
死
に
よ
っ
て
や
は
り

密
か
に
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、
子
殺

し
で
あ
る
と
と
も
に
、
子
供
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
母
親
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
も
同
時
に
殺
し
、
喪
失
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ

の
と
きEtsuko

も
ま
た
、N

iki

の
姉
で
あ
る
自
殺
し
たK

eiko

と
と
も

に
絶
対
的
な
時
間
的
差
異
に
お
い
てN

iki

に
先
行
す
る
、
母
親
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
。Etsuko

に
と
っ
てSachiko

が
、
時
間
的
に
先
行
す
る

「
姉
」
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、Sachiko

は
ま
た
、
起
源
が
曖
昧

な
、
川
で
子
供
を
殺
そ
う
と
す
る
母
親
の
反
復
と
し
て
も
あ
り
、A

 Pale 

V
iew

 of H
ills

に
お
け
る
こ
の
三
者
は
、
テ
ク
ス
ト
の
位
相
に
お
い
て
等

価
で
あ
る
。Etsuko

は
無
意
識
的
に
、
み
ず
か
ら
が
回
想
の
形
式
で
織
り

な
す
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
二
層
の
語
り
の
起
源
を
、
同
時
的
に
反
復
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
子
殺
し
を
完
遂
し
たEtsuko

と
、

子
殺
し
の
母
親
と
し
て
のEtsuko

の
死
を
同
時
に
実
現
す
るK

eiko

は
、

東
京
の
川
に
い
た
と
さ
れ
る
母
子
やSachiko

とM
ariko

母
子
の
同
時

的
な
反
復
と
し
て
、
生
き
残
っ
たN

iki

に
と
っ
て
の
あ
ら
た
な
反
復
の

起
源
と
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
時
間
的
な
階
層
構
造
を
形
式
的
に
つ
く
り
だ
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
、A

 Pale V
iew

 of H
ills

に
登
場
す
る
女
性
た
ち

は
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
が
公
的
な
母
親
と
し
て
の
役
割
を
完
遂
し
損
ね
た
も

の
た
ち
、
あ
る
い
は
完
遂
し
損
ね
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
お

そ
ら
く
は
母
親
を
喪
失
す
る
と
同
時
に
母
親
を
殺
し
も
す
る
娘
た
ち
と

し
て
、
時
間
に
よ
る
差
異
を
超
え
て
換
喩
的
に
等
価
で
あ
る
。
純
粋
な
日

本
生
ま
れ
の
娘
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
過
去
に
拘
束
さ
れ
て
も
い
た
と

推
測
さ
れ
るK

eiko

が
、
部
屋
内
部
の
空
間
で
線
状
の
ひ
も
を
つ
か
っ
て
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自
殺
す
る
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
娘
と
し
て
のN

iki

が
、
母
親
と
さ
れ

るEtsuko

の
家
に
と
ら
わ
れ
ず
離
れ
て
ゆ
く
と
い
う
現
在
時
の
設
定
は
、

し
た
が
っ
て
必
然
的
に
要
請
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。Etsuko

の
二
度
目
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
母
親
のEtsuko

に
と
っ
て
は
二
度
目
の

故
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
次
女N

iki

が
、
起
源
と
し
て
の
自

ら
母
親
に
先
立
つ
過
去
と
し
て
の
日
本
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
原
初
的
な
存

在
と
し
の
母
親
や
そ
の
過
去
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
は
、Ishiguro

の
作

品
で
は
、
そ
れ
ら
が
つ
ね
に
不
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
実

際
不
幸
と
は
言
え
な
い
か
ら
だ

47
。

　

イ
ギ
リ
ス
人
の
夫
が
つ
け
た
と
さ
れ
るN

iki

と
い
う
名
前
は
、
そ
う

し
た
意
味
で
の
二
回
性
を
図
ら
ず
も
体
現
し
て
い
る
こ
と
が
、“ni”

が

「
２
」
を
意
味
し
う
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
日
本
人
の
読
者
に
は
納
得

さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い

48
。
し
か
し
、N

iki
と
い
う
名
前
の
意
味
が
、
日

本
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
と
き
に
そ
の
意
味
の
起
源
と
な
り
得
る
は
ず

の
「
２
」
と
い
う
数
字
に
拘
束
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
次
女
で
あ
る

N
iki

は
、
す
で
に
失
わ
れ
た
母
親
の
起
源
と
し
て
のK

eiko
の
反
復
で
あ

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、Etsuko

の
回
想
の
な
か
でK

eiko
に
先
立
つ

起
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
娘
た
ち
の
反
復
の
な
か
の
ひ
と
つ
と
し
て
二
項

対
立
的
構
造
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
見
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
効
果
と
し
て
現
れ
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
２
と
い
う
数
字
に
限
定
さ
れ
て
現

れ
出
て
来
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
東
京
に
お
け
る
子
殺
し
の

原
光
景
を
起
源
と
し
て
、Sachiko

、Etsuko

二
人
の
母
子
関
係
に
お
い

て
反
復
さ
れ
る
構
造
は
、
一
見
、
二
重
化
し
て
い
る
か
に
見
え
る
コ
ン
ビ

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
実
は
、
そ
れ
以
上
に
増
殖
す
る
何
か
の
反
復
の
一
部
と

し
て
現
れ
出
て
い
る
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
２
を
超

え
た
、
３
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
反
復
可
能
性
は
、
１
と
し
て
の
自
（
我
）

や
抑
圧
す
る
意
識
と
、
２
と
し
て
の
他
（
者
）
や
抑
圧
さ
れ
る
無
意
識
と

い
っ
た
、
お
そ
ら
く
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
や
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
モ
ダ

ニ
ズ
ム
ま
で
の
文
学
の
形
式
を
超
え
出
る
た
め
の
方
法
論
と
な
っ
て
い

る
の
だ
。
そ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
現
代
批
評
に
お
い
て
し
ば

し
ば
問
題
と
さ
れ
る
、
自
の
自
と
し
て
の
定
義
づ
け
と
他
の
他
と
し
て
の

定
義
づ
け
を
あ
ら
か
じ
め
脱
構
築
し
、
自
／
他
の
並
立
関
係
、
つ
ま
り
、

つ
ね
に
す
で
に
自
に
と
っ
て
の
他
で
あ
り
、
同
時
に
他
に
と
っ
て
の
自

で
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
可
能
に
す
る
方
法
論
で
も
あ
る
。

Ishiguro

の
方
法
は
、
そ
れ
が
依
拠
す
る
起
源
そ
の
も
の
が
曖
昧
な
、
自

で
あ
る
と
こ
ろ
の
真
実
・
リ
ア
ル
な
も
の
と
他
で
あ
る
と
こ
ろ
の
嘘
・
リ

ア
ル
で
は
な
い
も
の
が
入
り
混
じ
っ
た
状
態
を
、
自
／
他
の
区
分
が
規
範

的
に
作
用
す
る
と
錯
覚
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
読
書
行
為
の
磁
場
に

差
し
出
し
、
そ
の
是
非
を
問
う
の
で
あ
る

49
。

Ishiguro

と
「
戦
後
」

　

Ishiguro

の
作
品
は
し
た
が
っ
て
、
現
在
を
基
準
と
し
て
過
去
を
裁
断

す
る
立
場
を
も
支
持
し
な
い
。A

 Pale V
iew

 of H
ills

やA
n A

rtist of the 

Floating W
orld, T

he R
em

ains of the D
ay, W

hen W
e W

ere O
rphans

な

ど
の
作
品
が
、
い
わ
ゆ
る
戦
前
と
戦
後
の
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
き
、
た
と
え
ば
、
加
藤
典
洋
に
よ
る
「
敗
戦
後
」
の
議
論
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
、
歴
史
的
議
論
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
言
う
ま

で
も
な
く
、Ishiguro

の
作
品
の
解
釈
と
歴
史
的
議
論
が
も
っ
と
も
齟
齬

を
き
た
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
前
」「
後
」
と
い
う
、
歴
史
的
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と
さ
れ
る
時
間
軸
に
沿
っ
て
構
築
さ
れ
た
区
分
で
あ
る
。「
以
前
」
か
ら

の
連
続
性
が
「
以
後
」
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
る
と
認
識
さ
れ
る
と
き
、

し
ば
し
ば
「
以
前
」
は
純
粋
な
起
源
と
さ
れ
、「
以
後
」
の
不
純
さ
と
対

置
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、「
以
後
」
は
「
以
前
」
に
勝
る
も
の
と
し
て
、「
以

前
」
を
断
罪
す
る
た
め
の
基
準
と
さ
れ
る
だ
ろ
う

50
。

　

し
か
し
、Ishiguro

の
作
品
で
は
、
そ
の
両
方
の
方
向
性
が
混
じ
り
合

う
51

。A
 Pale V

iew
 of H

ills

で
は
、K

eiko

の
自
殺
と
い
う
、
一
見
時
間

の
流
れ
を
停
止
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
件
を
契
機
と
し
て
語

り
が
開
始
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
過
去
の
回
想
と
と
も
に

現
在
の
時
間
が
流
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
る
。K

eiko

の

自
殺
以
前
と
以
後
に
決
定
的
な
変
化
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま

た
、
上
で
す
こ
し
触
れ
た
よ
う
に
、
雇
い
主
が
第
二
次
大
戦
中
に
ナ
チ
ス

に
親
し
い
立
場
を
取
っ
た
た
め
に
、
戦
後
、
絶
望
し
た
雇
い
主
の
死
を

経
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
執
事
の
扱
い
に
慣
れ
な
い
、
ア
メ
リ
カ
人
の
あ

ら
た
な
雇
い
主
に
雇
わ
れ
る
こ
と
に
な
るT

he R
em

ains of the D
ay

の

Stevens

は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
な
が
ら
も
、「
タ
ー
ニ
ン
グ
・

ポ
イ
ン
ト
」
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
、
歴
史
的
な
事
件
の
前
後
に
あ
る
と

さ
れ
る
絶
対
的
な
差
異
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い

52
。

　

Ishiguro

は
、
上
記
の
よ
う
にEdgar A

. Poe

を
「
重
要
だ
」
と
し
て

い
る
の
だ
が
、
実
際
、Ishiguro

の
作
品
に
お
け
る
前
後
の
関
係
に
つ
い

て
の
認
識
は
、
た
と
え
ばPoe

が
、“Ligeia”

な
ど
で
示
し
て
い
る
も
の

と
近
い
。Poe

の“Ligeia”

で
は
、
語
り
手
が
愛
し
た
妻“Ligeia”

が
、

二
度
目
の
妻
の
口
を
借
り
て
語
り
始
め
る
。
し
か
し
、
一
番
目
の
、「
前
」

のLigeia

は
、
二
番
目
の
、「
後
」
のLigeia

に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
言
語
の
反
復
の
起
源
に
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
二
番
目
の
、

「
後
」
のLigeia

に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
源
と
し
て
措

定
さ
れ
る
反
復
の
反
復
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
自
体
の
反

復
に
よ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
起
源
と
な
っ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
自
と
他
の
関
係
と
相
似
に
、Poe

の
作
品
に
お
い
て
は
、

「
前
後
」
と
い
っ
た
二
重
の
反
復
性
を
帯
び
る
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の

ダ
ブ
ル
と
な
っ
て
い
る
関
係
性
に
お
い
て
は
、A

 Pale V
iew

 of H
ills

の

子
供
を
水
に
沈
め
る
母
親
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
真
偽
の
不
確
か
な
フ
ィ

ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
てSachiko

とEtsuko

に
よ
っ
て
二
度
反
復
さ

れ
る
よ
う
に
、
純
粋
に
現
前
す
る
起
源
と
そ
の
ダ
ブ
ル
と
し
て
反
復
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
起
源
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
反
復
と
そ

の
反
復
と
し
て
、
つ
ね
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
「
歴

史
」
も
ま
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
何
か
の
反
復
と
し
て
あ
り
得
る
わ
け
で
は

な
く
、
た
と
え
ば
そ
れ
自
体
と
は
異
な
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
に

と
っ
て
の
真
実
の
歴
史
と
い
っ
た
よ
う
に
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
自
体

と
し
て
は
あ
り
得
な
い
何
か
の
反
復
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に

し
て
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
個
人
的
経
験
の
回
想
と
相
似

に
、
歴
史
は
真
実
と
し
て
で
も
な
く
嘘
と
し
て
で
も
な
く
、
つ
ね
に
す

で
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
、
初
期
の
三
作
品
やW

hen W
e 

W
ere O

rphans

な
ど
に
お
い
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
反
復
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
、Ishiguro

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
お
そ
ら
くV

ladim
ir 

N
abokov

や
、Ishiguro

が
愛
好
す
る
ら
し
いFranz K

afka

の
作
品
と
類

似
し
て
お
り
、
文
化
や
国
家
を
、
安
定
し
た
尺
度
と
し
て
真
実
性
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
よ
う
と
す
る
小
説
作
品
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
つ
い

て
書
か
れ
た
初
期
二
作
と
異
郷
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
を
舞
台
に
す
る
第

三
作T

he R
em

ains of the D
ay

に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
国

家
や
文
化
に
と
も
な
う
特
質
も
ま
た
、
あ
る
種
の
論
者
た
ち
が
指
摘
す
る
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よ
う
に
、ethnicity

をperform
ative

に
演
ず
る
、
非
本
質
主
義
的
な
言

語
の
戯
れ
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
何
ら
か
の
本
質

と
し
て
文
化
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
うIshiguro

作
品
で
の

了
解
に
寄
り
添
っ
た
言
語
の
あ
り
か
た
な
の
で
あ
る

53
。

　

Ishiguro
の
作
品
に
お
け
る
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
語
り
、
言
語
の
構
成
、

必
然
的
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
歴
史
の
反
復
、
文
化

的
類
型
のperform

ative

な
理
解
な
ど
は
、
あ
く
ま
で
も
公
的
に
管
理
さ

れ
、
規
定
さ
れ
る
真
実
性
、
主
体
、
歴
史
な
ど
の
枠
組
み
を
超
え
で
た
範

囲
で
そ
の
有
効
性
を
持
ち
う
る
も
の
だ
。
そ
れ
を
、
そ
う
し
た
枠
組
み
を

現
実
の
限
界
と
し
て
認
識
し
て
い
る
大
江
健
三
郎
や
加
藤
典
洋
ら
の
議

論
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
議
論
し
、
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、

Ishiguro

は
故
意
に
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
で
あ
り
、
そ
の
方
法
論

は
、
そ
う
し
た
姿
勢
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ
ム
が
、
ア
メ
リ
カ
中
心
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
小
説
形
式
を
標
榜
す
る
の

に
た
い
し
て
、Ishiguro

は
よ
り
マ
イ
ナ
ー
と
も
言
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を

精
巧
な
戦
略
の
も
と
に
実
践
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
理

解
に
お
い
て
、
お
そ
ら
くIshiguro

の
基
本
認
識
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
作
家

た
ち
の
も
の
に
近
い
。Ishiguro

の
作
品
に
お
い
て
、「
日
本
」
と
は
現

実
の
日
本
と
さ
れ
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
日
本
以
外
に

お
い
て
過
去
や
起
源
と
し
て
回
想
さ
れ
る
も
の
の
こ
と
を
言
う
の
で
も

な
く
、
存
在
と
し
て
の
西
欧
に
た
い
す
る
無
と
し
て
の
文
化
で
あ
る
の
で

も
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、Ishiguro

に
よ
る
日
本
表
象
は
、
通
常

の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
表
象
可
能
な
「
日
本
」
の
限
界
を
超
え
出
て
い

る
と
も
言
え
、
そ
の
極
端
さ
に
お
い
てIshiguro

は
、
小
説
の
方
法
論
を
、

あ
く
ま
で
リ
ア
リ
ズ
ム
の
枠
組
み
に
即
し
た
か
た
ち
で
現
代
化
す
る
戦

略
の
一
例
を
見
事
に
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味

でIshiguro

は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
世
界
に
お
け

る
今
後
の
小
説
形
式
の
展
開
に
と
っ
て
、
い
ま
だ
に
重
要
な
意
義
を
持
ち

う
る
作
家
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
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さ
れ
るK
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ャ
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ク
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語
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述
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キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
し
ば
し
ば
声
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保
証
さ
れ

る
。
ま
た
、Faulkner

のA
bsalom

, A
bsalom

!

に
お
い
て
も
、多
く
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
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語
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し
て
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場
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、
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デ
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(
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azuo Ishiguro, A

 Pale V
iew

 of H
ills (N

ew
 York: V

intage, 1982), 156.

(
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さ
れ
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。

(

35) B
igsby, “C

onversations,” Shaffer &
 W

ong, 23.

(

36) K
rider, “C

onversations,” 127.

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
に
よ
っ
て
、The U
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の
作
中
人
物
が
実
際
に
はC

lint Eastw
ood

が
出
演
し
て
い
な
い
映
画
を
観
て
い
る

場
面
で
、C
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ood

が
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演
し
て
い
る
設
定
に
な
っ
て
い
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指
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さ

れ
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る
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て
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述
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る
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。
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さ
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。
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述
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(
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(
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史
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。
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(
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(
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(
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が
監
禁
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
家
の
ス
ペ
ー

ス
が
、Ishiguro

の
作
品
に
お
け
る
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
構
造
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
。

(
48) N

iki

と
い
う
名
前
は
、
日
本
語
を
理
解
し
な
い
イ
ギ
リ
ス
人
の
父
親
が
つ
け
た
名

前
で
あ
る
。Ishiguro, A

 Pale V
iew

, 9.

(

49) Julia K
risteva

の
な
ど
に
お
け
る
自
我
と
他
者
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
。

(

50) 

加
藤
典
洋
『
敗
戦
後
論
』
で
も
、
同
様
の
二
分
法
がPoe

の
作
品
に
そ
く
し
て
取
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り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
51) W

ong

は
、Ishiguro

の
こ
う
し
た
方
法
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
、
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
自
律
的
全
体
性
の
否
定
を
見
い
だ
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
主
体
が“a 

process, perpetually in construction, perpetually contradictory, perpetually open 

to change”
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。W

ong, 98.

(

52) Isiguro, T
he R

em
ains, 179.

(

53) Lew
is, K

azuo Ishiguro, 46.
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記
憶
へ
の
参
入

　

邦
訳
す
れ
ば
「
写
真
花
嫁
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
な
る
こ
の
映
画

1
で

扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
文
字
通
り
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ

る
あ
る
一
人
の
日
系
米
国
移
民
女
性
の
記
憶
で
あ
る
。
扱
わ
れ
て
い
る

の
が
「
過
去
」
で
も
「
歴
史
」
で
も
な
く
「
記
憶
」
だ
と
言
え
る
の
は
、

一
九
一
八
年
に
一
六
歳
で
写
真
花
嫁
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
渡
り
、
定
住
を
決

心
す
る
に
至
る
ま
で
の
一
年
に
満
た
な
い
主
人
公
中
村
リ
ヨ
の
経
験
が
、

高
齢
に
な
っ
た
主
人
公
の
「
現
在
」
か
ら
回
想
さ
れ
る
形
式
で
物
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
映
画
の
物
語
が
回
想
さ
れ
た
「
記
憶
」
で
あ
る
こ
と
は
、

冒
頭
と
ラ
ス
ト
で
「
現
在
」
の
主
人
公
の
一
人
称
の
ご
く
短
い
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
主
人
公
の
「
現
在
」
が
映
画
内

で
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、「
過
去
」
の
出
来
事
は
主
人
公
の
発

話
の
位
置
が
語ナ
レ
ー
タ
ー

り
手
か
ら
登
ア

ド

レ

サ

ー

場
人
物
＝
話
し
手
へ
と
移
行
し
て
当
時
の

視
点
か
ら
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
か
ら
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
回
想

さ
れ
て
い
る
「
記
憶
」
を
通
じ
て
過
去
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
出
来
事
を
じ
か
に
観
て
追
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
こ
の
映
画
で
実
際
に
目
に
す
る
「
過
去
」
は
ド

ラ
マ
化
さ
れ
た
当
時
の
出
来
事
だ
け
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
記
憶
」
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
枠
構
造
を
こ
の
映
画
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
採
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
主
人
公
の
「
記
憶
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、

語ナ
レ
ー
タ
ー

り
手
で
あ
れ
話ア
ド
レ
サ
ー

し
手
で
あ
れ
、
主
人
公
は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
仮
構

さ
れ
た
も
の
で
主
体
と
し
て
自
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、そ
の
「
記
憶
」

に
し
て
も
、
映
画
の
叙
述
と
文
法
に
よ
っ
て
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
の
意
識
に

構
成
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
、
こ
の
映
画
に
描
か
れ
て
い
る
「
記

憶
」
を
観
賞
の
水
準
か
ら
離
れ
て
、
あ
た
か
も
あ
る
主
体
の
実
際
の
記
憶

の
よ
う
に
扱
う
と
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
映
画
が
先
述
し
た
よ
う
な
構
造
を
取
っ
て
、
意
図
的
に
「
記
憶
」
と
し

て
物
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
を
前
提
に
す
れ
ば
、仮
構
的
（fictive

）

な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
（
あ
る
か
ら
こ
そ
）、
こ
の
映
画
で
物
語
ら
れ
て
い

る
「
記
憶
」
を
問
う
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
「
記
憶
」
の
意
味
を
問
う
た
め
に
、
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
形

式
に
よ
っ
て
い
か
な
る
効
果
が
生
じ
る
の
か
を
ま
ず
考
え
て
み
よ
う
。
一

人
称
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
回
想
を
通
じ
て
主
人
公
に
記
憶
さ
れ
た

「
過
去
」
の
時
空
へ
と
誘
導
さ
れ
る
こ
と
は
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
に
主
人
公

の
記
憶
に
参
入
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

感
覚
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
映
像
に
描
か
れ
る
当
時
の
様
々
な
出
来
事
は
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
に
よ
っ

て
ド
ラ
マ
と
し
て
観
賞
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
主
人
公
が
形
象
化
し
た
過

記
憶
の
リ
ア
ド
レ
ス
│
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
と
日
系
移
民
女
性
史
の
語
り
直
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

李　

孝
徳
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去
の
経
験
と
し
て
も
認
識
さ
れ
る
か
ら
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
主
人
公
の
記

憶
の
プ
ロ
セ
ス
に
立
ち
会
っ
て
い
る
感
覚
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま

り
こ
の
映
画
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
形
態
を
通
じ
て
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
（
仮

想
的
に
）
主
人
公
の
「
記
憶
」
が
生
成
す
る
場
に
参
入
す
る
こ
と
に
な
る

と
言
っ
て
い
い
。
逆
に
言
え
ば
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
、
ド
ラ
マ
を
観
賞
す

る
こ
と
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
主
人
公
の
（
仮
想
さ
れ
た
）
記
憶
に
参
入
さ

せ
る
た
め
に
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
設
定
す
る
こ
と
で
こ
の
映
画
に
賭
け
ら

れ
て
い
る
も
の
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
論
じ
た
い
と
思
う
の
は

そ
の
賭
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
写
真
花
嫁
の
歴
史
か
ら
議
論
を
始
め
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
映
画

が
き
わ
め
て
歴
史
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
採

る
こ
と
と
深
く
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歴0

史
的
0

0

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
映
画
が
写
真
花
嫁
の
経
験
に
つ
い
て
の

時
代
考
証
に
誠
実
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
経
験
が
記
憶
化
さ
れ

る
際
に
不
可
避
に
生
じ
る
記
憶
の
余
白
、
す
な
わ
ち
経
験
の
可
能
性
の
条

件
で
あ
り
な
が
ら
も
記
憶
で
は
外
部
化
さ
れ
る
事
象
に
緻
密
で
繊
細
な

視
点
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
映
画
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
で
も
な
け
れ
ば
ド
キ
ュ
ド
ラ
マ
で
も
な
く
、
創
作
（fiction
）
で
あ

る
こ
と
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
歴
史
性
を
意
識
的
に
織
り

込
む
た
め
だ
と
言
っ
て
い
い

2
。
そ
し
て
そ
れ
は
写
真
花
嫁
の
「
記
憶
」

を
通
じ
て
日
系
移
民
史
を
よ
り
広
い
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
に
開
く
た
め

に
再
分
節
す
る
べ
く
試
み
ら
れ
て
お
り
、
上
述
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て

観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
を
記
憶
へ
参
与
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
に
要
請
さ
れ

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
以
降
論
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

記
憶
の
背
景

　

一
九
世
紀
半
ば
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開
発
さ
れ
た
写
真
技
術
は
幕
末
に

は
す
で
に
日
本
に
移
入
さ
れ
、
近
代
化
の
進
展
と
と
も
に
情
報
メ
デ
ィ
ア

や
種
々
の
複
製
技
術
領
域
に
急
速
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
社
会
変
化
を
促

し
つ
つ
、
社
会
的
・
文
化
的
に
も
広
く
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

身
分
証
や
犯
罪
捜
査
に
お
け
る
同
定
技
術
と
し
て
制
度
的
に
採
用
さ
れ

る
一
方
、
肖
像
写
真
や
記
念
写
真
と
い
っ
た
新
た
な
娯
楽
・
行
事
と
し
て

も
定
着
し
な
が
ら
、
近
代
化
に
よ
る
社
会
変
化
と
日
本
的
な

0

0

0

0

社
会
性
や
慣

習
と
を
融
合
す
る
独
特
な
形
で
も
取
り
入
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

3
。

　

そ
う
し
た
写
真
の
社
会
文
化
的
な
機
能
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
出
現

し
た
制
度
の
ひ
と
つ
が
写
真
結
婚
（picture m

arriage

）
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
こ
で
言
う
写
真
結
婚
と
は
、
単
に
写
真
を
や
り
取
り
し
て
結
婚
相
手
を

決
め
る
よ
う
な
婚
姻
手
続
き
一
般
を
指
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
代
性
と

制
度
性
を
持
っ
た
特
定
の
婚
姻
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
経

済
的
な
困
窮
と
当
時
世
間
に
流
布
し
た
殖
民
論
に
促
さ
れ
て
、
一
八
八
〇

年
代
半
ば
か
ら
本
格
的
に
米
国
本
土
・
ハ
ワ
イ
に
移
民
し
て
い
た
日
本
人

男
性
が
日
本
に
戻
る
費
用
と
時
間
を
節
約
す
る
た
め
に
（
一
部
に
は
徴
兵

や
米
国
へ
の
再
渡
航
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
怖
れ
て
）、
代
理
人
を
通
じ
て

日
本
と
写
真
を
や
り
取
り
し
て
結
婚
相
手
を
決
め
て
入
籍
し
、
定
住
先
へ

呼
び
寄
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
婚
姻
形
態
が

日
系
移
民
の
間
に
広
が
っ
た
背
景
に
は
、
一
九
世
紀
終
盤
か
ら
始
ま
っ
て

い
た
排
日
運
動
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
る
と
西
海
岸
を
中
心
に
激
化
し

た
こ
と
が
あ
る
。
外
交
問
題
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
日
本
政
府
は

合
衆
国
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
（
一
九
〇
七
年
の
日
米
紳
士
協
定
）
合
衆
国

へ
の
新
た
な
労
働
移
民
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
移
民
の
大
半
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を
占
め
て
い
た
未
婚
の
男
性
は
定
住
志
向
を
強
め
、
家
族
の
入
国
と
い
う

そ
の
時
点
で
は
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
た
手
続
き
で
、
本
国
日
本
か
ら
配
偶

者
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。

　

伝
統
的
な
見
合
い
結
婚
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
写

真
結
婚
が
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
る
制
度
0

0

で
あ
る
の
は
、
日
米
間
の
関

係
悪
化
の
更
な
る
火
種
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
日
本
政
府
が
、
写
真
結
婚

の
当
事
者
で
あ
る
男
女
双
方
の
資
格
審
査
（
収
入
、
所
持
金
、
年
齢
、
入
籍

状
況
な
ど
）
を
行
い
、
写
真
花
嫁
の
米
国
移
住
の
可
否
に
最
終
的
な
決
定

を
下
し
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
写
真
結
婚
と
い
う
制
度
0

0

は
、
排
日

気
運
の
さ
ら
な
る
高
ま
り
を
受
け
て
合
衆
国
政
府
か
ら
批
判
さ
れ
る
と
、

一
九
二
〇
年
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
当
該
の
女
性
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行

し
な
い
と
い
う
形
で
途
絶
し
た
の
だ
っ
た

4 
。
こ
う
し
て
写
真
結
婚
が
始

ま
り
、
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
十
数
年
間
に
、
二
万
人
を
超
え
る
写
真
花
嫁

が
日
本
本
土
、
沖
縄
、
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
米
し
た
と
さ
れ
て
い
る

5
。

　

当
時
の
合
衆
国
で
は
、
一
度
も
相
手
と
顔
を
合
わ
せ
な
い
ま
ま
結
婚
す

る
こ
の
写
真
結
婚
は
非
文
明
的
な
ア
ジ
ア
的
風
習
と
し
て
嫌
悪
さ
れ
、
そ

の
多
く
が
農
園
労
働
に
従
事
し
た
写
真
花
嫁
た
ち
は
、
日
米
紳
士
協
定
に

違
反
す
る
移
民
労
働
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、主
流
社
会
の（
女
性
の
）「
良

俗
」
に
反
す
る
も
の
と
し
て
批
判
・
非
難
さ
れ
た

6
。
日
系
女
性
の
多
産

性
が
殊
更
に
言
い
立
て
ら
れ
も
し
て
、
排
日
の
た
め
の
格
好
の
材
料
に
も

な
っ
た

7
。
も
ち
ろ
ん
合
衆
国
社
会
の
写
真
結
婚
に
対
す
る
非
難
・
批
判

が
、
排
外
主
義
（nativism

）
と
人
種
主
義
と
性
主
義
の
ア
マ
ル
ガ
ム
に
ほ

か
な
ら
な
い
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が

8
、
そ
の
一
方
で
、
写
真
結
婚

そ
れ
自
体
は
東
洋
的
な
家
父
長
制
の
あ
る
種
の
象
徴
で
あ
り
、
女
性
の
男

性
社
会
へ
の
従
属
が
前
提
に
さ
れ
た
抑
圧
的
な
「
制
度
」
と
し
て
批
判
的

に
見
ら
れ
て
き
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　

確
か
に
写
真
結
婚
は
家
父
長
制
が
可
能
に
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
女
性
た
ち
の
大
半
は
相
手
を
親
や
親
族
に
決
め
ら
れ
て
自
分
で

相
手
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、「
口
減
ら
し
」
の
た
め
で
あ
る

こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
渡
米
し
て
も
移
住
先
や
相
手
が
日
本
で
聞
い

て
い
た
条
件
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
（
も
ち
ろ

ん
逆
に
女
性
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た

9
）、
行
く
所
が
な
い
た
め

そ
の
ま
ま
暮
ら
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
結
婚
後
も
、
家
事
労
働
や
子
育
て
の

責
任
は
負
わ
さ
れ
な
が
ら
も
生
活
の
た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
が
、職
種
は
限
ら
れ
て
い
る
う
え
に
賃
金
は
男
性
よ
り
も
安
か
っ
た
（
た

と
え
ば
ハ
ワ
イ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の
耕
地
作
業
で
約
三
分
の
二
）。
そ
も

そ
も
当
時
の
合
衆
国
で
は
、
従
事
す
る
職
種
や
こ
な
す
労
働
量
と
は
関
係

な
く
、
女
性
労
働
は
あ
く
ま
で
も
世
帯
の
大
黒
柱
で
あ
る
男
性
を
補
助
す

る
非
本
来
的
な
労
働
と
し
て
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
た

10
。
さ
ら
に
、
ア

ジ
ア
系
移
民
は
帰
化
権
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ

て
い
た
が
、
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
は
そ
れ
以
上
に
社
会
参
加
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
人
種
的
に
も
、
階
級
的
に
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
点

か
ら
し
て
も
最
も
社
会
的
な
負
荷
の
か
か
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
た

11
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
写
真
結
婚
で
渡
米
し
た
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
は
、
東

洋
（
日
本
）
と
西
洋
（
米
国
）
双
方
の
父
権
的
な
制
度
の
犠
牲
者
で
あ
り
、

そ
の
象
徴
と
し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
い
い
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
従
属
性
だ
け
で
語
ら
れ
る
一
方
的
な
写
真
花
嫁

像
へ
の
批
判
か
ら
、
彼
女
た
ち
の
積
極
的
な
主
体
性
を
見
出
す
こ
と
が
行

わ
れ
て
も
き
た
。
た
と
え
ば
、
ア
リ
ス
・
ユ
ン
・
チ
ェ
は
、
日
本
本
土
、

沖
縄
、
朝
鮮
半
島
か
ら
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
て
き
た
写
真
花
嫁
た
ち
が
、
上

述
し
た
よ
う
な
従
順
さ
や
従
属
性
と
い
っ
た
「
東
洋
的
な
」
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
に
む
し
ろ
挑
戦
す
る
、
そ
れ
ま
で
に
表
象
さ
れ
て
き
た
写
真
花
嫁
の
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ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
一
般
化
と
は
反
対
の
意
識
と
行
動
を
持
ち
、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
を
超
え
て
連
帯
す
る
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
像
を
描
き
出
し
て
い

る
し

12
、
イ
ヴ
リ
ン
・
ナ
カ
ノ
・
グ
レ
ン
は
、
そ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
へ
の
挑
戦
と
変
革
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ハ
ワ
イ
の
移
民
社
会
独
自
の
社

会
構
造
と
歴
史
性
に
よ
る
こ
と
を
分
析
し
て
み
せ
て
も
い
る

13
。
し
か
し

な
が
ら
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た

相
対
す
る
従
属
性
と
主
体
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
移
民
女
性
の
ラ
イ
フ
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
映
画
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の

は
、
写
真
花
嫁
と
呼
ば
れ
た
女
性
た
ち
の
そ
う
し
た
総
体
的
な
経
験
を
あ

る
一
人
の
女
性
を
通
じ
て
代
理
＝
表
象
す
る
（represent

）
こ
と
で
は
な

い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
、「
記
憶
」
の
余
白
に
こ
の
映
画
の
関
心
が
強
く
向
け
ら
れ
て
い

る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
以
降
で
は
、

そ
の
「
余
白
」
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
映
画
の
場
面
に
即
し
な
が
ら

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

記
憶
の
外
挿

　

ま
ず
、
映
画
冒
頭
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
終
わ
り
、
ホ
ノ
ル
ル
に
到
着
し
た

リ
ヨ
が
夫
と
な
る
木
村
マ
ツ
ジ
と
出
会
う
シ
ー
ン
で
あ
る
。
リ
ヨ
は
対
面

し
た
相
手
が
送
ら
れ
て
き
た
写
真
よ
り
も
か
な
り
年
齢
が
上
で
あ
る
う

え
に
（
四
三
歳
の
設
定
）、
熊
本
弁
で
と
つ
と
つ
と
話
す
姿
は
手
紙
か
ら
想

像
し
て
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
青
年
（
像
）
と
ま
る
で
違
う
こ
と
に
驚

愕
し
、
困
惑
と
幻
滅
か
ら
そ
の
後
に
執
り
行
わ
れ
る
集
団
結
婚
式
で
も
マ

ツ
ジ
を
拒
否
し
続
け
る
。
こ
の
対
面
時
に
お
け
る
年
齢
差
や
見
た
目
か
ら

受
け
た
「
シ
ョ
ッ
ク
」
は
写
真
花
嫁
の
経
験
で
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
語
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
ハ
ワ
イ
で
こ
の
映
画
を
上
映
す
る
際
、
当

時
ま
だ
存
命
だ
っ
た
「
写
真
花
嫁
」
た
ち
を
招
待
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
場

面
に
彼
女
た
ち
か
ら
大
き
な
声
や
笑
い
声
が
あ
が
っ
た
こ
と
を
監
督
の

ハ
ッ
タ
は
印
象
深
く
述
懐
し
て
い
る

14
。

　

写
真
結
婚
に
お
け
る
平
均
的
な
年
齢
差
は
一
〇
歳
だ
っ
た
が
、
二
○
歳

を
超
え
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
（
日
本
政
府
は
年
齢
差
を
原
則
一
三
歳
ま

で
と
し
て
い
た
が
、
例
外
も
認
め
て
い
た
）。
ま
た
、
送
付
し
た
写
真
や
年
齢

の
ほ
か
に
も
、
職
業
、
居
住
地
な
ど
で
も
様
々
な
嘘
が
つ
か
れ
て
い
る
こ

と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
背
景
に
は
、
日
本
政
府
が
呼
び
寄

せ
に
際
し
て
男
性
側
に
設
け
た
資
格
の
厳
し
さ
が
あ
っ
た
。
一
九
一
五
年

ま
で
は
原
則
的
に
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
預
金
を
持
つ
年
収
一
二
〇
〇
ド
ル
を

超
え
る
実
業
家
と
四
〇
〇
ド
ル
を
超
え
る
農
民
し
か
資
格
が
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
し
、
資
格
が
緩
和
さ
れ
た
一
九
一
五
年
以
降
で
も
最
低
八
〇
〇
ド

ル
の
預
金
証
明
書
を
提
示
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
〇
二
年

の
数
字
だ
が
、
ハ
ワ
イ
の
最
も
高
賃
金
の
日
本
人
耕
地
労
働
者
で
月
一
六

ド
ル
、
日
雇
い
で
一
日
六
五
セ
ン
ト
、
高
給
と
さ
れ
た
本
土
の
鉄
道
で
働

く
日
本
人
保
線
工
夫
で
も
一
日
一
ド
ル
二
五
セ
ン
ト
だ
っ
た
（
実
際
に
は
渡

さ
れ
る
賃
金
か
ら
様
々
な
諸
経
費
が
差
し
引
か
れ
た
）

15
。
し
か
も
映
画
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
一
九
二
〇
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
（
第
二
オ
ア
フ
大
争
議
）
を

引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
原
因
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
伴
う
物
価
の

高
騰
に
よ
っ
て
当
時
の
耕
地
労
働
者
の
月
給
二
〇
│
二
四
ド
ル
で
は
生
活

が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば

16
、
必
要
な
預

金
額
を
準
備
す
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
労
働
と
年
月
が
費
や
さ
れ
た
か
が

分
か
る
し
、「
呼
び
寄
せ
」
実
現
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
行
わ
れ
た

だ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
写
真
結
婚
に
お
け
る
年
齢
差
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や
嘘
は
日
米
間
の
外
交
政
策
が
強
い
た
産
物
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
映

画
で
、
日
本
に
帰
る
と
言
い
続
け
る
リ
ヨ
に
対
し
、
マ
ツ
ジ
が
「
金
ば
貯

め
て
ま
た
新
し
か
女
房
を
も
ら
う
た
い
」
と
言
い
返
す
場
面
が
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
こ
う
し
た
事
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
リ
ヨ
が
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
た
ま
ま
行
わ
れ
る
集
団
結
婚
式

だ
が
、
こ
れ
は
会
っ
た
こ
と
も
な
い
男
女
が
す
で
に
結
婚
し
て
い
る
こ

と
を
異
常
視
し
た
米
国
が
、
入
国
へ
の
条
件
と
し
て
要
求
し
た
も
の
で
あ

る
。
合
衆
国
憲
法
で
信
教
の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
事
実
上

キ
リ
ス
ト
教
が
国
教
で
あ
り
、
非
文
明
人
が
文
明
化
す
る
た
め
の
前
提
と

し
て
長
ら
く
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
司
式
が

当
然
の
こ
と
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
の
だ
っ
た

17
（
た
だ
し
集
団
結
婚
式

が
廃
止
さ
れ
た
後
は
、
各
々
自
由
に
仏
式
や
神
式
で
行
う
こ
と
が
で
き

た
）。
し
か
し
こ
こ
で
何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
女
性

が
、
日
本
人
女
性
と
と
も
に
移
民
局
で
の
手
続
き
を
経
て
（
す
な
わ
ち
横

浜
か
ら
リ
ヨ
を
含
む
日
本
人
女
性
と
同
船
し
て
ハ
ワ
イ
に
や
っ
て
き
て
）
集
団

結
婚
式
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

朝
鮮
人
の
米
国
本
土
・
ハ
ワ
イ
へ
の
労
働
移
民
は
、
日
本
人
移
民
の

数
が
増
え
て
勢
力
を
持
つ
こ
と
を
怖
れ
た
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
の
要
請
に

よ
っ
て
一
九
〇
三
年
に
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
一
九
〇
五
年
の
日
韓
保
護

条
約
に
よ
っ
て
李
朝
（
大
韓
帝
国
）
の
外
交
権
を
日
本
が
掌
握
し
た
た
め
、

一
九
〇
六
年
以
降
米
国
へ
の
労
働
移
民
は
実
質
的
に
途
絶
す
る
こ
と
に

な
っ
た
（
朝
鮮
人
移
民
の
日
本
人
移
民
と
の
競
合
を
恐
れ
た
日
本
政
府
が
禁
止

し
た
の
だ
と
も
言
わ
れ
る
）。
一
九
一
〇
年
、日
本
が
「
日
韓
併
合
」
に
よ
っ

て
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
化
す
る
と
、
そ
れ
以
降
の
朝
鮮
人
の
海
外
渡
航
は

朝
鮮
総
督
府
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
が
、
合
衆
国
の
朝
鮮
人
移
民
男
性
か

ら
の
強
い
要
請
で
、
朝
鮮
人
の
写
真
花
嫁
（
사
진 

신
부
）
も
こ
の
年
か
ら

始
ま
っ
た
の
だ
っ
た

18
。
し
か
も
一
九
一
八
年
に
ア
ジ
ア
全
域
か
ら
の
合

衆
国
へ
の
移
民
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
際
、
一
九
〇
七
年
に
日
米
紳
士

協
定
を
結
ん
で
い
た
日
本
だ
け
が
家
族
の
呼
び
寄
せ
な
ど
を
含
め
た
例

外
的
な
移
民
の
入
国
を
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
朝
鮮
人
の
写
真
花
嫁
は

大
日
本
帝
国
臣
民
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、一
九
二
四
年
の
移
民
法
の
改
正（
割

当
移
民
法
あ
る
い
は
排
日
移
民
法
と
呼
ば
れ
る
）
に
よ
っ
て
日
本
か
ら
の
移

民
が
完
全
禁
止
さ
れ
る
ま
で
日
本
人
女
性
と
同
様
の
手
続
き
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合
衆
国

に
入
国
し
た
の
で
あ
る

19
。
こ
の
映
画
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
で
は
な

い
し
、
リ
ヨ
の
経
験
の
後
景
に
お
か
れ
て
は
い
る
が
、
日
本
人
女
性
た
ち

の
集
団
結
婚
式
に
一
人
の
朝
鮮
人
女
性
を
参
加
さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
う

し
た
歴
史
に
意
識
的
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

ま
た
、
集
団
結
婚
式
の
シ
ー
ン
で
は
、
白
人
の
牧
師
が
壇
上
か
ら
新
郎

新
婦
た
ち
を
見
下
ろ
し
つ
つ
司
式
を
行
う
が
、
こ
の
映
画
で
白
人
と
ア

ジ
ア
系
移
民
の
こ
う
し
た
人
種
秩
序

20
が
様
々
な
位
置
関
係
に
表
象
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑

で
働
く
日
本
人
男
性
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
男
性
に
、
白
人
で
あ
る
農
園
主
の

パ
イ
パ
ー
が
仕
事
の
指
示
を
す
る
の
だ
が
、
パ
イ
パ
ー
の
話
す
標
準
的

0

0

0

な0

英
語
を
労
働
者
た
ち
が
理
解
で
き
ず
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
現
場
監
督

（
ル
ナ
と
呼
ば
れ
た
）
の
ア
ン
ト
ン
が
ピ
ジ
ン
英
語
に
「
翻
訳
」
す
る
こ
と

で
、
よ
う
や
く
指
示
を
理
解
し
、
日
系
労
働
者
の
一
人
が“H

ey, W
hat's 

a-m
atter, this H

aole? H
e no talk English!”

と
ア
ン
ト
ン
に
叫
ん
で
労
働

者
た
ち
が
い
っ
せ
い
に
笑
う
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
場
面
が
あ
る
（H

aole
［
ハ
オ
リ
］
は
ハ
ワ
イ
の
ピ
ジ
ン
英
語
で
白
人
の
意
味
。「
よ
そ
者
」
と
い
っ
た

意
味
を
持
つ
ハ
ワ
イ
語
の
［
ハ
オ
レ
］
に
由
来
）。
実
は
こ
の
ピ
ジ
ン
英
語
自

体
が
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
人
種
秩
序
の
産
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
も
と
も
と
ハ
ワ
イ
の
ピ
ジ
ン
語
は
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
労
働
移
民
と
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し
て
入
っ
て
き
た
中
国
人
や
ハ
ワ
イ
諸
島
以
外
の
太
平
洋
諸
島
人
と
、
当

時
は
ま
だ
ハ
ワ
イ
諸
島
を
統
治
し
て
い
た
先
住
ハ
ワ
イ
人
の
間
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
ハ
ワ
イ
語
を
ベ
ー
ス
に
し
て
始
ま
り
、
後

続
の
移
民
労
働
者
も
使
う
よ
う
に
な
っ
て
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
一
九
世
紀
の
半
ば
に
ハ
ワ
イ
王
国
が
キ
リ
ス
ト
教
国
と
な
る
よ
う

に
社
会
文
化
的
に
米
国
の
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
の
強
い
影
響
下
に
置
か
れ

た
こ
と
、
経
済
的
に
は
米
国
資
本
の
急
激
か
つ
大
量
な
流
入
が
あ
り
、

一
八
七
五
年
に
は
米
国
と
の
間
に
互
恵
貿
易
条
約
が
結
ば
れ
て
多
数
の

ア
メ
リ
カ
人
が
ハ
ワ
イ
に
移
住
し
て
支
配
層
を
形
成
し
た
こ
と
、
そ
の
後

中
国
、
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
大
量
の
移
民
が
押
し
寄
せ
た
こ
と
な
ど

で
、
人
口
比
が
そ
の
ス
テ
イ
タ
ス
と
と
も
に
小
さ
く
な
る
と
、
先
住
ハ
ワ

イ
人
の
文
化
や
言
語
は
教
育
や
公
的
な
空
間
で
周
縁
化
さ
れ
、
支
配
層
の

白
人
は
ハ
ワ
イ
語
も
ピ
ジ
ン
語
も
使
わ
な
か
っ
た
た
め
、
英
語
話
者
に
も

通
じ
る
よ
う
に
ピ
ジ
ン
ハ
ワ
イ
語
は
英
語
化
し
て
、
ピ
ジ
ン
英
語
（
正
式

に
はH

aw
aiian C

reole English:

略
称H

C
E

）
が
形
成
さ
れ
た
の
だ
っ
た

21
。

す
な
わ
ち
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
ピ
ジ
ン
英
語
は
、
そ
の
形
成
過
程
に
よ
く
言

わ
れ
る
よ
う
な
移
民
社
会
特
有
の
多
言
語
多
文
化
的
な
交
流
の
様
相
だ

け
で
な
く
、
人
種
（
主
義
）
的
か
つ
階
級
的
な
様
相
を
多
分
に
含
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

新
参
の
日
系
移
民
で
あ
る
リ
ヨ
が
英
語
を
話
せ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た

人
種
関
係
や
階
級
関
係
の
産
物
で
あ
る
言
語
秩
序
を
攪
乱
さ
せ
る
形
で

浮
か
び
上
が
ら
せ
て
も
い
る
。
当
人
は
意
識
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ
を
耳
に

す
る
人
間
た
ち
に
居
心
地
の
悪
さ
や
決
ま
り
悪
さ
、
と
き
に
滑
稽
さ
を
感

じ
さ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
リ
ヨ
の
話
す
英
語
が

初
級
レ
ベ
ル
と
は
い
え
横
浜
の
カ
フ
ェ
で
船
員
相
手
に
習
い
覚
え
た
い

わ
ゆ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
り
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
移
民
社
会
で
は

使
わ
れ
ず
、
ま
た
身
に
付
け
る
こ
と
の
な
い
英
語
で
あ
る
た
め
、
ハ
ワ
イ

社
会
の
人
種
や
階
級
の
秩
序
を
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
友
人
で
あ
り
移
民
生
活
の

先
輩
で
あ
る
カ
ナ
に
連
れ
ら
れ
て
、
リ
ヨ
が
農
園
主
の
娘
と
初
め
て
会
う

シ
ー
ン
で
あ
る
。
日
本
に
帰
国
す
る
費
用
を
貯
め
る
た
め
、
カ
ヨ
の
や
っ

て
い
る
（
副
業
の
）
洗
濯
業
を
手
伝
い
始
め
て
い
た
リ
ヨ
は
、
農
園
主
一

家
の
洗
濯
物
を
届
け
る
た
め
に
カ
ヨ
と
二
人
で
ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
（
映
画

で
は
「
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
さ
ん
」
と
日
系
の
ピ
ジ
ン
英
語
で
呼
ば
れ
る
）
が
住

む
邸
ビ
ッ
グ
ハ
ウ
ス
宅
を
訪
ね
る
。
初
対
面
の
挨
拶
を
交
わ
し
、
何
か
飲
む
か
と
聞
か
れ

る
と
、
カ
ナ
は
遠
慮
し
て
断
る
も
の
の
、
リ
ヨ
は
「
は
い
、
と
っ
て
も
暑

い
で
す
か
ら
」
と
無
邪
気
に
英
語
で
答
え
、
ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
は
笑
っ
て

飲
み
物
を
リ
ヨ
に
渡
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
英
語
で
行
わ
れ

る
。

ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
「
忘
れ
て
た
わ
。
あ
な
た
は
英
語
が
少
し
話
せ
る
っ
て

カ
ナ
が
言
っ
て
た
わ
ね
。
と
て
も
珍
し
い
わ
。」

リ
ヨ
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
「
カ
ナ
の
ご
主
人
は
写
真
を
見
た
だ
け
で
カ
ナ
を
呼
び

寄
せ
た
っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
あ
な
た
も
そ
う
だ
っ
た
の
か
し
ら
？
」

カ
ナ
（
質
問
が
理
解
で
き
な
い
で
い
る
リ
ヨ
の
代
わ
り
に
）「
え
え
は
い
、

リ
ヨ
も
同
じ
で
す
。」

ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
「
そ
れ
で
ご
主
人
と
は
う
ま
く
い
っ
て
る
の
？
」

カ
ナ
（
リ
ヨ
が
返
事
を
躊
躇
っ
て
い
る
の
を
引
き
取
っ
て
）「
マ
ツ
ジ
さ

ん
は
と
っ
て
も
い
い
人
で
す
。」

ミ
ス･
パ
イ
パ
ー
「
カ
ナ
、
あ
な
た
は
ご
主
人
と
ど
う
な
の
？
」

カ
ナ
（
質
問
に
答
え
な
い
ま
ま
建
物
を
出
な
が
ら
）「
ご
き
げ
ん
よ
う
、
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ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
さ
ん
。」

　

日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
ば
か
り
の
写
真
花
嫁
が
英
語
を
少
し
で
も
話

せ
る
こ
と
の
珍
し
さ
が
驚
き
と
と
も
に
語
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
写
真
結
婚
へ

と
話
題
が
移
り
、
夫
婦
仲
ま
で
心
配
さ
れ
る
。
一
見
、
家
庭
の
問
題
を
め

ぐ
る
女
性
同
士
の
気
遣
い
が
や
り
取
り
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
場
面

な
の
だ
が
、
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
の
示
す
「
善
意
」
が
、
そ
の
実
、
人
種
と

階
級
の
秩
序
と
植
民
地
主
義
的
な
偏
見
と
主
従
関
係
に
則
っ
た
温
情
主

義
に
よ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
具
体
的
な
対
面
に
お
い
て
は
そ

れ
が
「
気
遣
い
」
と
し
て
し
か
顕
在
化
す
る
こ
と
の
な
い
ハ
オ
リ
女
性
と

日
系
移
民
女
性
の
非
対
称
的
な
関
係
が
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
実

際
、
こ
の
非
対
称
的
な
関
係
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
自
ら

の
家
で
働
く
ア
ジ
ア
人
女
性
を
生
来
の
奉
公
人
と
し
て
し
か
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
富
裕
層
の
ハ
オ
リ
女
性
が
い
た
こ
と
を
イ
ヴ
リ
ン
・

グ
レ
ン
・
ナ
カ
ノ
は
紹
介
し
て
い
る

22
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
関
係
は
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
、
カ
ヨ
と
リ
ヨ
の
服
装
に

も
表
象
さ
れ
て
い
る
。
強
調
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
嫌
い
は
あ
る
が
、
ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
の
服
装
、
家
屋
の
外
観
、
内
装
、
調
度
が
（
マ
ツ
ジ
と
リ
ヨ
の
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
内
の
文
字
通
り
の
掘
っ
立
て
小
屋
と
は
対
照
的
に
）
清
潔
感

の
漂
う
上
品
な
「
白
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
オ
リ
で
あ
る
が
故

の
特
権
性
を
象
徴
的
に
示
す
た
め
だ
ろ
う
。
一
方
、
パ
イ
パ
ー
邸
を
訪
れ

る
の
に
、
カ
ヨ
と
リ
ヨ
の
二
人
は
仕
事
着
の
山
袴
で
も
部
屋
着
の
着
物
で

も
な
く
洋
服
を
身
に
着
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
先
述
し
た
非
対
称

的
な
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
洋
装
は
決
し

て
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
同
化
の
た
め
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
、
野
蛮
な
風
俗
・
習
慣
を
持

ち
、
排
他
的
で
、
ア
メ
リ
カ
に
同
化
し
よ
う
と
し
な
い
（
同
化
で
き
な
い
）

人
種
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
き
た
日
系
移
民
は
、
一
九
〇
七
年
の
日
米
紳
士

協
定
以
降
に
新
た
な
移
民
が
禁
止
さ
れ
て
定
住
志
向
を
強
め
る
と
、
主
流

社
会
と
の
摩
擦
を
緩
和
す
る
べ
く
、
日
本
人
会
や
県
人
会
を
は
じ
め
と
す

る
日
系
の
各
種
団
体
や
新
聞
が
中
心
と
な
っ
て
「
米
化
」
の
た
め
の
矯
風

運
動
を
展
開
し
た
。
主
流
社
会
か
ら
異
常
視
さ
れ
、
蔑
視
さ
れ
て
い
る
生

活
環
境
、風
俗
・
習
慣
、マ
ナ
ー
、仕
事
の
や
り
方
な
ど
様
々
な
も
の
が
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
女
性
の
服
装
も
含
ま
れ
て
お
り
（
移
民

し
て
き
て
も
和
服
を
着
続
け
る
日
系
女
性
は
同
化
で
き
な
い
こ
と
の
証
左
と
さ

れ
た
）、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
出
て
、
白
人
の
い
る
地
域
を
歩
く
と
き
は
洋
装

は
も
と
よ
り
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
と
い
っ
た
欧
米
風
の
「
身
だ
し
な
み
」
に

注
意
を
払
う
こ
と
が
新
聞
な
ど
で
繰
り
返
し
警
告
さ
れ
た

23
。

　

た
だ
し
こ
の
映
画
で
は
、
リ
ヨ
の
服
装
は
そ
の
英
語
と
同
様
、
ハ
ワ
イ

の
日
系
移
民
社
会
の
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

リ
ヨ
は
移
民
船
か
ら
ホ
ノ
ル
ル
に
降
り
立
っ
た
と
き
に
唯
一
洋
装
し
て

い
た
女
性
で
あ
り
、
農
作
業
着
の
着
方
を
知
ら
ず
、
洗
濯
物
と
し
て
持
ち

帰
っ
た
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
の
見
栄
え
の
良
い
ド
レ
ス
を
自
宅
で
身
に
付
け

て
姿
見
に
映
し
て
み
た
り
も
す
る
。
作
る
食
事
も
コ
ロ
ッ
ケ
ば
か
り
で
、

マ
ツ
ジ
か
ら
は
都
会
の
食
い
物
し
か
作
ら
な
い
と
文
句
を
言
わ
れ
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、英
語
を
話
せ
る
横
浜
育
ち
の
「
シ
テ
ィ
・
ガ
ー

ル
」
に
と
っ
て
、
ハ
オ
リ
の
「
良
俗
」
は
同
化
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
日
本
の
都
会
生
活
に
お
い
て
内
面
化
さ
れ
た

憧
憬
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
リ
ヨ
の
場
合
、
一
般
的
な
日
系
移

民
女
性
と
は
違
っ
て
、
都
会
的
な
「
良
俗
」
志
向
を
脱
す
る
こ
と
が
ハ
ワ

イ
の
移
民
社
会
に
定
着
し
て
い
く
過
程
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
リ
ヨ
の
性
格
付
け
は
、
観
客
が
リ
ヨ
の
ハ
ワ
イ
で
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の
経
験
を
あ
る
種
の
「
異
文
化
体
験
」
と
し
て
追
体
験
で
き
る
こ
と
に
も

寄
与
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
こ
の
「
良
俗
」
は
ハ
オ
リ
女
性
に
も
違
っ
た
意
味
で
強
い
ら

れ
た
マ
ナ
ー
だ
っ
た
。
初
期
の
宣
教
目
的
の
頃
こ
そ
ハ
オ
リ
女
性
は
ハ
オ

リ
男
性
と
と
も
に
働
い
て
い
た
が
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
を
基
盤
に

し
た
有
産
階
級
が
出
来
上
が
っ
て
く
る
頃
に
は
、
ハ
オ
リ
女
性
は
家
事
の

切
り
盛
り
と
い
っ
た
「
良
妻
賢
母
」
の
役
割
だ
け
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
を
は
じ
め
と
す
る
実
業
に
は
一
切
タ
ッ

チ
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
有
閑
階
級
（leisure class

）
の
未
婚

女
性
は
、
就
学
や
就
職
な
ど
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
社
会
か
ら

隔
絶
さ
れ
て
家
庭
化
さ
れ
（dom

esticated

）、
チ
ャ
リ
テ
ィ
活
動
と
同
じ

階
級
の
子
女
た
ち
と
の
付
き
合
い
と
い
っ
た
文
字
通
り
の
余
暇
（leisure

）

に
い
そ
し
む
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
た

24
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
焼
畑
作
業
中
に

迷
子
に
な
っ
た
息
子
と
と
も
に
カ
ナ
が
命
を
落
と
し
た
後
、
洗
濯
物
を
届

け
に
パ
イ
パ
ー
宅
を
訪
れ
た
リ
ヨ
に
、
ミ
ス･
パ
イ
パ
ー
が
洗
濯
物
を
受

け
取
り
な
が
ら“I’m

 so sorry”

と
し
か
口
に
で
き
ず
、
去
っ
て
い
く
リ

ヨ
の
後
姿
に
窓
越
し
に
哀
し
げ
な
視
線
を
送
る
場
面
が
あ
る
。
音
楽
の
効

果
も
あ
い
ま
っ
て
ひ
ど
く
物
悲
し
い
場
面
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
ミ
ス･

パ

イ
パ
ー
が
抱
い
て
い
る
だ
ろ
う
悲
し
み
に
同
一
化
す
る
か
ら
で
は
な
く
、

ハ
オ
リ
女
性
が
あ
る
面
で
は
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
と
同
型
の
従
属
を
強

い
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
「
白
い
邸
宅
」
を
一

歩
も
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
自
ら
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
含
ま
れ
る

人
種
主
義
や
階
級
主
義
の
う
ち
に
留
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
温
情
主
義
的
な

善
意

│
す
な
わ
ち
人
種
や
階
級

│
を
超
え
る
連
帯
も
交
流
も
決
し

て
生
ま
れ
得
な
い
だ
ろ
う
断
絶
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

記
憶
の
象
徴

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
映
画
で
は
「
記
憶
」
を
取
り
巻
く
当
時
の
社
会
関
係
に

だ
け
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
系
移
民
の
記
憶
に
深

く
残
る
生
活
史
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
丁
寧
に
収
め
ら
れ
て
も
い
る
。

と
り
わ
け
そ
こ
で
女
性
の
労
働
が
ひ
と
つ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

先
述
し
た
写
真
花
嫁
や
日
系
移
民
女
性
の
労
働
が
否
定
的
に
見
ら
れ
て

き
た
こ
と
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
表
象
を
再
分
節
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
映
画
で
は
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
働
く

女
性
た
ち
は
、
男
性
と
は
ま
た
違
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
組
み
、
リ
ー
ダ
ー
に

当
た
る
女
性
が
統
率
し
、
仕
事
を
急
か
す
の
に
鞭
で
脅
す
こ
と
さ
え
あ
る

ル
ナ
と
丁
々
発
止
の
や
り
取
り
を
し
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
い
く
場
面

が
何
度
も
出
て
く
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
日
系
移
民
女
性
の
労

働
に
取
り
組
む
際
の
主
体
的
な
協
働
性
で
あ
っ
て
、
決
し
て
労
働
や
生
活

に
お
け
る
艱
難
辛
苦
だ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
従
属
性
や
従
順
さ
と
い
っ
た

家
父
長
制
の
犠
牲
者
と
い
っ
た
面
だ
け
で
も
な
い
。

　

そ
れ
を
と
り
わ
け
象
徴
的
に
示
す
の
は
、
女
性
た
ち
が
昼
食
を
取
る
た

め
に
仕
事
の
手
を
休
め
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
の
閑
地
に
車
座
に
な
っ
て
子
ど

も
た
ち
の
面
倒
を
見
な
が
ら
、
新
聞
に
載
っ
て
い
る
「
駆
け
落
ち
」
の
ゴ

シ
ッ
プ
話
に
打
ち
興
じ
る
シ
ー
ン
だ
ろ
う
。
一
見
、
何
の
変
哲
も
な
く
見

え
る
光
景
な
の
だ
が
、
野
良
仕
事
に
従
事
す
る
ア
ジ
ア
系
の
女
性
た
ち
が

こ
ん
な
に
も
楽
し
そ
う
に
交
歓
す
る
場
面
を
合
衆
国
の
商
業
映
画
で
は

管
見
に
し
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
多
重
的
な
意
味
で
本
来
的
で
な
い
と
否

定
的
に
見
ら
れ
て
き
た
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
の
労
動
が
生

サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
存
の
手
段
で

は
な
く
、
協
働
す
る
生ラ
イ
フの
在
り
よ
う
と
し
て
活
き
活
き
と
描
か
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
移
民
労
働
者
で
あ
る
以
上
、
彼
女
た
ち
は
好
機
が

あ
れ
ば
い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
移
住
す
る
可
能
性
を
持
つ
流
動
的
な
存

在
で
も
あ
る

25
。
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
そ
の
協
働
性
は
か
け
が
え
の
な
い
も

の
で
あ
り
、
仲
間
の
ヤ
ヨ
イ
が
ホ
ノ
ル
ル
で
商
売
を
始
め
る
た
め
に
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
離
れ
る
際
に
皆
で
送
り
出
す
シ
ー
ン
や
ホ
ノ
ル
ル
に

行
っ
た
ヤ
ヨ
イ
の
こ
と
が
ホ
レ
ホ
レ
節
で
切
な
く
歌
わ
れ
る
場
面
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
日
系
移
民
女
性
た
ち
の
交
歓
を
描
く

こ
の
場
面
が
、
主
人
公
の
リ
ヨ
は
も
ち
ろ
ん
特
定
の
誰
か
だ
け
を
強
調
す

る
こ
と
な
く
、
女
性
た
ち
全
員
が
常
に
フ
レ
ー
ム
に
納
ま
る
よ
う
に
し
て

引
き
気
味
の
カ
メ
ラ
で
水
平
な
視
点
か
ら
撮
ら
れ
て
い
る
の
も
、
あ
る
個

人
の
名
に
お
い
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
な
特
権
的
な

0

0

0

0

歴
史
で
は
な
く
、
日
系

移
民
女
性
た
ち
の
存
在
を
そ
の
協
働
性
に
お
い
て
描
く
こ
と
が
こ
の
映

画
の
目
的
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
女
性
た
ち
の
交
歓
の
場
面
は
、
リ
ヨ
に
と
っ
て
の

参イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

加
儀
式
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
会
話
の
途
中
で
ム
カ
デ
が
リ
ヨ
の

服
に
入
り
込
ん
で
大
騒
ぎ
に
な
り
、
皆
が
手
を
貸
し
て
ム
カ
デ
を
服
か
ら

は
た
き
出
す
と
、
ル
ナ
の
ア
ン
ト
ン
が
落
馬
し
た
の
だ
と
思
っ
て
踏
み
潰

せ
と
い
う
声
が
ヤ
ヨ
イ
か
ら
上
が
っ
て
、
リ
ヨ
は
怒
り
と
と
も
に
何
度
も

ム
カ
デ
を
踏
み
つ
け
、
皆
が
手
を
叩
い
て
大
笑
い
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

そ
れ
ま
で
農
作
業
に
も
慣
れ
ず
、
ア
ン
ト
ン
に
怯
え
る
ば
か
り
だ
っ
た
リ

ヨ
が
、
自
分
の
意
思
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
皆
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
仲

間
と
な
る
契
機
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
映
画
は
、
両
親

の
死
に
負
い
目
を
持
っ
た
横
浜
育
ち
の
「
シ
テ
ィ
・
ガ
ー
ル
」
が
肩
身
の

狭
い
日
本
を
離
れ
、
様
々
な
困
難
に
出
会
い
な
が
ら
成
長
し
て
大
人
に
な

り
、
と
も
に
生
き
る
相
手
を
見
つ
け
て
ハ
ワ
イ
と
い
う
場
で
新
た
な
生
を

踏
み
出
す
と
い
う
一
人
の
日
系
移
民
少
女
の
成

ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン

長
譚
で
も
あ
る
。
実

際
、
そ
の
成
長
は
、
映
画
の
終
盤
で
ハ
ワ
イ
に
定
住
す
る
こ
と
を
選
ん
だ

リ
ヨ
が
ホ
レ
ホ
レ
節

│
「
ホ
レ
ホ
レ
」
と
は
ハ
ワ
イ
語
で
サ
ト
ウ
キ
ビ

の
枯
れ
葉
を
手
作
業
で
掻
き
落
と
し
て
い
く
作
業
の
こ
と
で
、
ホ
レ
ホ
レ

節
と
は
日
系
移
民
が
こ
う
し
た
作
業
を
し
な
が
ら
、
自
分
の
日
々
の
生
活

や
問
題
、
心
情
や
感
慨
と
い
っ
た
も
の
を
即
興
で
歌
詞
に
し
て
歌
う
労
働

歌
、
民
謡
の
こ
と
で
あ
る

26

│
を
自
ら
歌
い
始
め
る
こ
と
で
示
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
生
き
生
き
と
し
て
見
え
る
交
歓
の

場
面
で
も
、
先
に
述
べ
た
歴
史
性

0

0

0

は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
女
性

た
ち
が
噂
話
に
花
を
咲
か
せ
る
新
聞
の
「
駆
け
落
ち
」
記
事
は
、
写
真
結

婚
の
あ
っ
た
時
代
に
邦
字
新
聞
を
賑
わ
し
て
い
た
話
題
だ
っ
た
が
、
日
系

移
民
女
性
に
と
っ
て
ゴ
シ
ッ
プ
以
上
の
意
味
を
持
つ
、
い
わ
ば
移
民
生
活

の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
写
真
花
嫁

と
し
て
渡
米
し
て
き
た
女
性
の
多
く
は
、
家
事
や
子
供
の
世
話
に
加
え
て

外
で
も
働
く
と
い
う
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
た
が
、
夫
の
多
く
は

一
九
世
紀
後
半
の
近
代
天
皇
制
確
立
期
の
き
わ
め
て
父
権
的
な
教
育
と

価
値
観
で
育
っ
た
た
め
に
、
そ
う
し
た
女
性
の
あ
り
方
を
自
明
視
し
て
い

た
。
一
方
、
女
性
た
ち
は
夫
に
比
べ
て
相
当
若
い
う
え
に
、
す
で
に
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
訪
れ
て
い
た
時
代
に
自
己
形
成
し
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
て
（
実
際
、
当
時
の
邦
字
新
聞
で
は
日
系
移
民
男
性
の
女
性
に
対
す
る
振

る
舞
い
や
考
え
方
が
旧
時
代
的
だ
と
し
て
女
性
た
ち
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
）、

夫
婦
の
間
で
は
す
れ
違
い
や
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
進
退

の
窮
ま
っ
た
女
性
の
な
か
に
は
他
の
男
性
と
「
駆
け
落
ち
」
す
る
者
が
出

た
の
で
あ
る
（
単
独
で
は
逃
げ
よ
う
に
も
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
）。
し
か
し
現

実
の
日
系
移
民
の
離
婚
率
は
か
な
り
低
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

27
、
こ
う
し
た
「
駆
け
落
ち
」
が
事
件
と
し
て

0

0

0

0

0

繰
り

返
し
記
事
に
な
っ
た
の
は
、
ユ
ウ
ジ
・
イ
チ
オ
カ
が
言
う
よ
う
に
、
ゴ
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シ
ッ
プ
記
事
で
販
売
拡
大
を
狙
う
新
聞
社
の
思
惑
と
そ
う
し
た
記
事
を

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
統
制
の
手
段
に
し
た
い
日
本
人
会
に
代
表
さ
れ
る
移
民

組
織
の
利
害
と
が
一
致
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
実
際
、
新
聞
記
事
や

捜
査
広
告
に
は
写
真
と
名
前
が
掲
載
さ
れ
、
通
報
者
に
は
賞
金
が
出
る
こ

と
も
あ
っ
た
し
、
こ
う
し
て
見
つ
け
出
さ
れ
た
女
性
は
「
不
貞
者
」
の
烙

印
を
押
さ
れ
、
男
女
の
二
人
は
日
系
移
民
社
会
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
さ

え
あ
っ
た
の
だ

28
。

　

こ
う
し
た
日
系
移
民
（
史
）
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
面
は
他
に
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
リ
ヨ
と
の
仲
が
う
ま
く
い
か
な
い
マ
ツ
ジ
が
賭

場
に
行
き
、
そ
こ
で
働
く
女
性
と
言
葉
を
交
わ
し
な
が
ら
酒
を
飲
む
シ
ー

ン
が
あ
る
が
、日
系
移
民
社
会
に
と
っ
て
賭
博
と
飲
酒
は
大
き
な
問
題
だ
っ

た
。も
と
も
と
雇
用
主
が
純
粋
に
労
働
力
だ
け
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
あ
っ

て
、
労
働
移
民
の
大
半
は
壮
年
期
の
独
身
の
男
性
た
ち
で
あ
り

29
、
農
園

や
炭
鉱
が
主
な
労
働
場
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
満
足
な
娯
楽
も
な
い
移
民

男
性
た
ち
に
は
賭
博
と
大
酒
と
が
広
が
っ
て
い
た
が
、
特
に
賭
博
は
一
攫

千
金
の
夢
も
あ
っ
て
の
め
り
こ
ん
で
身
を
持
ち
崩
す
者
も
多
く
、
移
民
社

会
で
は
問
題
視
さ
れ
て
邦
字
新
聞
で
も
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

た
30
。
そ
し
て
賭
博
は
売
買
春
と
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
も
い
た
。
そ

も
そ
も
一
九
世
紀
に
ア
メ
リ
カ
本
土
や
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
日
本
人
移
民

女
性
の
過
半
数
が
セ
ッ
ク
ス･

ワ
ー
カ
ー
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

資
料
が
乏
し
い
た
め
統
計
的
な
数
字
で
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
だ

が
、
前
借
金
や
甘
言
に
よ
る
人
身
売
買
め
い
た
形
で
の
渡
米
も
少
な
く
な

か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

31
。
ハ
ワ
イ
の
場
合
、
給
料
が
支
払
わ

れ
る
週
末
に
な
る
と
、
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
キ
ャ
ン
プ

ま
で
賭
博
師
と
男
性
の
相
手
を
す
る
女
性
た
ち
が
商
売
の
た
め
に
訪
れ

て
い
た
と
い
う

32
。
映
画
で
も
、賭
場
で
働
く
女
性
た
ち
が
荷
馬
車
に
乗
っ

て
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
訪
れ
て
賭
場
の
開
帳
を
宣
伝
し
て
回
り
、
声
を

か
け
ら
れ
て
鼻
の
下
を
延
ば
す
マ
ツ
ジ
を
リ
ヨ
が
い
た
た
ま
れ
な
さ
そ

う
に
見
つ
め
る
場
面
が
あ
る
。
映
画
内
で
は
（
お
そ
ら
く
現
実
で
も
）
リ

ヨ
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
働
く
移
民
女
性
と
交
差
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
賭
場
で
働
く
女
性
た
ち
も
ま

た
、
こ
の
映
画
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
「
旅
す
る
女
性
た
ち
」
の
一
員
で
は

あ
っ
た
の
だ
。

　

日
系
移
民
の
定
住
度
が
増
す
に
つ
れ
て
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成

さ
れ
、
映
画
に
も
出
て
く
る
盆
踊
り
や
映
画
上
映
と
い
っ
た
様
々
な
行
事

や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
っ
た
が
、
ハ
ワ
イ
の
場
合
、
こ
う
し
た
行

事
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
よ
り
賃
金
の
高
い
米
本
土
へ
流
出
す
る
移

民
た
ち
を
引
き
止
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
労
働
条
件
や
生
活
環
境
の
改
善

の
一
環
と
し
て
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
支
援
あ
る
い
は
導
入
し
た
も
の
で

あ
る
。
マ
ツ
ジ
と
リ
ヨ
の
住
居
は
先
述
し
た
よ
う
に
掘
っ
立
て
小
屋
で
は

あ
る
に
し
て
も
、
個
々
人
が
独
立
し
た
家
に
住
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
移
民
の
流
失
を
防
ぐ
た
め
に
講
じ
た
生
活
環
境

改
善
策
に
よ
る
も
の
で
、
十
全
な
も
の
か
ら
は
程
遠
か
っ
た
と
は
い
え
、

そ
れ
ま
で
の
凄
惨
な
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
生
活
環
境
は
ず
い
ぶ
ん
改

善
さ
れ
た
の
だ
っ
た

33
。
実
際
、
映
画
で
も
、
マ
ツ
ジ
よ
り
年
齢
の
若
い

カ
ン
ザ
キ
と
妻
で
あ
る
カ
ナ
は
家
族
ご
と
キ
ャ
ン
プ
で
集
団
生
活
を
し

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
む
ず
か
る
子
ど
も
を
あ
や
す
た
め
に
あ
る

い
は
夫
カ
ン
ザ
キ
と
の
セ
ッ
ク
ス
に
も
キ
ャ
ン
プ
を
出
て
サ
ト
ウ
キ
ビ

畑
の
灌
漑
路
傍
の
閑
地
で
夜
を
過
ご
す
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
、サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
上
映
さ
れ
る
無
声
の
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
（『
血

煙
高
田
の
馬
場
』）
の
弁
士
を
三
船
敏
郎
が
演
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
米
国

の
シ
ネ
ア
ス
ト
が
敬
愛
を
示
す
よ
う
な
意
味
で
の
映
画
史
的
な
オ
マ
ー
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ジ
ュ
で
も
な
け
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
シ
ョ
ー
グ

ン
』
へ
の
出
演
で
一
気
に
米
国
で
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
日

本
人
の
サ
ム
ラ
イ
映
画
ス
タ
ー
の
参
照
に
留
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
日
系
0

0

ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

象
徴
的
な
映
画
史
的
記
憶
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
三
船
敏
郎
が
米
国
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
一
九
五
一
年
に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
取
っ
た
黒
澤

明
監
督
の
『
羅
生
門
』（
一
九
五
〇
）
を
Ｒ
Ｋ
Ｏ
が
東
宝
か
ら
配
給
権
を
買

い
取
っ
て
全
米
で
上
映
し
て
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
か
ら
だ
が
（
一
九
五
一
年
の

ア
カ
デ
ミ
ー
賞
名
誉
賞
を
受
賞
）、
一
九
五
一
年
当
時
、
日
本
は
ま
だ
敗
戦

国
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
に
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
戦
争
中
に
敵
性
外

国
人
と
し
て
強
制
退
去
・
強
制
収
容
さ
れ
た
本
土
の
一
二
万
人
近
い
日
系

人
は
破
壊
さ
れ
た
戦
前
の
生
活
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
よ
う
や
く
立
て
直

し
始
め
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
（
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
一
世
は
ま
だ
帰

化
不
能
外
国
人
で
あ
り
、
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
日
系
人
に
対
す

る
反
感
や
排
外
主
義
は
い
ま
だ
強
か
っ
た
）。
そ
う
し
た
時
期
に
日
本
の
映

画
、
日
本
人
の
映
画
監
督
、
日
本
人
の
俳
優
が
合
衆
国
で
評
価
さ
れ
、
以

降
、
ク
ロ
サ
ワ
と
ミ
フ
ネ
が
誰
に
で
も
知
ら
れ
る
世
界
的
な
サ
ム
ラ
イ
映

画
の
イ
コ
ン
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
日
系
人
に
と
っ
て
決
し

て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
（
映
画
で
弁
士
役
の
三
船
敏
郎
が
呼
び
か
け
る
二

人
の
小
さ
な
男
の
子
の
名
前
が
「
ア
キ
ラ
」
と
「
ト
シ
ロ
ウ
」
で
あ
る
の
は
さ

す
が
に
ユ
ー
モ
ア
以
上
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
…
…
）。

　
記
憶
の
再
分
節

　

こ
れ
ま
で
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

こ
と
を
前
提
に
、
主
人
公
の
記
憶
に
社
会
的
背
景
を
外
挿
し
つ
つ
、
実
証

的
に
記
憶
を
た
ど
り
直
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
映

画
は
、
そ
う
し
た
手
続
き
を
通
し
て
日
系
移
民
の
主
体
性
を
も
再
分
節
し

て
み
せ
て
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
耕
地
労
働
者
に
給
料
が
支
払
わ
れ
る
際
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
系
労
働
者
が
同
じ
労
働
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
系
労
働

者
よ
り
も
賃
金
が
安
い
こ
と
に
不
満
を
漏
ら
す
と
、
カ
ン
ザ
キ
が
唾
を
吐

き
な
が
ら
「
俺
た
ち
の
方
が
働
き
が
い
い
か
ら
さ
」
と
言
い
放
ち
、
両
者

が
殴
り
合
い
に
な
り
か
け
て
マ
ツ
ジ
が
間
に
入
っ
て
止
め
る
シ
ー
ン
が
あ

る
（
プ
ラ
ン
タ
ー
は
労
働
者
の
分
断
と
支
配
の
た
め
に
労
働
キ
ャ
ン
プ
を
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
別
に
し
、
賃
金
や
待
遇
に
格
差
を
つ
け
て
い
た
）。
支
配
層
で
あ
る

ハ
オ
リ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
人
種
主
義
の
被
害
者
で
あ
る
日
系
移
民

も
、
人
種
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
た
が
故
に
加
害
者(

レ
イ
シ
ス
ト)

と
し
て

存
在
し
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鞭
で
労
働
者
を

脅
す
こ
と
を
見
咎
め
ら
れ
、
時
代
が
違
う
と
農
園
主
の
パ
イ
パ
ー
に
た
し

な
め
ら
れ
た
ル
ナ
の
ア
ン
ト
ン
が
、「
ハ
ワ
イ
に
来
て
十
ヶ
月
の
あ
ん
た

に
何
が
分
か
る
。
俺
は
二
〇
年
い
る
ん
だ
。
な
ぜ
あ
ん
た
が
農
園
主
に
な

れ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
な
れ
な
い
の
か
わ
か
る
か
。
そ
れ
は
あ
ん
た
が

ハ
オ
リ
だ
か
ら
さ
。」
と
パ
イ
パ
ー
に
言
い
返
す
場
面
が
あ
る
。
ハ
オ
リ

に
な
れ
る
白
人
と
な
れ
な
い
白
人
の
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
米
国
か
ら
来
た
宣
教
師
や
プ
ラ
ン
タ
ー
と
は
違
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
系
移
民
は
基
本
的
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
耕
地
労
働
者
と
し
て
ハ
ワ

イ
に
移
住
し
て
き
た
が
ゆ
え
に
、
労
働
者
と
し
て
は
相
対
的
に
は
高
賃
金

で
高
い
地
位
に
就
く
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
支
配
層
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
獲

得
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
た
め
非
白
人
の
移
民
労
働
者
か
ら
も
ハ
オ
リ

と
は
見
な
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
白
人
で
あ
っ
た

34
。
つ
ま
り
ハ
ワ
イ

の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
産
業
へ
の
関
与
の
仕
方
が
作
り
上
げ
て
い
た
ハ

ワ
イ
の
人
種
秩
序
は
、
白
人
と
非
白
人
を
峻
別
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
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白
人
や
非
白
人
の
な
か
に
も
人
種
主
義
的
な
階
梯
を
作
り
上
げ
、
日
系
移

民
の
人
種
意
識
も
大
日
本
帝
国
の
人
種
秩
序
を
背
景
に
し
て
そ
の
秩
序

に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る

35
。

　

そ
し
て
ま
た
こ
の
移
住
者
た
ち
の
人
種
秩
序
は
、
先
住
者
を
疎
外
す
る

こ
と
で
成
り
立
っ
て
も
い
た
。
映
画
で
先
住
ハ
ワ
イ
人
が
出
て
く
る
の
は

一
箇
所
で
、
両
親
が
当
時
死
病
と
さ
れ
て
い
た
結
核
（
肺
病
）
で
死
ん
だ

こ
と
を
告
白
し
た
も
の
の
、
マ
ツ
ジ
に
受
け
止
め
て
も
ら
え
な
い
こ
と
に

耐
え
か
ね
て
家
を
飛
び
出
し
た
リ
ヨ
が
カ
イ
ア
ル
ア
の
海
岸
ま
で
た
ど

り
着
く
と
、
砂
浜
で
網
漁
を
し
て
い
る
先
住
ハ
ワ
イ
人
の
男
性
に
話
し
か

け
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
先
住
ハ
ワ
イ
人
男
性
は
、
リ
ヨ
を
先
住
ハ

ワ
イ
人
の
娘ワ
ヒ
ネだ
と
思
っ
た
と
言
い
な
が
ら
、
リ
ヨ
か
ら
日
本
人
だ
と
聞
か

さ
れ
る
と
「
ワ
ヒ
ネ
は
そ
っ
ち
で
は
働
か
な
い
。
自
分
も
五
年
働
い
て

やパ

ウ
め
た
」
と
ハ
ワ
イ
語
を
交
え
て
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
作
業
に
戻
る
と
い
う

ご
く
短
い
シ
ー
ン
な
の
だ
が
、
先
住
ハ
ワ
イ
人
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
移

民
労
働
者
と
の
断
絶
が
こ
こ
に
は
折
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

ハ
ワ
イ
が
多
民
族
社
会
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
急
激
に

発
展
・
拡
大
し
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
運
営
の
た
め

に
、
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
文
字
通
り
世
界
各
地
か
ら
移
民
労
働
者
を
呼

び
寄
せ
た
こ
と
に
よ
る
（
一
定
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
し
た

の
は
労
働
者
を
分
断
し
、
支
配
す
る
た
め
だ
っ
た
）。
ハ
ワ
イ
諸
島
に
は
先
住

民
族
が
い
た
が
、
欧
米
か
ら
入
っ
た
感
染
症
や
病
原
菌
の
た
め
に
、
キ
ャ

プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
が
ハ
ワ
イ
諸
島
に
到
達
す
る
一
七
七
八
年
以
前
に
は

三
〇
万
か
ら
三
五
万
と
見
積
も
ら
れ
る
そ
の
人
口
は
（
一
三
万
や
八
〇
万

と
い
う
説
も
あ
る
）、
一
八
五
三
年
に
は
約
七
万
三
千
人
程
度
に
ま
で
減
少

し
て
い
た
し
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
砂
糖
産
業
で
要
求
さ

れ
る
過
酷
で
搾
取
の
激
し
い
労
働
に
文
化
的
に
適
応
し
に
く
か
っ
た
こ

と
や
、
近
代
化
に
伴
い
伝
統
的
な
自
給
自
足
的
生
活
形
態
が
崩
壊
す
る
一

方
、
ハ
ワ
イ
の
砂
糖
産
業
で
は
酷
使
・
搾
取
さ
れ
る
こ
と
か
ら
よ
り
高
い

賃
金
を
求
め
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
の
流
出
が
続
い
て
い
た
た
め
に
、
急

速
に
拡
大
す
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
労
働
力
と
し
て
は
質
的
に
も
量

的
に
も
不
十
分
だ
と
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
う

し
て
一
九
世
紀
後
半
か
ら
移
民
の
流
入
が
増
大
し
た
結
果
、
一
八
五
三

年
に
は
先
住
ハ
ワ
イ
人
を
祖
先
に
持
つ
者
は
ハ
ワ
イ
人
口
の
九
七･

一
％

で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
九
〇
年
に
は
四
五･

一
％
、
一
九
二
〇
年
に
は

一
六･

三
％
に
ま
で
減
少
し
た
。
一
方
、
日
系
人
の
人
口
は
一
八
九
〇

年
で
一
四
％
、
一
九
二
〇
年
に
は
ハ
ワ
イ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
と
し
て

は
最
大
の
四
二･

七
％
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
（
全
人
口
は
約

二
五
万
六
千
人
で
、白
人
系
は
七･

七
％
）

36
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世

紀
前
半
に
か
け
て
の
多
民
族
社
会
形
成
期
の
ハ
ワ
イ
で
は
、
イ
ヴ
リ
ン
・

グ
レ
ン
・
ナ
カ
ノ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
支
配
層
／
白
人
／
ア
メ
リ
カ
人

と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
ハ
オ
リ
と
、
そ
の
反
措
定
と
し
て
労

働
者
層
／
非
白
人
／
帰
化
不
能
外
国
人
と
見
な
さ
れ
る
日
系
と
い
う
異

種
婚
を
嫌
う
き
わ
め
て
同
質
性
の
高
い
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
軸
と

な
る
こ
と
で
人
種
秩
序
が
編
成
さ
れ
、
先
住
ハ
ワ
イ
人
は
ハ
ワ
イ
政
治
の

当
事
者
の
位
置
か
ら
周
縁
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

37
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
人
種
的
な
分
断
を
越
え
る
出
来
事
を
描
こ
う
と
し

た
片
鱗
が
こ
の
映
画
に
は
う
か
が
え
る
。
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
の

で
分
か
り
に
く
い
が
、
一
九
二
〇
年
の
大
規
模
な
労
働
ス
ト
ラ
イ
キ
（
第

二
オ
ア
フ
大
争
議
）
の
準
備
に
つ
い
て
日
系
移
民
男
性
た
ち
の
話
し
合
う

場
面
や
マ
ツ
ジ
が
リ
ヨ
に
ス
ト
ラ
イ
キ
用
の
カ
ン
パ
を
求
め
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
二
オ
ア
フ
大
争
議
は
、
一
九
〇
八
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年
の
第
一
オ
ア
フ
争
議
が
日
系
移
民
だ
け
の
非
組
織
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ

で
あ
っ
た
の
と
は
違
っ
て
、
九
〇
〇
〇
人
の
日
系
移
民
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
系

移
民
と
が
計
画
的
に
起
こ
し
た
も
の
で
（
映
画
で
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
労
働
者

と
の
連
携
が
話
題
に
な
る
）、
開
始
後
に
は
限
ら
れ
た
数
で
は
あ
っ
た
も
の

の
そ
の
他
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
労
働
者
も
加
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
プ
ラ
ン

タ
ー
の
苛
烈
な
抑
圧
と
労
働
者
側
の
様
々
な
問
題
か
ら
最
終
的
に
は
労

働
者
た
ち
の
無
条
件
職
場
復
帰
と
い
う
敗
北
に
終
わ
り
、
日
系
移
民
の
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
か
ら
の
離
脱
を
促
進
さ
せ
た
も
の
で
は
あ
っ
た

が
、
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
一
定
の
賃
金
や
生
活
条
件
を
プ
ラ
ン
タ
ー
に
改

善
さ
せ
、
何
よ
り｢

分
断
と
支
配
」
に
よ
る
移
民
労
働
者
の
搾
取
に
対
し

て
労
働
者
た
ち
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
（
人
種
秩
序
）
を
越
え
て
連
帯
し
た
画

期
的
な
運
動
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
事
件
で
、
女
性
労
働
者
の
大
半
を
占
め

て
い
た
日
系
移
民
女
性
の
関
与
と
貢
献
の
点
か
ら
し
て
も
特
筆
さ
れ
る

出
来
事
で
あ
っ
た

38
。
お
そ
ら
く
映
画
で
は
こ
の
第
二
オ
ア
フ
大
争
議
を

人
種
の
壁
を
超
え
た
労
働
者
の
連
帯
と
労
働
に
お
け
る
女
性
の
主
体
性

の
象
徴
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る

が
、（
お
そ
ら
く
は
予
算
の
都
合
上
）
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
十
分
展
開
さ
れ
ず
、

先
述
し
た
よ
う
な
男
性
た
ち
が
相
談
す
る
場
面
と
マ
ツ
ジ
が
リ
ヨ
に
カ

ン
パ
の
供
出
を
求
め
る
場
面
、
そ
し
て
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
働
く
女
性
た
ち

が
も
う
じ
き
ス
ト
ラ
イ
キ
を
や
っ
て
ル
ナ
を
馬
か
ら
落
と
し
て
や
る
と

ホ
レ
ホ
レ
節
で
歌
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
記
憶
の
再
分
節
は
日
系
人
の
人
種
関
係
と
同
時
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

関
係
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
は
顔
に
痣
を
つ
く
る
こ
と
が

あ
っ
て
夫
の
カ
ン
ザ
キ
に
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
を
リ
ヨ
に
訊
か
れ
て
カ
ナ
は
次
の
よ
う
に
答
え

る
。
船
を
下
り
て
初
め
て
会
っ
た
カ
ン
ザ
キ
は
、
周
り
も
羨
む
ほ
ど
ハ
ン

サ
ム
で
、
や
さ
し
く
、
き
ち
ん
と
し
て
い
た
の
が
、
す
ぐ
に
意
地
悪
に
な
っ

た
。
ず
っ
と
働
き
尽
め
だ
っ
た
け
れ
ど
、
大
丈
夫
、
私
は
強
い
か
ら
と
言

う
と
、
カ
ン
ザ
キ
は
お
前
は
働
き
す
ぎ
る
と
言
い
、
私
が
働
か
な
い
で
ど

う
や
っ
て
熊
本
に
錦
を
飾
る
の
と
問
い
返
す
と
カ
ン
ザ
キ
は
も
っ
と
怒
っ

た
だ
け
だ
っ
た
。
一
方
、
マ
ツ
ジ
と
カ
ン
ザ
キ
が
酔
っ
払
っ
て
サ
ト
ウ
キ

ビ
畑
に
座
り
込
ん
で
話
し
込
む
場
面
で
は
、
お
前
は
田
舎
育
ち
の
嫁
さ
ん

が
い
て
い
い
と
羨
ま
し
が
る
マ
ツ
ジ
に
、
カ
ン
ザ
キ
は
英
語
と
日
本
語
交

え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
カ
ナ
は
俺
に
は
で
き
す
ぎ
だ
。
カ
ナ
を

見
る
た
び
に
腹
が
立
つ
ん
だ
よ
。
哀
し
そ
う
な
目
を
し
や
が
っ
て
…
…
。

こ
の
後
カ
ン
ザ
キ
は
立
小
便
を
し
な
が
ら
思
っ
て
い
た
通
り
だ
と
サ
ト

ウ
キ
ビ
畑
を
の
の
し
り
、
マ
ツ
ジ
か
ら
ハ
ワ
イ
に
来
ら
れ
た
の
は
ラ
ッ

キ
ー
で
、
日
本
に
い
て
も
稗
や
粟
ば
か
り
作
っ
て
い
た
だ
け
だ
と
言
い
返

さ
れ
る
。
こ
の
カ
ン
ザ
キ
と
カ
ナ
の
関
係
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
の

は
、
家
父
長
的
な
暴
力
の
裏
に
あ
る
移
民
一
世
男
性
の
挫
折
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
生
じ
る
抑
圧
移
譲
の
あ
り
方
だ
ろ
う
。

　

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
移
民
史
は
決
し
て
サ
ク
セ
ス･

ス
ト
ー
リ
ー

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
成
功
が
語
ら
れ
も
す
る
が
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
価

値
を
持
つ
の
は
「
成
功
」
し
て
い
な
い
者
の
方
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
映

画
の
カ
ン
ザ
キ
は
「
成
功
」
し
て
い
な
い
移
民
一
世
の
例
で
あ
る
。
夢
を

抱
き
、
期
待
す
ら
受
け
て
一
花
咲
か
せ
る
た
め
に
移
民
し
て
き
た
も
の

の
、
過
酷
な
労
働
に
追
わ
れ
る
ば
か
り
で
生
活
は
一
向
に
楽
に
な
ら
な

い
。
も
ち
ろ
ん
相
対
的
に
で
は
あ
れ
、
日
本
に
い
る
と
き
よ
り
は
高
い

賃
金
で
働
き
、
社
会
資
本
が
整
備
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
か
ら
暮
ら
し

ぶ
り
も
ま
し
に
は
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
市
民
権
は
お

ろ
か
帰
化
の
権
利
も
持
て
ぬ
ま
ま
搾
取
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
考
え
て
い

た
よ
う
に
は
金
を
稼
ぐ
こ
と
も
貯
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
故
郷
は
遠
い
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存
在
に
な
っ
て
い
く
。
も
と
も
と
文
化
資
本
を
持
た
な
い
か
ら
労
働
移

民
と
し
て
渡
来
し
た
と
こ
ろ
に
、
市
民
権
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
専
門

職
の
よ
う
な
賃
金
の
高
い
職
業
に
就
く
こ
と
は
法
的
に

0

0

0

禁
じ
ら
れ
て
い

て
39
、
社
会
上
昇
の
可
能
性
は
限
り
な
く
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

状
況
が
き
つ
い
仕
事
に
耐
え
て
働
く
意
欲
や
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
志

を
日
々
奪
っ
て
い
く
の
だ
が
、
家
庭
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、

何
よ
り
家
族
は
き
つ
い
労
働
に
耐
え
て
移
民
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
拠

り
所
で
も
あ
る
。
妻
は
そ
の
状
況
が
分
か
る
か
ら
自
分
が
よ
り
よ
く
働

く
こ
と
で
期
待
を
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
夫
は
そ
の
期
待
に
応

え
ら
れ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
自
尊
心
を
維
持
で
き
な

く
な
り
、
外
で
は
既
定
の
人
種
秩
序
を
内
面
化
し
て
下
位
に
あ
る
と
見

な
せ
る
者
に
人
種
差
別
を
実
践
し
、家
庭
で
は
父
権
に
訴
え
て
よ
り
ヴ
ァ

ル
ナ
ブ
ル
な
存
在
（
妻
＝
女
性
）
へ
暴
力
を
振
る
う
こ
と
で
自
我
の
安
定

を
図
ろ
う
と
す
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
男
性
の
典
型
的
な
抑
圧
移
譲
の
構

図
だ
が
、
カ
ン
ザ
キ
の
場
合
、
焼
畑
作
業
で
妻
と
子
ど
も
を
失
っ
て
自

己
憐
憫
す
ら
で
き
な
く
な
り
、
廃
人
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は

移
民
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
完
全
に
喪
っ
た
男
性
の
ひ
と
つ
の
末
路
で

あ
り
、
あ
ま
り
口
端
に
掛
か
る
こ
と
の
な
い
移
民
（
史
）
の
記
憶
の
影
で

も
あ
る
。

記
憶
の
継
承

　

記
憶
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
映
画
の
中
で
、
対
象
化
さ
れ
て
い

る
出
来
事
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
の
か
を
こ
こ
ま
で
見
て

き
た
。
主
体
が
記
憶
と
し
て
形
象
化
し
て
い
る
出
来
事
だ
け
で
な
く
、
そ

の
記
憶
を
構
成
す
る
条
件
で
あ
り
な
が
ら
し
か
し
主
体
の
記
憶
に
お
い

て
は
余
白
と
な
る
出
来
事
を
歴
史
性
と
社
会
関
係
か
ら
批
判
的
に
外
挿

し
て
い
る
こ
と
を
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た

こ
と
の
意
味
を
、
説
話
論
的
な
テ
ー
マ
か
ら
捉
え
返
し
、
当
初
立
て
た
問

い
す
な
わ
ち
こ
の
映
画
に
お
い
て
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
賭
け
ら
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
映
画
の
物
語
で
は
「
死
」
が
リ
ヨ
に
と
っ
て
大
き
な
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
な
っ
て
い
る
。
映
画
の
物
語
が
始
ま
る
の
は
リ
ヨ
の
父
親
の
死
（
葬

式
）
か
ら
で
あ
り
、
写
真
花
嫁
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
の
も
こ
の
父
親

の
死
が
契
機
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
父
母
の
死
が
結
核
に
よ
る
こ
と
を
マ
ツ

ジ
に
告
白
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
に

耐
え
ら
れ
ず
、
家
を
飛
び
出
し
て
海
岸
を
彷
徨
す
る
リ
ヨ
に
家
に
戻
る
よ

う
言
っ
た
の
は
焼
畑
作
業
で
命
を
落
と
し
た
カ
ナ
の
幽
霊
で
あ
っ
た
。
一

緒
に
日
本
に
帰
り
た
い
と
い
う
リ
ヨ
に
「
日
本
で
誰
か
が
待
っ
て
い
る
と

で
も
？　

そ
れ
よ
り
私
た
ち
を
覚
え
て
い
て
。
仲
間
の
女
の
子
た
ち
を
頼

ん
だ
よ
」
と
カ
ナ
は
応
じ
、
リ
ヨ
は
こ
の
カ
ナ
か
ら
の
言
葉
か
ら
ハ
ワ
イ

で
の
生
活
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
映
画
の
物
語
は
、
死
者

（
祖
先
）
の
霊
を
迎
え
る
盆
行
事
の
日
に
、
互
い
を
受
け
入
れ
た
リ
ヨ
と

マ
ツ
ジ
が
リ
ヨ
の
両
親
と
焼
畑
で
死
ん
だ
カ
ナ
と
そ
の
息
子
ケ
イ
の
名

前
が
書
か
れ
た
灯
籠
を
灌
漑
水
路
に
流
し
て
見
送
る
場
面
で
終
わ
る
。
リ

ヨ
と
こ
う
し
た
死
（
死
者
）
と
の
関
わ
り
は
、
生
者
の
生
が
死
者
の
死
を

糧
に
し
て
い
る
こ
と
、
生
き
て
い
る
者
の
協
働
性
は
生
き
て
い
る
者
の
間

だ
け
で
は
な
く
、
現
存
し
な
い
者
（
死
者
＝
他
者
）
と
も
連
続
し
て
い
る

と
い
う
テ
ー
マ
の
反
映
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、
リ

ヨ
が
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
の
精
霊
た
ち
か
ら
繰
り
返
し
さ
さ
や
き
か
け
ら
れ

て
い
る
の
も
、
直
接
記
憶
に
残
る
こ
と
の
な
い
ハ
ワ
イ
に
生
き
た
前
人
た
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ち
と
の
生
の
連
続
性
の
象
徴
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
テ
ー
マ
は
、
こ
の
映
画
で
採
用
さ
れ
て
い
る
記
憶
の
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
が
想
起
と
語
り
に
よ
っ
て
分

節
さ
れ
、
現
在
に
現
働
化
さ
れ
る
こ
と
が
記
憶
の
現
れ
る
条
件
で
あ
る
以

上
、
こ
の
想
起
と
語
り
は
、
そ
の
主
体
が
直
接
経
験
し
、
意
識
で
き
る
レ

ベ
ル
を
超
え
た
世
界
と
の
関
係
や
他
者
と
の
関
わ
り
か
ら
な
る
過
去
の

経
験
の
地
平
を
相
即
的
に
立
ち
上
げ
る
。
つ
ま
り
過
去
の
回
顧
は
、
主
体

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
死
角
や
見
落

し
を
伴
い
、
言
語
化
に
よ
っ
て
実
経
験
が
縮
減
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た

内
在
的
な
水
準
と
は
別
に
、
原
理
的
に
主
体
の
記
憶
の
う
ち
に
対
象
化
さ

れ
え
な
い
過
去
の
地
平
を
そ
の
背
景
に
随
伴
す
る
の
で
あ
る
。
聞ア
ド
レ
シ
ー

き
手
は

語
り
の
な
か
に
あ
る
様
々
な
コ
ー
ド
を
自
ら
の
経
験
と
知
識
を
働
か
せ

て
想
像
的
に
読
み
取
る
こ
と
で
、
語
ら
れ
る
記
憶
の
地
平
を
自
ら
構
築
し

て
、
そ
の
「
他
者
」
の
記
憶
を
理
解
す
る
の
だ
が
、
こ
の
映
画
で
は
物
語

に
お
い
て
仮
構
さ
れ
た
リ
ヨ
の
「
他
者
」
の
記
憶
に
、
単
に
時
代
性
を
表

す
た
め
の
補
完
的
な
知
識
を
織
り
込
む
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て

き
た
よ
う
な
今
日
の
学
識
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
人
種
関
係
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
関
係
、
階
級
関
係
を
批
判
的
に
外
挿
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
写

真
花
嫁
の
表
象
を
再
分
節
す
る
社
会
文
化
的
な
コ
ー
ド
を
物
語
に
込
め
、

観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
写
真
花
嫁
の
物
語
を
あ
る
個
人
の
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー

リ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
集
団
的
か
つ
社
会
的
な
歴
史
的
存
在
と
し
て
理

解
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
そ
も
そ
も
こ
の
映
画
を
記
憶
の
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
と
し
て
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
過
去
を
ド
ラ
マ
化
し
て
提
示
す
る

方
法
も
取
り
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
実
際
、
作
品
の
性
質
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
そ

れ
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
映
画
は

こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け

だ
が
、
そ
の
積
極
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
本
論
で
当
初
立
て
た
問

い
す
な
わ
ち
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

答
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
存
在
し
続
け
て
い
た
過
去
の
像
﹇
タ
ブ
ロ
ー
﹈
を
、
意
識
の
ま
な
ざ

し
の
も
と
に
取
り
戻
す
こ
と
で
は
な
い
。
思
い
出
す
と
は
、
過
去
の
地
平

の
中
に
入
り
込
み
、
重
層
し
た
視
点
を
そ
こ
か
ら
次
々
に
展
開
し
、
そ
れ

を
ま
と
め
あ
げ
る
経
験
が
、
そ
の
時
間
的
な
場
に
お
い
て
、
再
び
生
き
ら

れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が

40
、
想

起
（
思
い
出
す
こ
と
）
が
そ
う
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、「
思
い
出
し
つ
つ

伝
え
る
」
と
い
う
記
憶
の
語
り
は
、
聞ア
ド
レ
シ
ー

き
手
が
そ
の
統
合
的
な
視
点
を
共

有
し
つ
つ
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の

で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
映
画
で
は
物
語
の
語ナ
レ
ー
タ
ー

り
手
は
仮
構
的
な
も
の

だ
が
、
こ
の
映
画
が
採
る
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
は
そ
う
し
た
統
合
的
な

視
点
が
仮
構
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
高
齢
に
な
っ
た
「
現
在
」
の
リ

ヨ
か
ら
「
過
去
」
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
で
物
語
が
締
め
く
く
ら
れ
る
映
画

の
ラ
ス
ト
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
リ
ヨ
の
心
象
風
景
に
し
て
過
去
の
経

験
の
地
平
と
も
い
う
べ
き
月
明
か
り
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
風
に
そ
よ
ぐ

サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
が
映
し
出
さ
れ
る
が
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
リ
ヨ
の
視
点
か

ら
そ
の
風
景
を
見
る
た
め
に
、
リ
ヨ
の
過
去
の
地
平
へ
と
入
り
込
み
、
今

ま
で
映
画
の
中
で
展
開
さ
れ
た
出
来
事
を
リ
ヨ
の
記
憶
の
地
平
と
し
て

統
合
し
、
映
画
を
観
て
い
る
時
間
的
な
場
に
お
い
て
、
過
去
の
イ
メ
ー
ジ

が
現
在
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
の
物
語
で
は
、
リ
ヨ
が
ハ
ワ
イ
へ
移
住
す
る
こ
と
で
生
ま



110

れ
た
新
た
な
体
験
と
出
会
い
が
、
過
去
を
対
象
化
し
て
受
け
止
め
る

こ
と
を
可
能
に
し
、
未
来
に
向
か
う
た
め
の
記
憶
の
作
業
へ
と
転
化

さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
主
人
公
の
視
点
を
共
有
す
る
こ
と
で

観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
仮
構
的
に
行
っ
て
い
る
作
業
で
も
あ
る
。
言
葉
を
換

え
れ
ば
、
新
た
な
旅
と
新
鮮
な
出
会
い
に
よ
っ
て
リ
ヨ
が
手
に
し
た
過

去
に
つ
い
て
の
新
た
な
認
識
が
、
記
憶
の
作
業
を
通
じ
て
リ
ヨ
の
「
経

験
」
を
再
構
成
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
ト

レ
ー
ス
す
る
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
の
意
識
で
は
、
米
山
リ
サ
の
言
う
「
再
記
憶

化
（rem

em
oriation

）」
の
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
再
記
憶

化
と
は
「
過
去
の
『
イ
メ
ー
ジ
の
向
け
ら
れ
た
相
手
が
現
在
で
あ
る
こ
と

を
、
現
在
が
自
覚
』
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
ひ
と
つ
の
社
会
的
実
践

で
あ
る
」

41
。
こ
の
映
画
に
即
し
て
言
え
ば
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
写
真
花

嫁
と
呼
ば
れ
た
女
性
た
ち
の
歴
史
を
現
在
と
の
連
続
性
に
お
い
て
肯
定

し
つ
つ
、
そ
の
肯
定
を
通
じ
て
現
在
の
世
界
と
の
関
わ
り
を
批
判
的
に
捉

え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
こ
そ
、
こ
の
映
画
が
採
っ
た
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
賭
物
な
の
で

あ
る
。

　

一
見
、
こ
の
映
画
は
、
両
親
の
死
に
負
い
目
を
持
つ
日
本
人
女
性
が

ハ
ワ
イ
に
移
民
し
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
と
も
に
生
き
る
相
手
を
見

つ
け
、
新
し
い
生
活
を
始
め
る
と
い
う
ロ
マ
ン
ス
に
見
え
る
。
し
か
し

そ
の
ロ
マ
ン
ス
は
、
決
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
収
斂
す
る
矛
盾
や
対

立
の
予
定
調
和
的
な
解
消
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ

そ
う
し
た
矛
盾
や
対
立
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ロ
マ
ン
ス
が
可
能

に
な
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
そ
の
矛
盾
や
対
立
の
諸
条
件
の
歴
史

性
や
社
会
性
に
こ
そ
繊
細
な
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
す
べ
て

が
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
女
性
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
」
と
ハ
ッ

タ
が
呼
ぶ
こ
の
映
画
は
、
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
採
用
す
る
こ
と
で
「
過

去
」
に
観
る
者
を
参
入
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
日
系
移
民
女
性
一
世
か
ら
の

記
憶
の
語ア
ド
レ
ス

り
か
け
を
仮
構
し
な
が
ら
、
実
は
、
現
在
に
お
い
て
そ
う
し
た

諸
条
件
と
地
続
き
の
「
現
在
」
を
生
き
る
日
系
の
、
ア
ジ
ア
系
の
女
性

た
ち
が
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
人
々
と
社
会
で
と
も
に
生
き
る
者
た
ち

が
、
現
在
の
位
置
を
確
か
め
る
た
め
に
「
他
者
」
で
あ
る
前
人
の
記
憶
に

取リ

ア

ド

レ

ス

り
組
み
直
し
、
時
空
を
超
え
た
協
働
性
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、
未
来

に
向
け
て
呼リ

ア

ド

レ

ス

び
か
け
直
す
た
め
の
物
語
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
　

注

（
１
）
こ
の
映
画
は
全
米
芸
術
基
金
（N

ational Endow
m

ent for the A
rts

）
と
米
国
映

画
協
会（the A

m
erican Film

 Institute

）の
助
成
を
得
て（
後
に
は
米
国
や
日
本
企
業
、

そ
の
他
多
く
の
団
体
や
市
民
か
ら
の
基
金
や
寄
付
を
受
け
て
）
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン

ト
で
製
作
さ
れ
た
作
品
で
、
一
九
九
四
年
に
カ
ン
ヌ
映
画
祭
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
出
品
さ
れ
、一
九
九
五
年
に
出
品
さ
れ
た
サ
ン
ダ
ン
ス
映
画
祭
で
は「
観

客
の
視
点
賞
」
を
受
賞
し
、
米
国
で
は
一
九
九
五
年
、
日
本
で
は
一
九
九
六
年
に
劇

場
公
開
さ
れ
た
。
監
督
か
つ
脚
本
の
共
同
執
筆
者
で
あ
る
カ
ヨ
・
マ
タ
ノ
・
ハ
ッ
タ

は
、
ハ
ワ
イ
州
オ
ア
フ
島
で
生
ま
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
育
っ
た
日
系
ア
メ
リ
カ
人

三
世
で
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
後
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル

ス
校
の
修
士
課
程
の
卒
業
制
作
と
し
て
写
真
花
嫁
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
制
作
し

た
後
、
自
ら
の
祖
母
の
経
験
を
題
材
に
し
つ
つ
（
た
だ
し
祖
母
は
写
真
花
嫁
で
は
な

い
）、
初
め
て
の
商
業
作
品
と
し
て
本
編
に
取
り
組
ん
だ
（
な
お
、
そ
の
後
い
く
つ

か
の
小
品
を
撮
っ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
五
年
に
船
の
事
故
に
よ
り
他
界
し
て
い
る
）。
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本
作
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
の
ハ
ッ
タ
の
動
機
、
意
図
、
準
備
、
製
作
過
程
で
の

出
来
事
や
困
難
、
感
慨
や
反
省
な
ど
に
関
し
て
は
、
映
画
全
体
の
紹
介
と
説
明
が
さ

れ
て
い
るC

A
A

M
: C

enter for A
sian A

m
erican M

edia

（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
国

際
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
映
画
祭
を
主
催
）
の
サ
イ
ト
で
、
本
人
の
エ
ッ
セ
イ
を
読

む
こ
と
が
で
き
る
（K

ayo H
atta, “M

aking Picture B
ride: B

alancing H
istory and 

Fiction in D
ram

atic Film
,” http://w

w
w

.asianam
ericanm

edia.org/picturebride/

idx_m
ain.htm

l, [2009/01/07 

ア
ク
セ
ス]

）。
本
作
品
は
Ｖ
Ｈ
Ｓ
テ
ー
プ
で
は
日

本
で
一
九
九
六
年
に
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ビ
ク
タ
ー
・
ビ
デ
オ
か
ら
、
米
国
で
は
一
九
九
七
年

にM
iram

ax H
om

e Entertainm
ent

か
ら
リ
リ
ー
ス
さ
れ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
は
日
本
で

二
〇
〇
〇
年
に
Ｊ
Ｖ
Ｃ
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
か
ら
、
米
国
で
は
二
〇
〇
四
年
に

M
iram

ax H
om

e Entertainm
ent

か
ら
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
。
ま
た
、
カ
ヨ
・
マ
タ
ノ
・

ハ
ッ
タ
監
督
自
身
に
よ
っ
て
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
日
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
カ

ヨ
・
マ
タ
ノ
・
ハ
ッ
タ
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
酒
井
紀
子
訳
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、

一
九
九
六
年
）。

（
２
）
写
真
花
嫁
が
経
験
し
た
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
優
先
さ
せ
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、
か

な
り
厳
密
な
時
代
考
証
が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
歴
史
的
な
年
代
性
は
（
お
そ
ら

く
は
意
図
的
に
）
無
視
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後
に
触
れ
る
移
民
局

で
の
集
団
結
婚
式
は
、
こ
の
映
画
が
設
定
し
て
い
る
一
九
一
八
年
に
は
す
で
に
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
的
に
は
問
題
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
別
的
に
扱
わ
れ
る

こ
と
へ
日
本
領
事
や
日
系
住
民
が
抗
議
し
、
ハ
ワ
イ
で
は
一
九
一
三
年
に
廃
止
さ
れ

（
柳
澤「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る『
写
真
花
嫁
』問
題
」『
金
城
学
院
大
学
論
集　

社
会
学
編
』

第
一
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
三
│
一
八
五
頁
）、
米
国
本
土
で

は
一
九
一
七
年
に
廃
止
さ
れ
た
（Yuji Ichioka, T

he Issei: T
he W

orld of the First 

G
eneration Japanese Im

m
igrants, 1885-1924, H

onolulu: Free Press, 1990, pp. 

173-175

）。
ま
た
こ
う
し
た
歴
史
性
の
逸
脱
と
い
う
こ
と
で
は
、
瑣
末
な
こ
と
で
は

あ
る
が
、
リ
ヨ
の
仲
間
で
、
同
じ
写
真
花
嫁
と
し
て
先
に
ハ
ワ
イ
に
来
て
い
た
カ
ヨ

が
、
夫
婦
仲
の
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
心
配
し
て
リ
ヨ
の
夫
の
タ
ツ
ジ
に
「M

ake 

rom
antic!  Like in m

ovie, R
udolph Valentino

ミ
タ
イ
ニ
サ
」
と
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス

す
る
場
面
が
あ
る
が
、
ル
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
が
端
役
の
ダ
ン
サ
ー
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
セ
ッ
ク
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
タ
ー
ダ
ム
に
の
し
上
が
る

の
は
一
九
二
一
年
のFour H

orsem
en of the A

pocalypse

（
邦
題
『
黙
示
録
の
四
騎

士
』）
以
降
だ
か
ら
、
一
九
一
八
年
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
口
に
さ
れ
る
の

は
厳
密
に
言
え
ば
お
か
し
い
。
さ
ら
に
瑣
末
に
な
る
が
、サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
の「
チ
ャ

ン
バ
ラ
」
映
画
の
上
映
は
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
働
く
戦
前
の
日
系
移
民
に
と
っ
て

大
き
な
娯
楽
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
記
憶
」
の
象
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ

の
映
画
で
も
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
上
映
さ
れ
て
い
る
映
画
は
伊
藤
大
輔
原
作
・

脚
本
・
監
督
の
『
血
煙
高
田
の
馬
場
』
で
、
日
本
で
の
公
開
は
一
九
二
八
年
だ
か
ら

一
九
一
八
│
一
九
年
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。

（
３
）
写
真
に
代
表
さ
れ
る
近
代
的
な
表
象
技
術
が
明
治
期
の
近
代
化
に
伴
う
社
会
文
化

的
な
変
容
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
拙
書
を
参
照（
李
孝
徳『
表

象
空
間
の
近
代

│
明
治
「
日
本
」
の
メ
デ
ィ
ア
編
制
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
）。

ま
た
写
真
と
い
う
表
象
技
術
が
近
代
化
に
伴
う
日
本
的
な

0

0

0

0

社
会
政
治
に
き
わ
め
て
特

異
な
形
で
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
多
木
浩
二
『
天
皇

の
肖
像
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
を
参
照
。

（
４
）
写
真
結
婚
と
い
う
制
度
が
生
じ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、Ichioka, T

he Issei, pp. 

164-165

を
参
照
。

（
５
）
写
真
花
嫁
の
数
に
関
し
て
は
、Franklin O

do and K
uzuko Sinoto, A

 Pictorial 

H
istory of the Japanese in H

aw
ai‘i 1885-1924, H

onolulu: B
ishop M

useum
 

Press, 1985, p. 80

を
参
照
。た
だ
し
、写
真
花
嫁
の
統
計
的
な
数
は
そ
の
定
義
に
よ
っ

て
変
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
柳
澤
幾
美
「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
『
写
真
花
嫁
』

問
題
」、
一
八
五
│
一
八
六
頁
）。
ま
た
、
本
稿
で
は
写
真
花
嫁
（picture bride

）
を

二
〇
世
紀
初
頭
の
米
国
の
移
民
排
斥
措
置
に
伴
っ
て
渡
米
し
た
日
系
、
朝
鮮
系
、
沖
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縄
系
の
（
つ
ま
り
大
日
本
帝
国
版
図
の
）
ア
ジ
ア
系
女
性
と
し
て
い
る
が
、
写
真
を

通
じ
て
結
婚
し
、
配
偶
者
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
は
他
の
地
域
で
も
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
、
た
と
え
ば
ト
ル
コ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
か
ら
の

移
民
女
性
に
対
し
て
もpicture bride

と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
柳
澤

幾
美
は
米
国
の
当
時
の
新
聞
か
ら
指
摘
し
て
い
る
（
柳
澤
幾
美
、
同
論
文
、
一
九
〇

頁
の
注
１
参
照
）。
ま
た
、
ハ
ワ
イ
だ
け
は
例
外
的
に
一
九
二
三
年
ま
で
こ
の
写
真

花
嫁
は
存
続
し
た
よ
う
だ
が
（
柳
澤
幾
美
「
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
日
本
人
『
写
真
花
嫁
』

た
ち

│
最
初
の
『
写
真
花
嫁
』
か
ら
最
後
の
『
写
真
花
嫁
』
ま
で
」『
金
城
大
学

論
集　

社
会
科
学
編
』
第
三
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
七
│
一
三
八
頁
）、

一
九
二
四
年
の
移
民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
日
本
お
よ
び
朝
鮮
半
島
か
ら
の
移
民
が
全

面
的
に
廃
止
さ
れ
て
写
真
結
婚
と
い
う
「
制
度
」
は
完
全
に
消
失
し
た
。

（
６
）Ichioka, Issei, pp. 173-175.

（
７
）
粂
井
輝
子
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史

│
近
代
ア
メ
リ
カ
と
日
本
人
移
民
』
雄

山
閣
、
一
九
九
五
年
、
一
六
五
│
一
七
二
頁
。

（
８
）
た
と
え
ばEvelyn N

akano G
len, Issei, N

isei, W
ar B

ride: T
hree G

enerations 

of Japanese A
m

erican W
om

en in D
om

estic Service, Philadelphia: Tem
ple 

U
niversity Press, 1986, pp. 49-50

。

（
９
）
映
画
で
は
、
故
郷
の
鹿
児
島
で
母
親
を
、
そ
の
後
移
り
住
ん
だ
横
浜
で
父
を
結
核

で
亡
く
し
た
主
人
公
リ
ヨ
が
、
周
り
か
ら
の
偏
見
や
差
別
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
マ

ツ
ジ
に
は
そ
の
こ
と
を
秘
密
に
し
た
ま
ま
入
籍
し
て
ハ
ワ
イ
に
赴
い
た
と
い
う
設
定

に
な
っ
て
い
る
。

（
10
） Evelyn N

akano G
len, U

nequal Freedom
: H

ow Race and G
ender Shaped Am

erian 

C
itizenship and Labor, C

am
bridge: H

arvard U
niversity Press, 2002, p. 48.

（
11
）N
akano G

len, Issei, N
isei, W

ar B
ride

の
日
系
移
民
女
性
の
一
世
に
関
す
る
記
述

を
参
照
。

（
12
）A

lice Yun Chai, “Picture Brides, Fem
inist A

nalysis of Life H
istories of H

aw
ai’i’s 

Early Im
m

igrant W
om

en from
 Japan, O

kinaw
a, and K

orea,” D
onna R

 G
abaccia, 

ed., Seeking C
om

m
on G

round: M
ultidisciplinary Studies of Im

m
igrant W

om
en 

in the U
nited States, N

ew
 York: G

reenw
ood Press, 1992, pp. 123-138.

（
13
）N

akano G
len, U

nequal Freedom
, pp. 190- 235.

（
14
）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た Picture B

ride, M
iram

ax H
om

e Entertainm
ent, 

2004

に
収
録
さ
れ
て
い
る
カ
ヨ･

マ
タ
ノ
・
ハ
ッ
タ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

（
15
）Ichioka, T

he Issei, p. 165.

（
16
）
カ
ー
ル
・
ヨ
ネ
ダ
『
在
米
日
本
人
労
働
者
の
歴
史
』
新
日
本
出
版
社
、
一
九
六
七

年
、一
八
五
一
│
一
八
六
頁
。な
お
、一
九
二
〇
年
に
写
真
花
嫁
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
、

米
国
本
土
の
日
系
移
民
社
会
に
は
二
万
四
千
人
の
独
身
男
性
が
い
た
（
米
国
本
土
全

体
の
日
系
人
数
は
約
一
一
万
人
）。
日
系
移
民
社
会
が
日
本
人
同
士
の
結
婚
を
強
く

望
む
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
い
え
（
こ
れ
も
米
国
に
な
じ
も
う
と
し
な
い
閉
鎖
的
な
民

族
性
の
現
れ
だ
と
し
て
排
日
の
理
由
に
さ
れ
た
）、
大
半
が
移
民
労
働
者
で
資
格
要

件
の
預
金
を
持
て
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
（Ichioka, T

he Issei, p. 175

）。

（
17
）
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
が
い
か
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
を

は
じ
め
と
す
る
白
人
農
園
主
層
や
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
る
ハ
ワ
イ
支
配
に
結
び
つ
く
も

の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、G

ary Y. O
kihiro, C

ane Fires: T
he A

nti-Japanese 

M
ovem

ent in H
aw

aii, 1865-1945, Philadelphia: Tem
ple U

niversity Press, pp. 

38-39

を
参
照
。

（
18
）
朝
鮮
半
島
か
ら
の
写
真
花
嫁
の
歴
史
に
関
し
て
は
、Sonia Shin Sunoo, K

orean 

Picture B
rides: 1903-1920: A

 C
ollection of O

ral H
istories, Philadelphia: X

libris, 

2002

を
参
照
。
ま
た
、
朝
鮮
人
の
米
国
移
民
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
韓
国
人
や

韓
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
書
き
手
た
ち
が
米
国
と
朝
鮮
半
島
の
関
係
史
を「
写
真
花
嫁
」

の
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て
執
筆
し
た
詩
、
短
編
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
お
よ
び
当
時
の
資

料
、当
事
者
の
回
顧
な
ど
を
収
め
た
韓
国
語
の
書
物『
사
진 

신
부
』が
김
행
사
に
よ
っ

て
編
集
さ
れ
、
米
国
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
米
国
で
の
書
誌
情
報
はH

aeng Ja K
im
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ed., Picture B
ride, Ellicott C

ity: W
orin, 2003

）。

（
19
）
実
際
、
戦
前
の
米
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
朝
鮮
人
に
対
す
る
日
本
人
と
の
差
別

を
含
め
た
法
的
地
位
に
関
す
る
あ
る
種
の
同
一
視
は
こ
の
後
も
続
き
、
一
九
五
二
年

の
い
わ
ゆ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
＝
マ
ッ
カ
ラ
ン
法
ま
で
日
本
人
は
米
国
へ
の
帰
化
権
が
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
人
も
同
様
に
扱
わ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
二
四
年
の
改
正

移
民
法
で
は
、
日
本
か
ら
の
移
民
が
完
全
に
禁
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
日
米

関
係
史
で
は
「
排
日
移
民
法
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
朝
鮮
人
移

民
も
含
ま
れ
る
た
め
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
史
の
文
脈
で
はA

sian exclusion act

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
た
だ
し
米
国
の
事
実
上
の
植
民
地
で
あ
っ
た
フ
ィ
リ

ピ
ン
か
ら
の
移
民
は
米
国
議
会
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
法
が
認
め
ら
れ
る
一
九
三
四
年

ま
で
続
い
た
）。
日
本
の
日
米
関
係
史
で
は
こ
う
し
た
大
日
本
帝
国
の
臣
民
で
あ
っ

た
朝
鮮
人
移
民
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
な
い
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、

一
九
二
四
年
の
移
民
法
の
改
正
は
、
確
か
に
日
本
人
移
民
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い

た
面
も
あ
っ
た
が
、
全
体
的
に
は
優
越
種
で
あ
る
北
欧
人
種
以
外
の
移
民
の
流
入
は

合
衆
国
を
人
種
的
に
退
化
さ
せ
る
と
い
う
優
生
思
想
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
日
本
や

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
あ
っ

た
（
粂
井
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史
』、
一
七
七
│
一
七
九
頁
）。

（
20
）
こ
こ
で
の
人
種
秩
序
に
関
し
て
は
、M

ichael O
m

i and H
ow

ard W
inant, R

acial 

Form
ation in the U

nited States: From
 the 1960s to the 1990s, 2nd ed., N

ew
 

York: R
outledge, 1994

を
参
照
。

（
21
）
ハ
ワ
イ
で
も
一
般
的
に
ピ
ジ
ン
英
語
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
が
、
正
確
に
は

ピ
ジ
ン
語
で
は
な
く
ク
レ
オ
ー
ル
語
で
あ
る
た
め
、H

aw
aii C

reole English

（
略

称H
C

E

）
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
。
ピ
ジ
ン
語
や
ク
レ
オ
ー
ル
語
の
言
語
学
的
な
位

置
づ
け
に
関
し
て
はD

erek B
ickerton, R

oots of language, A
nn A

rbor: K
arom

a, 

1981

、H
C

E

の
言
語
学
的
な
形
成
（
史
）
と
内
容
に
関
し
て
は
、K

ent Sakoda &
 

Jeff Siegel, Pidgin G
ram

m
ar: A

n introduction to the C
reole Language of H

aw
ai‘i, 

H
onolulu: B

ess Press, 2003

、
近
代
ハ
ワ
イ
語
の
形
成
を
「
西
洋
」
が
言
語
学
的
に

介
入
し
て
い
く
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、A

lbert J. Schütz, T
he Voices of 

E
den: A

 H
istory of H

aw
aiian L

anguage Studies, H
onolulu: U

niversity of H
aw

aii 

Press, 1994

を
参
照
。
な
お
、
こ
の
映
画
で
の
ピ
ジ
ン
英
語
は
字
幕
な
し
で
も
英
語

話
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
専
門
家
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
仰
ぎ
な
が
ら
創
作
し
た
も

の
だ
と
ハ
ッ
タ
は
述
べ
て
い
る
（M

atano H
atta, “M

aking Picture B
ride”

）。

（
22
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p.214.

（
23
）
粂
井
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史
』、
一
四
一
│
一
四
四
頁
。

（
24
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p. 210.

（
25
）
実
際
、
高
賃
金
を
求
め
て
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
七
年
ま
で
の
間
に
三
万
八
千

人
の
日
系
移
民
が
ハ
ワ
イ
か
ら
米
国
本
土
に
渡
っ
た
。
一
九
〇
〇
年
に
ハ
ワ
イ
が
米

国
の
準
州
に
な
っ
た
こ
と
が
こ
の
移
動
を
可
能
に
し
た
の
だ
が
、
ア
ジ
ア
系
移
民
を

排
斥
す
る
た
め
に
、
一
九
〇
七
年
に
は
合
衆
国
以
外
の
目
的
地
に
向
け
に
発
給
さ
れ

た
旅
券
を
持
つ
外
国
人
は
ア
メ
リ
カ
本
土
へ
の
入
国
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
以

降
ハ
ワ
イ
か
ら
米
国
本
土
へ
の
日
系
移
民
の
移
動
は
実
質
的
に
途
絶
し
た
（Ichioka, 

T
he Issei, pp. 51-52

）。
一
九
〇
〇
年
時
点
で
の
ハ
ワ
イ
準
州
に
お
け
る
日
系
人
の

人
口
は
約
六
万
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（Flanklin O

do and K
uzuko Sinoto, 

A
 Pictorial H

istory of the Japanese in H
aw

ai‘i, 1885-1924, p. 19

）、
ハ
ワ
イ
か

ら
本
土
へ
移
動
し
た
人
口
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。

（
26
）
ホ
レ
ホ
レ
節
に
関
し
て
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
Ｙ
・
タ
サ
カ
『
ホ
レ
ホ
レ
・
ソ
ン
グ

│

哀
歌
で
た
ど
る
ハ
ワ
イ
移
民
の
歴
史
』
日
本
地
域
社
会
研
究
所
、
一
九
八
五
年
を
参

照
。
な
お
こ
の
ホ
レ
ホ
レ
節
は
、
単
に
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

当
時
の
日
系
移
民
た
ち
が
自
ら
の
状
況
や
問
題
を
表
し
た
歴
史
的
証
言
と
し
て
の
意

味
や
価
値
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
。
ハ
ワ
イ
大
学
マ
ヌ
ア
校
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
図
書
館

に
は
、
こ
う
し
た
ホ
レ
ホ
レ
節
を
録
音
し
た
テ
ー
プ
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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（
27
）
こ
の
時
期
の
日
系
一
世
夫
婦
の
離
婚
率
は
一･

六
％
で
し
か
な
か
っ
た
と
見

積
も
ら
れ
て
い
る
（H

arry K
itano, Japanese A

m
ericans: T

he E
volution of a 

Subculture, 2nd ed. Englew
ood C

liffs: Prentice H
all, 1976,  p. 42

）。

（
28
）Ichioka, T

he Issei, pp. 169-173.

（
29
）
一
九
一
〇
年
ま
で
は
日
系
移
民
社
会
に
お
け
る
男
性
の
比
率
は
八
〇
％
を
超
え
て

お
り
、
六
〇
％
を
割
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
一
九
二
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と

だ
っ
た
（
粂
井
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史
』、
一
五
九
頁
）。

（
30
）
日
系
移
民
社
会
に
お
け
る
飲
酒
や
賭
博
の
問
題
に
関
し
て
は
、Ichioka, T

he 

Issei, pp. 84-90

参
照
。

（
31
）
初
期
の
日
系
移
民
に
お
け
る
セ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
カ
ー
に
関
し
て
は
、Ichioka, T

he 

Issei, pp.28-39

を
参
照
。

（
32
）R

onald Takaki, Pau H
ana: Plantation Life and L

abor in H
aw

aii, 1853-1920, 

H
onolulu: University of H

aw
aii Press,  p. 102.

（
33
）
ハ
ワ
イ
で
の
日
系
耕
地
労
働
者
の
労
働
条
件
や
生
活
環
境
に
関
し
て
は
、
ヨ
ネ
ダ

『
在
米
日
本
人
労
働
者
の
歴
史
』
の
「
第
二
編　

ハ
ワ
イ
の
日
本
人
労
働
者
の
歴
史
」

一
四
三
│
一
九
八
頁
を
参
照
。

（
34
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p.198.

（
35
）
日
系
移
民
が
ハ
ワ
イ
に
持
ち
込
ん
で
再
編
成
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
の
人
種
秩
序
も

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
沖
縄
系
移
民
は
移
民
時
期
が
遅
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
本
土
の

日
本
人
と
は
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
た
が
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

対
し
て
本
土
か
ら
の
日
本
人
移
民
は
差
別
的
で
あ
っ
た
（N

akano G
len, U

nequal 

Freedom
, p. 216

）。
ま
た
、
戦
前
の
ハ
ワ
イ
の
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
も
日
本
本
土

と
同
様
の
被
差
別
部
落
出
身
者
、沖
縄
人
、朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
（
意
識
）
が
あ
っ

た
こ
と
を
高
齢
の
日
系
人
の
方
か
ら
筆
者
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ハ
ワ
イ

で
は
な
く
米
国
本
土
で
の
こ
と
だ
が
、
帰
米
二
世
で
あ
っ
た
あ
べ
よ
し
お
の
自
伝
的

小
説
『
二
重
国
籍
者　

第
一
部　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
』
東
邦
出
版
社
、
一
九
七
一

年
お
よ
び
『
二
重
国
籍
者　

第
二
部　

ロ
ッ
キ
ー
山
脈
の
東
で
』
東
邦
出
版
社
、

一
九
七
二
年
で
は
、
戦
時
下
の
日
系
人
収
容
所
で
そ
う
し
た
帝
国
日
本
の
（
被
差
別

部
落
を
含
む
）
人
種
意
識
が
米
国
の
人
種
主
義
の
も
と
で
再
構
成
さ
れ
る
様
子
が
見

事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）
先
住
ハ
ワ
イ
人
を
含
め
た
ハ
ワ
イ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
別
の
人
口
編
成
に
関
し
て
は

Flanklin O
do and K

uzuko Sinoto, A
 Pictorial H

istory of the Japanese in H
aw

ai‘i 

1885-1924, pp. 18-19

を
参
照
。
ハ
ワ
イ
の
先
史
時
代
の
人
口
に
関
し
て
は
、K

irch, 

Patrick V. and M
arshall Sahlins, A

nahulu : the anthropology of history in the 

K
ingdom

 of H
aw

aii, Volum
e 1, C

hicago: U
niversity of C

hicago, p. 4

を
参
照
。

（
37
）N

akano G
lenn, “Chapter 6 Japanese and H

aoles in H
aw

aii” in U
nequal Freedom

, 

pp.190-235.

（
38
）
一
九
二
〇
年
の
時
点
で
オ
ア
フ
島
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
者
全
体
の
一
四
％

を
占
め
た
女
性
労
働
者
の
う
ち
八
〇
％
が
日
本
人
女
性
で
あ
り
（Takaki, Pau 

H
ana, pp. 77-78

）、
第
二
オ
ア
フ
争
議
で
は
多
く
の
日
系
移
民
女
性
が
支
援
者
で

は
な
く
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
と
し
て
主
体
的
に
参
加
し
た
（A

lice  Yun C
hai, “Picture 

B
rides, Fem

inist A
nalysis of Life H

istories of H
aw

ai'i's Early Im
m

igrant 

W
om

en from
 Japan, O

kinaw
a, and K

orea,” pp.132-133

お
よ
びG

len N
akano, 

U
nequal Freedom

, p. 224

）。
第
二
オ
ア
フ
争
議
時
の
ハ
ワ
イ
の
状
況
に
関
し
て
は

Takaki, Pau H
ana, pp. 164-176 

、
労
働
運
動
の
面
か
ら
は
ヨ
ネ
ダ
『
在
米
日
本
人

労
働
者
の
歴
史
』、
一
八
五
―
一
九
八
頁
を
参
照
。

（
39
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p.208.

（
40
）M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la Perception, Paris: G
allim

ard, 

1945, p. 30 (

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
』
中
島
盛
男
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
、
五
八
―
五
九
頁)

。

（
41
）
米
山
リ
サ
『
広
島

│
記
憶
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
小
沢
弘
明
・
小
澤
祥
子
・
小
田

島
勝
浩
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
四
一
頁
。
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１
．

　

ス
ー
ザ
ン
・
コ
リ
ー
は
ト
ニ･

モ
リ
ス
ン
の
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』（
一
九
八
七
）

を
分
析
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ス
ク
性
に
注
目
し
て
い

る
。
モ
リ
ス
ン
が
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
」
を
描
き
入
れ
る
の
は
、「
読

者
を
な
じ
み
の
な
い
現
実
に
対
峙
さ
せ
る
」
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能

に
す
る
に
は
、「
不
快
で
不
安
な
も
の
」
を
創
造
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら

だ
と
い
う
（
コ
リ
ー
、
31
）。

　

モ
リ
ス
ン
文
学
の
特
徴
の
一
つ
は
、「
不
快
で
不
安
な
も
の
」
に
よ
っ

て
読
者
が
戸
惑
い
、
一
時
停
止
を
要
請
さ
れ
、
と
き
に
は
思
考
中
断
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
、
そ
の
読
み
の
テ
ン
ポ
が
崩
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ

れ
が
伝
統
的
な
ア
メ
リ
カ
文
学
の
な
か
で
、
モ
リ
ス
ン
文
学
を
際
立
た
せ

る
も
っ
と
も
大
き
な
差
異
、
特
質
で
あ
る
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ

う
。
モ
リ
ス
ン
自
身
が
、
し
ば
し
ば
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、「
語
ら
れ

え
な
い
こ
と
が
、
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
ア
メ
リ
カ
文
学
へ
の
挑
戦

の
姿
勢
が
そ
こ
に
は
あ
る
。「
語
ら
れ
え
な
い
こ
と
」
を
語
る
た
め
に
は
、

読
者
を
立
ち
止
ま
ら
せ
、
た
や
す
く
読
者
を
物
語
性
の
流
れ
に
乗
せ
な
い

文
体
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
方
法
が
「
不
快
で
不
安
な
も

の
」
を
描
き
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
も
う
一
つ
は
、
命
名
の
行
為
で
あ
り
、
あ
る
い
は
匿
名
性
に
し
て

お
く
行
為
で
あ
る
。
文
学
活
動
の
早
い
時
期
か
ら
モ
リ
ス
ン
は
、
意
志
的

な
命
名
の
行
為
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
ス

テ
プ
ト
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
「
命
名
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
今
、
私
が
書
い
て
い
る
本
で
は
と
て
も
、

と
て
も
深
い
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
名
前
が
ま
っ
た
く
与
え
ら
れ
な

い
こ
と
、
奇
妙
な
名
前
、
奴
隷
の
名
前
、
す
べ
て
が
。
匿
名
で
あ
る
と
き

の
気
持
ち
、
孤
児
の
気
持
ち
」（
ス
テ
プ
ト
、
25
）。
そ
の
新
し
い
小
説
と

は
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
行
わ
れ
た
同
年
の
秋
に
出
版
さ
れ
る
『
ソ
ロ
モ
ン

の
歌
』
を
指
し
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
最
後
に
そ
の
題
名
を
問
わ
れ
て
、
そ

の
時
点
で
は
『
ミ
ル
ク
マ
ン
・
デ
ッ
ド
』
だ
と
答
え
て
い
る
。
第
三
作
目

の
こ
の
小
説
か
ら
、
モ
リ
ス
ン
の
作
品
に
は
奇
妙
な
名
前
が
頻
出
す
る
よ

う
に
な
り
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
お
い
て
も
っ
と
も
強
調
さ
れ
、
匿
名
性
の

問
題
を
含
め
て
作
者
の
深
く
強
い
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
モ
リ
ス
ン
の
命

名
の
行
為
、
あ
る
い
は
匿
名
性
へ
の
志
向
が
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
を

描
く
た
め
の
必
然
と
し
て
自
覚
的
に
な
っ
て
い
く
。

　
モ
リ
ス
ン
は
ま
た
別
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
、
小
説
言
語
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
語
る
。「
言
語
を
浄
化
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
ま
す
。
言
葉
に

も
と
も
と
の
意
味
を
与
え
よ
う
と
。
使
い
慣
れ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た

言
葉
で
は
な
く
。﹇
略
﹈
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
入
れ
て
文
章
を
構
築
す
る

よ
う
に
努
力
す
る
の
で
す
。
奇
妙
な
言
葉
を
使
っ
た
り
、
大
仰
な
言
葉
を

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
文
学
に
お
け
る
身
体
的
欠
落
の
「
暴
力
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

荒
こ
の
み

寄稿
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使
う
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
げ
さ
な
言
葉
は
た
い
て
い
正
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
不
正
確
だ
か
ら
有
用
な
と
き
も
あ
り
ま
す
け
れ

ど
。
注
意
し
て
努
力
す
れ
ば
、
平
凡
な
言
葉
を
浄
化
し
、
磨
き
な
お
し
、

比
喩
的
な
言
葉
に
息
を
吹
き
返
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」（
テ
イ

ト
、
165
）。

　

モ
リ
ス
ン
文
学
は
難
解
で
あ
る
と
い
う
批
判
や
嘆
き
が
聞
こ
え
る
が
、

モ
リ
ス
ン
の
文
体
や
言
葉
の
選
択
、
物
語
構
成
は
、「
語
ら
れ
え
な
い
こ

と
が
、
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
ア
メ
リ
カ
の
現
状
へ
の
反
論
で
あ
り
、

「
語
ら
れ
え
な
い
こ
と
」
を
勇
敢
に
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
作
者
の
、
苦
悩

の
果
て
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
の
強
い
憤
怒
と
歓

喜
の
感
情
の
噴
出
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
越
え
た
、「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
で
あ
る
モ
リ
ス
ン
の
本
能
的
な
業
の
働
き
が
背
後
に
あ

る
。
三
つ
の
業
、
身
（
身
体
）・
口
（
言
語
）・
意
（
心
）
の
行
為
を
全
体

的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
結
果
で
あ
る
。

２
．

　

モ
リ
ス
ン
作
品
の
物
語
構
成
や
内
容
に
加
え
て
、
読
者
を
立
ち
止
ま
ら

せ
る
の
は
登
場
人
物
の
特
異
性
で
あ
る
。
重
要
人
物
の
多
く
が
、
身
体
的

に
異
常
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
最
初
の
六
作
品
の
す
べ
て
に
、
身
体

的
欠
落
を
抱
え
る
者
や
具
体
的
な
身
体
的
デ
フ
ォ
ル
メ
を
抱
え
る
も
の

が
登
場
す
る
。
心
理
的
デ
フ
ォ
ル
メ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
納
得
で
き
る

が
、
身
体
的
デ
フ
ォ
ル
メ
に
よ
っ
て
モ
リ
ス
ン
は
い
っ
た
い
何
を
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
モ
リ
ス
ン
の
作
品
の
読
者
が
、
登
場
人
物
の
身

体
的
異
常
性
に
強
い
印
象
を
刻
ま
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
強
調
す
る
モ
リ
ス
ン
の
意
図
と
そ
の
効
果
は
何
な
の
か
。

　

モ
リ
ス
ン
は
ま
た
「
あ
な
た
の
女
の
登
場
人
物
は
、
み
な
ス
ー
パ
ー

ウ
ー
マ
ン
で
す
ね
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
と
い
う
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ア
ー
の
問

い
か
け
に
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
自
分
の
祖
母
や
祖
先
が
成
し
遂

げ
て
き
た
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
び
っ
く
り
す
る
。
生
命
を
脅
か
す
状
況
を

乗
り
越
え
て
か
れ
ら
は
生
き
延
び
て
き
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
大
き
な
夢
、

人
生
で
成
就
す
べ
き
こ
と
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
か
れ
ら
は
生
き
て
い
る
。

「
じ
っ
さ
い
よ
り
大
き
な
、
ス
ー
パ
ー
で
は
な
い
人
間
は
、
死
ん
で
い
る

の
で
す
よ
」（
マ
ク
ラ
ス
キ
ー
、
41
）
と
モ
リ
ス
ン
は
断
言
す
る
。
こ
の
イ

ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
文
脈
で
は
、
そ
の
ス
ー
パ
ー
性
は
肯
定
的
な
能
力
を
指
示

し
て
い
る
が
、
否
定
的
に
見
え
る
登
場
人
物
造
型
に
も
敷
衍
し
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
。
身
体
的
欠
落
の
強
調
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
面
的
な
意
味

づ
け
と
理
解
を
越
え
た
人
生
の
真
実
を
伝
え
よ
う
と
す
る
手
段
で
あ
る
。

「
な
じ
み
の
な
い
現
実
」
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
の
一
つ
の
技
法
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
身
体
的
欠
落
、
デ
フ
ォ
ル
メ
は
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

第
一
作
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』（
一
九
七
〇
）
に
登
場
す
る
ピ
コ
ー

ラ
の
母
親
は
、
片
方
の
足
が
短
い
た
め
に
家
族
か
ら
愛
さ
れ
て
い
な
い
と

考
え
て
い
る
。
子
供
時
代
の
劣
等
感
が
、
大
人
に
な
り
結
婚
し
て
か
ら
も

身
体
的
醜
さ
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
が
白
人
社
会
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒

人
の
醜
さ
、劣
等
感
と
結
び
つ
い
て
く
る
。
第
二
作『
ス
ー
ラ
』（
一
九
七
三
）

で
は
、
主
人
公
ス
ー
ラ
の
瞼
の
上
に
ば
ら
の
よ
う
な
あ
ざ
が
あ
り
、
ス
ー

ラ
の
祖
母
エ
ヴ
ァ
は
、
あ
る
と
き
片
足
を
切
断
さ
れ
て
町
に
戻
っ
て
く

る
。
第
三
作
『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』（
一
九
七
七
）
で
は
、
パ
イ
ラ
ト
に
臍

が
な
く
、
村
は
ず
れ
に
一
人
孤
立
し
て
住
ん
で
い
る
。
第
四
作
『
タ
ー
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ル
・
ベ
イ
ビ
ー
』（
一
九
八
一
）
の
白
人
の
母
親
は
幼
児
虐
待
で
、
息
子

を
身
体
的
に
傷
つ
け
、
そ
の
秘
密
は
「
押
し
入
れ
の
中
の
骸
骨
」
の
よ
う

に
使
用
人
の
黒
人
女
と
の
間
で
保
た
れ
て
い
る
。
第
五
作
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』

（
一
九
八
七
）
の
主
人
公
セ
サ
の
背
中
に
は
、
鞭
打
た
れ
た
跡
が
木
の
よ

う
に
生
え
て
お
り
、
セ
サ
の
母
親
の
乳
房
の
下
に
は
十
字
架
の
よ
う
な
焼

印
が
あ
り
、
ポ
ー
ル
D
の
首
に
は
鉄
の
首
枷
の
跡
が
残
り
、
セ
サ
の
乳
母

役
だ
っ
た
ナ
ン
に
は
片
腕
が
な
い
。『
ジ
ャ
ズ
』（
一
九
九
二
）
で
は
死
体

の
少
女
の
顔
を
切
り
つ
け
る
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
が
登
場
す
る
。『
パ
ラ
ダ

イ
ス
』（
一
九
九
八
）
は
、
身
体
的
欠
落
で
は
な
い
が
、
女
の
み
を
殺
す

襲
撃
の
場
面
か
ら
物
語
が
始
ま
り
、
死
体
の
隠
蔽
、
喪
失
と
非
現
実
的
な

甦
り
で
物
語
が
終
わ
る
。

　

こ
れ
だ
け
羅
列
し
て
み
る
と
、
モ
リ
ス
ン
作
品
の
特
徴
が
目
立
っ
て
く

る
。
内
容
に
立
ち
入
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
登
場
人
物
を
簡
単
に
描
写
し

た
だ
け
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ほ
ど
に
身
体
的
デ
フ
ォ
ル
メ
が
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
ぞ
ま
し
い
身
体
的
欠
落
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
読
者

は
、
モ
リ
ス
ン
の
描
き
出
す
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
人
物
造
型
に

意
識
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

３
．

　

ス
ー
ザ
ン
・
コ
リ
ー
は
、
バ
フ
チ
ン
ら
を
援
用
し
な
が
ら
グ
ロ
テ
ス
ク

を
定
義
し
、「
誇
張
・
歪
曲
・
矛
盾
・
無
秩
序
・
衝
撃
の
美
学
的
原
理
で

あ
り
、
常
態
感
覚
を
粉
砕
し
、
新
し
い
意
味
・
絆
を
発
見
す
る
よ
う
に
刺

激
す
る
」（
コ
リ
ー
、
32
）
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
モ
リ
ス
ン
の
登
場
人

物
た
ち
は
、「
常
態
」
の
中
に
漬
か
り
な
が
ら
、「
常
態
」
を
破
壊
し
よ
う

と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
か
れ
ら

が
、「
常
態
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
社
会
と
そ
の
価
値
観
に
左
右
さ
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
「
常
態
」
に
激
し
く
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　

一
五
世
紀
後
半
に
発
見
さ
れ
た
洞
窟
の
壁
絵
を
指
し
て
生
ま
れ
た
グ

ロ
テ
ス
ク
と
い
う
用
語
は
、
そ
の
薄
暗
い
洞
窟
の
中
の
「
芸
術
作
品
」
に

備
わ
る
、
怪
奇
的
で
恐
怖
心
を
そ
そ
る
美
的
力
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が

グ
ロ
テ
ス
ク
と
は
「
恐
怖
」
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ョ
ン･

ラ
ス
キ
ン
の
言

葉
と
さ
れ
る
「
恐
怖
と
の
戯
れ
」
を
含
む
、
感
情
の
高
揚
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
ス
ー
ザ
ン
・
コ
リ
ー
は
紹
介
す
る
。
そ
し
て
グ
ロ
テ
ス
ク

性
の
二
つ
の
側
面
を
強
調
し
た
の
が
、
二
〇
世
紀
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

カ
イ
ザ
ー
と
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
で
あ
り
、
カ
イ
ザ
ー
は
そ
の
否
定
的

な
「
恐
怖
」
の
側
面
を
、
バ
フ
チ
ン
は
、
肯
定
的
で
「
滑
稽
」
な
側
面
を

見
出
し
た
の
だ
と
コ
リ
ー
は
言
う
。

　

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
性
の
両
面
を
含
み
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
、「
新
た
な
可
能
性
を
切
り
開
い
た
」
と
い
う
の
が
コ
リ
ー
の

主
張
で
あ
る
。「
否
定
的
な
、
あ
る
い
は
『
薄
気
味
悪
い
』
様
式
と
し
て
、

ま
た
肯
定
的
で
、
あ
る
い
は
『
滑
稽
な
』
様
式
と
し
て
グ
ロ
テ
ス
ク
性
を

用
い
、
作
品
の
中
に
お
け
る
意
味
作
成
の
道
具
と
し
て
存
分
に
役
立
た
せ

て
い
る
」（
コ
リ
ー
、
33
）
と
い
う
。
そ
し
て
肯
定
的
側
面
に
は
、
変
容
と

再
生
の
機
能
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ラ
ス
キ
ン
の
グ
ロ
テ
ス
ク
性
の
定
義
で
あ
る
「
恐
怖
と
の
戯
れ
」
に
よ

る
感
情
の
高
揚
は
、
た
し
か
に
モ
リ
ス
ン
作
品
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
明
ら
か
に
モ
リ
ス
ン
は
意
図
的
に
描
き
入
れ
て
い
る
。
だ

が
コ
リ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
グ
ロ
テ
ス
ク
性
の
肯
定
的
側
面
で
あ
る

「
回
復
の
可
能
性
」（
コ
リ
ー
、
33
）
を
作
品
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
コ
リ
ー
は
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の
セ
サ
の
背
中
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に
刻
ま
れ
た
鞭
の
跡
を
「
再
生
の
可
能
性
」
を
表
し
て
い
る
と
捉
え
る
。

セ
サ
が
ポ
ー
ル
D
に
、
自
分
に
は
見
え
な
い
背
中
の
奴
隷
制
度
の
名
残
を

伝
え
な
が
ら
、
セ
サ
の
産
婆
に
な
っ
て
命
を
助
け
て
く
れ
た
白
人
の
娘

が
、「
采
振
木
（
ザ
イ
フ
リ
ボ
ク
）」
の
よ
う
だ
と
喩
え
た
こ
と
、
幹
も

枝
も
葉
も
あ
り
、
も
う
す
ぐ
花
ま
で
咲
き
そ
う
だ
と
言
っ
た
こ
と
を
そ

の
例
に
挙
げ
る
。
木
の
よ
う
に
広
が
る
背
中
の
み
み
ず
ば
れ
を
、
花
咲

く
未
来
の
再
生
を
予
測
す
る
と
捉
え
、「
こ
の
傷
は
肯
定
的
グ
ロ
テ
ス

ク
性
を
あ
ら
わ
し
、
身
体
の
自
然
の
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
再
生
の
可
能
性

を
示
唆
し
て
い
る
」（
コ
リ
ー
、
35
）
と
コ
リ
ー
は
、
モ
リ
ス
ン
の
グ
ロ

テ
ス
ク
性
に
備
わ
る
両
面
性
を
強
調
す
る
。

　

だ
が
そ
の
よ
う
に
花
咲
く
背
中
の
木
を
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
な
の

だ
ろ
う
か
。
背
中
の
木
に
は
幹
も
枝
も
葉
も
あ
り
、
や
が
て
は
花
ま
で
咲

き
そ
う
な
ほ
ど
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
描
写
に
よ
っ
て
奴
隷
制
度
の
名

残
が
強
調
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
の
か
。
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ク
ラ
メ

ル
（
一
八
一
九
│
九
八
）
は
、「
南
部
の
黒
人
女
性
」
と
い
う
題
目
の
演
説

で
、
奴
隷
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
名
残
が
た
や
す
く

消
え
去
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。「
怪
物
の
よ
う
に
お
ぞ
ま

し
い
邪
悪
行
為
、
構
造
的
に
機
能
す
る
制
度
の
邪
悪
行
為
は
、
そ
の
制
度

じ
た
い
が
消
滅
し
て
か
ら
も
長
ら
く
生
き
延
び
る
の
で
す
」（
ク
ラ
メ
ル
、

75
）
と
述
べ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
制
度
の
名
残
が
、
当
時
ま
だ
見
ら
れ

る
こ
と
、
死
ん
だ
は
ず
の
そ
の
制
度
の
果
実
が
ま
だ
生
き
続
け
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
奴
隷
制
度
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
と
。

　

奴
隷
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
す
で
に
十
数
年
経
っ
た
、『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
の

物
語
の
現
在
に
お
い
て
さ
え
、
セ
サ
の
背
中
の
鞭
の
跡
が
消
滅
す
る
こ
と

は
な
い
。
消
滅
す
る
ど
こ
ろ
か
、
制
度
の
名
残
、
そ
の
果
実
は
さ
ら
に
成

育
を
続
け
て
い
る
。
法
律
に
よ
る
制
度
の
廃
止
が
何
も
変
化
を
も
た
ら
さ

な
い
と
し
た
ら
、
変
化
を
阻
止
す
る
抵
抗
の
あ
り
か
た
こ
そ
グ
ロ
テ
ス
ク

で
あ
る
。
南
北
戦
争
以
前
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
「
常
態
」
が
変
わ
ら
な
い

こ
と
、
そ
れ
が
ま
さ
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
現
象
で
あ
る
。

　

グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
こ
と
の
両
面
的
特
質
を
認
め
な
い
の
で
は
な
い
。

だ
が
モ
リ
ス
ン
作
品
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ス
ク
性
を
分
析
す
る
と
き
に
、
そ

の
肯
定
的
作
用
を
分
析
し
、
再
生
の
可
能
性
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な

く
、
身
体
的
欠
落
の
グ
ロ
テ
ス
ク
性
、
身
体
的
デ
フ
ォ
ル
メ
の
グ
ロ
テ
ス

ク
性
に
焦
点
を
当
て
、
モ
リ
ス
ン
作
品
に
お
け
る
身
体
性
の
問
題
を
分
析

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
コ
リ
ー
の
主
張
す
る
グ
ロ
テ
ス
ク
の
両
面
性

を
強
調
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
モ
リ
ス
ン
の
登
場
人
物
に
見
ら
れ
る
「
常

態
」
を
離
れ
た
否
定
性
が
、
か
れ
ら
の
存
在
理
由
を
決
定
し
て
い
る
こ
と

を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
モ
リ
ス
ン
の
作
品
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ス
ク
性
は
奴

隷
制
度
に
関
わ
っ
て
政
治
性
を
帯
び
る
が
ゆ
え
に
、
暴
力
的
で
あ
り
否
定

的
に
な
る
。

４
．

　

す
で
に
列
挙
し
た
身
体
的
欠
落
が
強
調
さ
れ
て
い
る
登
場
人
物
た
ち

の
な
か
で
も
、
特
に
『
ス
ー
ラ
』
の
エ
ヴ
ァ
と
『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』
の
パ

イ
ラ
ト
は
、
身
体
的
欠
落
が
物
語
の
作
用
因
に
な
っ
て
い
る
重
要
な
グ
ロ

テ
ス
ク
的
人
物
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
を
二
人
を
中
心
に
置
い
て
分

析
す
る
。

　
『
ス
ー
ラ
』
は
無
題
の
序
文
で
始
ま
り
、
そ
の
後
に
、「
１
９
１
９
年
」

と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
た
章
が
続
い
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
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加
し
た
若
者
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
が
、
戦
争
後
遺
症
に
罹
り
故
郷
の
町
へ
戻
っ

て
く
る
。「
大
き
な
戦
争
」
と
言
わ
れ
た
第
一
次
世
界
大
戦
の
悲
惨
な
状

況
は
、
前
世
紀
の
武
勇
を
誇
っ
た
戦
争
と
は
比
べ
ら
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の

み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
若
者
た
ち
を
戦
争
後
遺
症
に
陥
ら
せ

た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
名
門
大
学
出
身
の
若
者
た
ち
が
理
想
主
義
に
燃
え
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
へ
赴
い
た
が
、
じ
っ
さ
い
に
体
験
し
た
戦
争
は
、
理
念

の
理
想
主
義
を
打
ち
壊
す
「
人
殺
し
」
と
い
う
現
実
だ
っ
た
。

　

そ
の
若
者
た
ち
の
体
験
を
マ
ル
カ
ム
・
カ
ウ
リ
ー
は
、『
亡
命
者
帰
る
』

（
一
九
三
四
）
で
自
分
自
身
の
体
験
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
一
九
一
六

年
か
ら
一
七
年
に
か
け
て
の
冬
、
知
識
人
た
ち
は
愛
国
心
と
「
世
界
の
民

主
主
義
と
小
国
の
自
決
権
」（
カ
ウ
リ
ー
、
36
）
を
唱
え
は
じ
め
、
大
学
生

た
ち
の
中
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
旅
行
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
救

急
奉
仕
隊
に
志
願
し
た
者
が
い
た
。「
生
涯
に
一
度
の
西
部
戦
線
と
い
う

見
世
物
」（
カ
ウ
リ
ー
、
41
）
を
楽
し
み
、
賜
暇
休
暇
に
は
パ
リ
に
出
て
外

国
語
で
愛
を
さ
さ
や
く
こ
と
が
で
き
る
と
興
奮
し
た
若
者
た
ち
も
い
た
。

一
九
一
七
年
、
救
急
車
や
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

戦
線
に
参
加
し
た
作
家
の
名
前
を
カ
ウ
リ
ー
が
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
、
ド
ス･

パ
ソ
ス
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
エ
イ
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
、

E
・
E
・
カ
ミ
ン
グ
ズ
、
ダ
シ
ェ
ル
・
ハ
メ
ッ
ト
な
ど
が
い
た
。
カ
ウ
リ
ー

は
、
救
急
隊
や
フ
ラ
ン
ス
軍
の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
に
な
っ
て
戦
争
に
参
加

し
た
ア
メ
リ
カ
の
若
者
に
、
こ
の
体
験
は
大
学
の
課
外
授
業
の
よ
う
だ
っ

た
と
述
べ
、
そ
し
て
「
だ
が
い
っ
た
い
何
を
教
え
た
の
だ
ろ
う
か
」（
カ

ウ
リ
ー
、
38
）
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　

高
校
を
卒
業
し
、「
戦
争
に
憧
れ
て
」
赤
十
字
の
運
搬
車
両
の
担
当
に

な
っ
た
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
伝
記
的
事
実
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
初

め
て
「
人
殺
し
」
の
戦
争
を
体
験
し
た
若
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
生
涯
を

決
定
す
る
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
っ
た
。『
ス
ー
ラ
』
の
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク

は
、
ほ
う
ほ
う
の
て
い
で
戦
線
か
ら
戻
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
軍
人
病
院

で
は
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
対
処
に
困
り
、
軍
隊
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
よ
う
に

し
て
故
郷
へ
帰
っ
て
く
る
。
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
精
神
は
、
前
線
で
死
に
直

面
し
た
こ
と
に
よ
り
、
も
は
や
安
定
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
愛
国
主

義
も
理
想
主
義
も
、「
世
界
に
と
っ
て
民
主
主
義
が
安
全
で
あ
る
よ
う
に
」

と
い
う
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
参
戦
の
大
義
名
分
も
、
現
実
の
殺
戮
の
場

面
で
は
意
味
を
な
さ
ず
、
空
虚
に
響
く
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
し
か
な
か
っ
た
。

５
．

　
『
ス
ー
ラ
』
の
始
ま
り
部
分
で
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
戦
争
体
験
を
書
き
入

れ
る
作
者
は
、
す
で
に
出
だ
し
か
ら
身
体
破
壊
の
暴
力
を
記
し
、
そ
の
グ

ロ
テ
ス
ク
な
現
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
戦
場
で
砲
火
を
浴
び
な
が
ら
駆
け

巡
る
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
視
界
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
す
ぐ
そ
ば
に
い
た
兵

士
の
顔
が
吹
き
飛
ぶ
光
景
だ
っ
た
。

ス
ー
プ
ボ
ウ
ル
が
逆
さ
に
な
っ
た
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
下
の
顔
全
体
が
消
え

て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
頭
の
な
い
兵
士
の
胴
体
は
、
脳
か
ら
指
令
を
受

け
ず
に
頑
固
に
走
り
つ
づ
け
、﹇
略
﹈
脳
髄
が
背
中
に
滴
り
流
れ
落
ち
る

の
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
た
（『
ス
ー
ラ
』、
8
）。

　　
「
頭
の
な
い
兵
士
」
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
で
醜
悪
な
光
景
が
、
戦
場
で

は
日
常
茶
飯
事
の
「
常
態
」
だ
っ
た
こ
と
が
叙
述
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

頭
を
な
く
し
た
人
間
の
胴
体
が
そ
れ
で
も
走
り
続
け
る
グ
ロ
テ
ス
ク
な
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状
況
を
、
ま
だ
生
き
て
い
る
兵
士
が
目
撃
す
る
。
一
瞬
前
ま
で
人
間
だ
っ

た
す
ぐ
そ
ば
に
い
た
兵
士
が
、
人
間
で
は
な
く
な
り
胴
体
に
な
る
。「
死
」

は
も
は
や
理
想
主
義
の
た
め
に
命
を
賭
け
る
と
い
う
よ
う
な
美
し
い
抽

象
的
思
考
を
離
れ
て
、
身
体
と
直
結
し
た
現
実
に
な
っ
て
兵
士
た
ち
に

迫
っ
て
い
る
。
脳
か
ら
指
令
を
受
け
て
も
い
な
い
の
に
、
胴
体
の
み
が
慣

性
に
よ
っ
て
「
頑
固
に
」
動
き
を
続
け
る
、そ
の
身
体
的
慣
性
の
現
実
は
、

生
き
て
い
る
兵
士
に
と
っ
て
驚
愕
の
源
だ
っ
た
。
理
性
を
離
れ
た
人
間
の

身
体
の
「
意
志
」
が
強
調
さ
れ
る
。

　

略
し
た
部
分
は
、
頭
の
吹
っ
飛
ん
だ
兵
士
の
胴
体
以
下
が
走
る
そ
の
さ

ま
を
形
容
し
て
、「
勢
い
よ
く
、い
さ
ぎ
よ
く
優
雅（
グ
レ
イ
ス
）に
」（『
ス
ー

ラ
』、
8
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
脳
か
ら
の
指
令
を
受

け
て
い
な
い
の
に
、「
勢
い
よ
く
」
身
体
は
動
き
を
継
続
す
る
。
し
か
も

優
雅
さ
を
備
え
て
い
る
と
い
う
の
は
、
人
間
で
は
な
く
な
っ
た
胴
体
（
身

体
）
に
根
源
的
に
備
わ
る
、
人
間
の
領
域
を
越
え
た
神
的
な
精
神
性
が
あ

る
と
、
モ
リ
ス
ン
は
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
胴
体
（
身

体
）
そ
れ
自
身
に
備
わ
る
崇
高
な
力
で
あ
る
。

　

戦
場
に
お
け
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト
は
、
軍
隊
の
力
・
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ミ
テ
ィ
の

象
徴
で
あ
り
、
集
団
と
な
っ
て
敵
を
圧
倒
す
る
力
を
具
現
す
る
。
ヘ
ル

メ
ッ
ト
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦
闘
指
令
を
発
す
る
知
能
の
終
結
し

た
身
体
部
分
で
あ
り
、
軍
隊
と
い
う
組
織
の
活
動
を
成
立
さ
せ
る
要
因
で

あ
る
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
エ
イ
は
『
武
器
よ
さ
ら
ば
』
に
お
い
て
、
そ
の
ヘ
ル

メ
ッ
ト
を
き
わ
め
て
印
象
的
に
描
き
出
す
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
に
志
願
し
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
リ
ー
中
尉
（
主

人
公
）
は
、
イ
タ
リ
ア
軍
に
属
し
て
い
た
。
カ
ポ
レ
ッ
ト
（
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ

ア
西
部
の
コ
バ
リ
ド
）
敗
退
の
場
面
に
な
る
第
三
〇
章
で
、
仲
間
の
イ
タ

リ
ア
兵
は
ド
イ
ツ
兵
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
目
撃
す
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
軍
の
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自
転
車
部
隊
だ
っ
た
が
、
ヘ
ン
リ
ー
中
尉
や
イ
タ
リ
ア
兵
に
見
え
た
の
は

石
橋
を
渡
る
か
れ
ら
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
み
で
あ
り
、
ジ
ー
プ
に
乗
る
将
校

た
ち
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
動
き
だ
っ
た
。「
石
造
り
の
橋
の
上
方
を
ド
イ
ツ

人
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
動
い
て
い
る
の
が
見
え
た
。
前
か
が
み
に
な
り
滑
ら

か
に
、
超
自
然
的
と
い
え
る
ほ
ど
の
動
き
だ
っ
た
」（
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
、

164
）
と
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
場
面
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
超
自

然
的
な
動
き
と
、
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
体
験
し
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
分
離
し
た

胴
体
の
崇
高
な
動
き
を
い
か
に
比
べ
た
ら
よ
い
の
か
。
暴
力
的
に
頭
脳
を

な
く
し
た
後
で
、
胴
体
は
軍
隊
の
指
令
を
守
っ
た
ま
ま
運
動
を
止
め
な

い
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
動
き
を
「
滑
ら
か
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
超
自
然
的
」
だ
っ
た
と
記
す
と
き
、
そ
の
超
自
然
性
に
、
軍
隊

あ
る
い
は
戦
争
の
究
極
的
暴
力
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
常
態
の
人
間
の
行
進
で
は
な
い
。
常
態
の
人
間
の
意
志
で
は
な
い
。

画
一
的
な
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
凝
縮
さ
れ
た
常
態
を
越
え
た
力
が
、
戦
闘
状
態

に
入
っ
た
人
間
の
行
動
に
漲
っ
て
い
る
。

　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
吹
き
飛
ん
だ
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
戦
場
の
体
験
か
ら
、
戦

争
後
遺
症
に
罹
っ
て
病
院
に
収
容
さ
れ
た
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
が
、
病
院
食
を

前
に
し
な
が
ら
自
分
の
手
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
場
面
へ

導
か
れ
て
い
く
。
寝
台
に
横
に
な
り
な
が
ら
、
自
分
の
胴
体
の
脇
に
あ
る

両
腕
を
布
団
か
ら
出
し
、
ス
プ
ー
ン
を
取
ろ
う
と
す
る
そ
の
手
が
巨
大
化

し
て
し
ま
う
。「
ジ
ャ
ッ
ク
と
豆
の
木
の
よ
う
に
、
自
分
の
指
が
食
器
盆

と
寝
台
を
覆
う
よ
う
に
四
方
八
方
へ
伸
び
て
い
っ
た
」（『
ス
ー
ラ
』、
9
）。

す
る
と
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
は
、
あ
わ
て
て
自
分
の
手
を
隠
す
。
と
こ
ろ
が
看

護
士
に
強
引
に
手
を
引
っ
張
り
出
さ
れ
そ
う
に
な
る
と
、
感
情
を
抑
え
ら

れ
な
く
な
り
、
精
神
が
混
乱
し
て
く
る
。
自
分
の
手
が
ふ
た
た
び
大
き
く

伸
び
て
い
き
、
巨
大
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
と
恐
怖
が
つ

の
っ
て
く
る
。

　

吹
っ
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
兵
士
の
顔
の
よ
う
に
、
自
分
の
手
は
巨

大
化
す
る
と
、
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
靴
紐
を
結
ぼ
う
と

す
れ
ば
、
指
と
紐
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
果
て
し
な
い
混
沌
状
態
に
陥
る
。

兵
士
の
分
離
し
た
顔
の
よ
う
に
、
巨
大
化
し
た
指
が
自
分
の
意
志
を
越

え
て
、
脳
か
ら
の
指
令
を
受
け
ず
に
勝
手
に
動
き
出
す
の
で
は
な
い
か
。

シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
手
と
身
体
が
十
分
に
つ
な
が
り
、
身
体
が
全
体
性
を
回

復
す
る
の
は
、
故
郷
へ
戻
り
、
ト
イ
レ
の
水
の
中
に
映
る
自
分
の
顔
を
確

認
し
た
と
き
で
あ
る
。

　
「
ト
イ
レ
の
水
の
中
に
心
配
そ
う
な
黒
い
顔
が
あ
っ
た
。
は
っ
き
り
し

た
黒
い
顔
、
く
っ
き
り
し
た
そ
の
顔
に
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
は
わ
れ
な
が
ら
驚

い
た
」（『
ス
ー
ラ
』、
13
）
の
だ
が
、
そ
の
と
き
よ
う
や
く
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク

は
、
自
分
の
指
が
そ
こ
に
動
か
し
が
た
く
存
在
し
て
い
る
の
を
知
り
安
心

す
る
。
身
体
が
自
分
か
ら
分
離
す
る
の
で
は
な
い
か
、
自
分
が
現
実
に
は

存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
は
っ
き
り
し
た
黒
い
顔
」
の
存
在
を
認
め
た
と
き

で
、
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
に
と
り
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
に
と
り
、
黒
さ
は

自
己
の
存
在
理
由
を
根
源
的
に
保
証
す
る
要
件
だ
っ
た
。

　

戦
争
体
験
は
、
理
念
と
人
間
の
身
体
の
断
絶
を
認
識
さ
せ
る
究
極
の
試

練
で
あ
る
。
若
者
た
ち
は
、シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
よ
う
に
、「
空
っ
ぽ
の
頭
に
、

女
の
子
の
口
紅
の
味
を
思
い
出
し
な
が
ら
」（『
ス
ー
ラ
』、
7
）、
気
楽
に

戦
争
へ
参
加
し
た
の
だ
が
、
戦
争
が
身
体
的
暴
力
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
す
ぐ
に
悟
る
こ
と
に
な
る
。
集
中
砲
火
を
く
ぐ
り
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に

「
そ
の
も
の
（
イ
ッ
ト
）」（『
ス
ー
ラ
』、7
）
な
の
だ
と
知
り
な
が
ら
、シ
ャ

ド
ラ
ッ
ク
は
「
ふ
さ
わ
し
い
感
情
を
、
そ
の
も
の
（
イ
ッ
ト
）
を
も
た
ら

す
感
情
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」（『
ス
ー
ラ
』、
7
）
の
で
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あ
る
。
戦
争
体
験
は
、
特
に
そ
れ
が
「
民
主
主
義
の
た
め
に
」
と
い
う
大

義
名
分
で
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
精
神
の
高
揚
感
を
も
た
ら
す
は
ず
で

あ
っ
た
。「
何
か
と
て
も
強
い
感
情
」（『
ス
ー
ラ
』、
7
）
を
抱
く
に
違
い

な
い
と
期
待
し
て
い
た
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
が
、
じ
っ
さ
い
に
感
じ
た
の
は
、

吐
く
息
が
白
く
見
え
る
寒
さ
の
な
か
で
駆
け
巡
り
な
が
ら
、
軍
靴
に
当
た

る
自
分
の
足
の
爪
の
痛
み
だ
け
だ
っ
た
。
身
体
的
感
覚
の
み
が
現
実
だ
っ

た
。

　
『
Ｕ
Ｓ
Ａ
』
三
部
作
に
含
ま
れ
る
『
１
９
１
９
年
』
を
書
い
た
ド
ス･

パ
ソ
ス
は
、
五
人
の
主
要
人
物
の
一
人
、
カ
ン
ザ
ス
出
身
の
自
動
車
工

フ
レ
ッ
ド･

サ
マ
ー
ズ
に
、次
の
よ
う
に
吐
か
せ
て
い
る
。「
お
め
え
ら

よ
、
こ
れ
は
戦
争
な
ん
か
じ
ゃ
あ
ね
え
よ
。
く
そ
っ
た
ら
し
い
女
郎
屋

だ
よ
」（
ド
ス･

パ
ソ
ス
、
419
）。
パ
リ
に
出
て
外
国
語
で
愛
を
囁
く
と
い

う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
空
想
は
、
金
目
当
て
の
娼
婦
と
の
付
き
合
い
で
し
か

な
か
っ
た
。「
女
の
子
と
話
す
の
は
好
き
だ
よ
、
だ
け
ど
み
ん
な
金
で
動

い
て
い
る
ん
だ
。
吐
き
気
が
す
る
ね
」（
ド
ス･
パ
ソ
ス
、420
）と
デ
ィ
ッ
ク
・

サ
ヴ
ェ
ッ
ジ
は
言
う
。
戦
争
の
現
実
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ッ
ク
は
ま
た
次
の

よ
う
に
感
じ
始
め
て
い
る
。

　
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
信
じ
ら
れ
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら

こ
の
戦
争
を
肯
定
す
る
こ
と
な
ど
無
理
で
、
戦
争
に
若
者
を
駆
り
立
て
て

い
る
人
々
は
、
そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
信
念
や
理
想
を
傷
つ
け
て
い
る
の

だ
、
こ
の
戦
争
は
い
か
さ
ま
の
気
の
狂
っ
た
精
神
病
院
だ
、
政
府
や
政
治

家
が
自
分
た
ち
の
利
己
的
な
関
心
か
ら
引
き
起
こ
し
た
、
金
塊
に
見
せ
か

け
た
レ
ン
ガ
の
よ
う
な
汚
ら
し
い
い
か
さ
ま
ゲ
ー
ム
な
ん
だ
、
最
初
か
ら

最
後
ま
で
詐
欺
だ
（
ド
ス･

パ
ソ
ス
、
501
）。

　
「
大
き
な
戦
争
」を
体
験
し
た
世
代
は
、後
に「
失
わ
れ
た
世
代
」と
ガ
ー

ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
に
呼
ば
れ
る
が
、
か
れ
ら
は
伝
統
的
な
価
値
観
の

崩
壊
の
中
で
、
精
神
的
根
拠
と
す
べ
き
宗
教
や
思
想
を
見
出
せ
ず
、
情
緒

不
安
定
に
な
っ
て
い
た
。

　

戦
争
に
よ
っ
て
失
っ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。「
失
わ
れ
た
世
代
」

な
ど
と
い
う
気
取
っ
た
形
容
句
で
は
な
く
、
そ
の
真
実
は
も
は
や
「
故

郷
」
に
戻
れ
な
い
若
者
た
ち
の
精
神
状
況
で
あ
っ
た
と
、
マ
ル
カ
ム
・
カ

ウ
リ
ー
は
言
う
。
絶
対
的
価
値
観
に
支
え
ら
れ
、
保
証
さ
れ
て
い
た
子
供

時
代
を
か
れ
ら
は
懐
か
し
ん
だ
。
現
実
の
不
安
を
逃
れ
、
記
憶
の
中
に
あ

る
子
供
時
代
の
確
か
さ
の
中
へ
戻
り
た
い
と
願
っ
た
。「
パ
リ
や
パ
ン
プ

ロ
ー
ナ
で
、
小
説
を
書
き
な
が
ら
、
飲
ん
だ
く
れ
な
が
ら
、
闘
牛
見
物
を

し
た
り
、
恋
を
囁
い
た
り
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
丘
に

立
つ
小
屋
や
ア
イ
オ
ワ
や
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
農
家
、
ミ
シ
ガ
ン
の
森
や

青
い
ジ
ュ
ニ
ア
タ
川
を
想
い
続
け
、
ト
マ
ス･

ウ
ル
フ
が
よ
く
口
に
し
た

『
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
あ
あ
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
』
と
嘆
い
た

故
郷
を
想
っ
て
い
た
。
も
は
や
戻
る
こ
と
の
で
き
な
い
故
郷
を
」（
カ
ウ

リ
ー
、
9
）。

　
「
少
年
時
代
の
故
郷
は
も
は
や
な
い
。
そ
の
う
え
他
の
ど
こ
に
も
つ
な

が
っ
て
い
な
い
」（
カ
ウ
リ
ー
、
46
）
と
い
う
帰
属
感
の
欠
落
が
、
戦
争
を

体
験
し
た
若
者
た
ち
に
絶
望
的
な
「
失
わ
れ
た
」
感
覚
を
抱
か
せ
て
い
た
。

そ
の
「
失
わ
れ
た
」
感
覚
は
、
理
想
に
向
か
っ
て
闘
っ
て
い
る
と
い
う
精

神
性
と
、
じ
っ
さ
い
に
負
傷
し
、
身
体
が
切
断
さ
れ
る
現
実
と
の
断
絶
か

ら
生
じ
て
く
る
。
軍
靴
に
当
た
る
自
分
の
足
の
爪
の
痛
み
と
い
う
身
体
的

感
覚
だ
け
が
現
実
に
な
る
。「
失
わ
れ
た
」
感
覚
は
、
そ
の
不
均
衡
か
ら

生
ま
れ
て
く
る
の
だ
。

　

バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
切
断
さ
れ
た
頭
と
勝
手
に
走
る
足
を
、
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フ
ロ
イ
ト
の
言
う
「
薄
気
味
悪
い
も
のuncanny

」
の
典
型
で
あ
る
と
述

べ
、
モ
リ
ス
ン
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
も
っ
て
さ
ら
に
強
化
し
て
い
る

と
主
張
す
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
薄
気
味
悪
い
も
の
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、

「
薄
気
味
悪
い
も
の
」
をunheim

lich

と
い
う
単
語
で
表
現
し
て
い
る
が
、

あ
え
て
直
訳
す
る
と
そ
れ
は
「
非
・
故
郷
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
親
し

く
馴
染
み
の
あ
る
故
郷
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
態
で
は
な
い
状

況
が
生
ま
れ
る
。

　
『
身
体
作
品
』（
一
九
九
三
）
で
身
体
表
現
と
芸
術
作
品
の
関
係
性
を
、

特
に
「
性
（
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）」
へ
の
関
心
か
ら
論
じ
た
ピ
ー
タ
ー
・

ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
フ
ロ
イ
ト
のunheim

lich

を
引
用
し
て
、
男
の
視
線
に

女
の
生
殖
器
官
が
「
薄
気
味
悪
い
も
のuncanny

」
と
し
て
映
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
「
あ
ま
り
に
も
馴
染
み
の
あ
る
も
の
、
あ
ま
り
に
も
故
郷
的

な
（heim

isch

）
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
そ
れ
は
男
の
最
初
の
故

郷
、
あ
る
い
はH

eim
at

で
あ
る
」（
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
121
）
と
論
じ
て
い
る
。

そ
し
て
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、unheim

lich

のun
は
、「
あ
ま
り
に
も
馴

染
み
の
あ
る
も
の
を
抑
圧
す
る
印
」（
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
121
）
で
あ
る
と
い
う
。

シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
目
撃
し
た
の
は
、
身
近
な
仲
間
の
兵
士
の
身
体
切
断
で

あ
り
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
馴
染
み
の
あ
る
身
体
部
位
で
あ
っ
た
た
め

に
、
自
分
の
身
体
部
位
と
重
な
っ
て
衝
撃
が
記
憶
さ
れ
る
。
戦
争
後
遺
症

に
罹
っ
た
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
は
自
分
の
手
足
を
統
御
し
、
機
能
さ
せ
る
こ
と

が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
モ
リ
ス
ン
は
、「
あ
ま
り
に
も
馴
染
み
の
あ

る
も
の
を
抑
圧
す
る
印
」
を
援
用
し
て
、
読
者
を
立
ち
止
ま
ら
せ
、
衝
撃

の
深
さ
を
記
す
。

　

戦
争
に
期
待
し
て
い
た
「
そ
の
も
の
（
イ
ッ
ト
）」
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
は
、「
感
情
の
解
離
」（『
ス
ー
ラ
』、
7
）
状
態

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
兵
士
の
頭
の
切
断
の
前
段
階
と
し
て
描
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
感
情
の
不
連
続
性
」（『
ス
ー
ラ
』、
7
）
が
強
調
さ

れ
て
い
る
と
バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
言
う
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

『
ス
ー
ラ
』
に
は
、「
心
理
的
不
連
続
」（『
ス
ー
ラ
』、
7
）
が
、
す
な
わ
ち

感
情
と
出
来
事
の
「
解
離
」
が
強
調
し
て
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
も

う
一
つ
の
例
と
し
て
ネ
ル
が
夫
と
ス
ー
ラ
の
関
係
を
知
っ
た
と
き
の
反

応
を
挙
げ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
感
情
の
解
離
」
が
モ
リ
ス
ン
の
文
学
的
技

巧
で
あ
る
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
主
張
す
る
。

　

こ
こ
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
挙
げ
て
い
る
ネ
ル
の
「
感
情
の
解
離
」
の
例
で

は
、
そ
の
感
情
の
奔
出
に
「
七
〇
頁
を
要
し
、
ジ
ュ
ー
ド
よ
り
ス
ー
ラ
の

喪
失
を
悼
む
自
分
に
気
づ
い
た
と
き
だ
っ
た
」（『
ス
ー
ラ
』、
7
）、
と
い

う
時
間
的
解
離
を
理
由
に
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
ネ
ル
の
感
情
の

時
間
的
解
離
を
、「
感
情
の
解
離
」
の
例
と
し
て
、「
そ
の
も
の
（
イ
ッ
ト
）」

を
感
じ
な
か
っ
た
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
モ
リ
ス
ン
が
、「
そ
の
も
の
（
イ
ッ
ト
）」
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
感
情
の
高
揚
感
が
な
い
こ
と
を
不
思
議
に
思
う
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
を

描
い
た
そ
の
直
後
に
、
頭
を
吹
っ
飛
ば
さ
れ
た
兵
士
と
胴
体
の
勝
手
な
動

き
を
叙
述
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ

る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
感
情
の
時
間
的
解
離
で
は
な
く
、「
気
の
ふ
れ
た

マ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
」
の
よ
う
な
状
況
や
期
待
し
て
い
た
戦
争
の
高
揚
感
が
な

い
中
で
、
集
中
砲
火
を
浴
び
な
が
ら
身
体
は
勝
手
に
走
り
ま
わ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
、
両
者
の
断
絶
状
況
で
あ
る
。

　

モ
リ
ス
ン
が
、『
ス
ー
ラ
』
の
物
語
展
開
と
は
中
心
的
な
関
わ
り
を
も

た
な
い
よ
う
に
見
え
る
人
物
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
を
、
最
初
に
登
場
さ
せ
た
意

図
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
が
体
験
し
た
戦
争

の
、
精
神
的
、
身
体
的
断
絶
に
備
わ
る
暴
力
性
を
モ
リ
ス
ン
は
描
き
込
み

た
か
っ
た
。
身
体
的
極
限
状
況
に
い
る
と
き
の
人
間
は
、
理
想
主
義
が
も
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た
ら
す
精
神
的
高
揚
感
を
抱
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
戦
争
が
「
人
殺
し
」

で
し
か
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
た
若
者
は
、
初
め
て
戦
争
の
意
味
を
認

識
す
る
。
理
性
に
よ
る
認
識
で
は
な
く
、
頭
の
な
い
胴
体
が
戦
争
行
動
を

取
り
続
け
る
と
い
う
現
実
の
、
視
覚
的
状
況
に
よ
っ
て
感
得
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
身
体
的
現
実
は
、戦
争
の
意
義
に
対
す
る
感
情
を
ゼ
ロ
に
す
る
。

感
じ
な
い
こ
と
、
人
間
を
不
感
に
さ
せ
る
暴
力
性
が
戦
争
に
は
潜
ん
で
い

る
。

　

シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
戦
争
体
験
が
物
語
の
始
ま
り
に
置
か
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
始
ま
る
物
語
の
伏
線
、
作
品
の
骨
組
み
を
決
定

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
モ
リ
ス
ン
自
身
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、

『
ス
ー
ラ
』
は
、「
壊
れ
た
鏡
で
、
そ
の
粉
々
に
な
っ
た
断
片
を
独
立
し
た

も
の
と
し
て
見
な
が
ら
、繋
ぎ
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
ル
ク
レ
ア
、

127
）
物
語
で
あ
る
。『
ス
ー
ラ
』
の
主
題
を
一
つ
と
み
な
し
、
単
一
の
読

み
か
た
を
す
る
の
で
は
な
い
。
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
戦
争
体
験
を
骨
組
み
に

し
た
物
語
と
し
て
読
む
と
、
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
か
。
断
片
的
前
触
れ
と
し
て
の
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
と
エ
ヴ
ァ
は
い
か
に

結
び
つ
く
の
か
。

６
．　

　
「
１
９
２
１
年
」
の
章
で
、主
人
公
ス
ー
ラ･

ピ
ー
ス
の
住
ま
い
が
紹
介

さ
れ
、
エ
ヴ
ァ･

ピ
ー
ス
は
そ
の
住
ま
い
に
君
臨
す
る
人
物
と
し
て
登
場

す
る
。

　

エ
ヴ
ァ
は
増
築
を
重
ね
た
複
雑
怪
奇
な
構
造
の
家
の
三
階
に
陣
取
っ

て
い
る
。「
足
車
」
に
座
り
な
が
ら
、
自
分
の
子
供
た
ち
、
友
人
、
迷

子
、
下
宿
人
の
暮
ら
し
を
統
率
し
て
い
る
。「
足
車
」
に
座
っ
て
い
る
理

由
、
す
な
わ
ち
エ
ヴ
ァ
の
片
脚
が
切
断
さ
れ
た
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
両
足
が
あ
っ
た
頃
の
エ
ヴ
ァ
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
町
に
九
人

と
お
ら
ず
、
長
女
の
ハ
ナ
で
す
ら
知
ら
な
い
と
い
う
注
釈
的
説
明
が
な
さ

れ
、
す
で
に
長
い
年
月
、
エ
ヴ
ァ
は
「
足
車
」
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　

エ
ヴ
ァ
の
片
脚
切
断
の
背
景
は
、
エ
ヴ
ァ
自
身
が
話
さ
な
い
か
ぎ
り
、

だ
れ
も
話
題
に
し
な
い
。
エ
ヴ
ァ
は
と
き
お
り
そ
の
気
分
に
な
る
と
、
特

に
小
さ
な
子
供
た
ち
を
相
手
に
片
脚
切
断
の
理
由
を
話
す
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
話
に
は
い
く
つ
か
の
異
型
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
つ
は
、「
あ
る
日
、
片
脚
が
ひ
と
り
で
起
き
上
が
っ
て
の
、
勝

手
に
歩
い
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
よ
。
よ
ろ
よ
ろ
と
追
い
か
け
た
の
だ

が
ね
、
と
っ
て
も
速
く
っ
て
ね
」（『
ス
ー
ラ
』、
30
）
と
い
う
恐
ろ
し
い
物

語
で
あ
り
、
ま
た
、「
足
の
指
に
魚
の
目
が
で
き
て
し
ま
っ
て
ね
。
そ
れ

が
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
、
と
う
と
う
足
首
ぜ
ん
た
い
が

魚
の
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。
そ
れ
か
ら
魚
の
目
は
ま
た
、
ど
ん
ど
ん
、

ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
、
脚
を
伝
っ
て
上
へ
上
へ
と
這
い
登
り
、
そ
れ

で
と
う
と
う
赤
い
布
を
巻
い
た
の
だ
が
ね
、
も
う
そ
の
と
き
は
膝
ま
で
魚

の
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
よ
」（『
ス
ー
ラ
』、
30
─
31
）
と
い
う

話
だ
っ
た
。

　

エ
ヴ
ァ
の
説
明
の
、
片
脚
が
分
離
し
て
、
自
分
の
意
志
と
は
お
構
い
な

く
勝
手
に
行
動
す
る
の
は
、
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
が
経
験
し
た
、
頭
を
吹
き
飛

ば
さ
れ
た
兵
士
の
胴
体
の
行
動
の
型
と
同
じ
で
あ
り
、
魚
の
目
が
グ
ロ
テ

ス
ク
に
巨
大
化
す
る
話
は
、
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
巨
大
化
す
る
指
と
重
な
っ

て
く
る
。
エ
ヴ
ァ
の
登
場
以
前
に
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
の
戦
争
体
験
を
描
き
出

し
、
エ
ヴ
ァ
の
片
脚
切
断
の
行
為
が
、
よ
り
強
調
さ
れ
て
読
者
に
印
象
づ
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け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
モ
リ
ス
ン
は
こ
の
よ
う
な
意
志
と
身
体
の
行
動

の
型
の
一
致
と
分
離
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
く
る
。

　

エ
ヴ
ァ
の
片
脚
が
な
い
理
由
は
、
噂
と
し
て
次
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ

る
。

　
「
あ
る
人
が
言
う
に
は
、
エ
ヴ
ァ
は
列
車
の
下
に
脚
を
突
っ
込
み
、
会

社
に
賠
償
金
を
支
払
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
別
の
人
は
、
一
万
ド

ル
で
病
院
に
売
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
た
」（『
ス
ー
ラ
』、
31
）。

　

エ
ヴ
ァ
は
夫
に
捨
て
ら
れ
、
一
八
ヶ
月
間
、
町
か
ら
姿
を
消
す
。
そ
し

て
戻
っ
て
き
た
と
き
に
は
片
脚
を
な
く
し
て
い
た
が
、
新
し
い
黒
い
ハ
ン

ド
バ
ッ
グ
と
三
人
の
子
供
た
ち
を
養
う
経
済
力
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
。

誰
も
そ
の
真
実
を
知
ら
ず
、
エ
ヴ
ァ
自
身
も
子
供
相
手
の
お
と
ぎ
ば
な
し

以
外
に
、
何
も
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
た
だ
鉄
道
事
故
の
話
で
あ
れ
病
院

の
話
で
あ
れ
、
大
人
た
ち
の
噂
話
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
金
と
引
き
換
え

に
エ
ヴ
ァ
は
自
分
の
身
体
を
切
断
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
読
者
は
納
得
さ
せ

ら
れ
る
。

　

そ
れ
が
生
き
延
び
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
通
常
の
収
入

手
段
が
乏
し
い
黒
人
の
女
は
、
身
体
切
断
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
な
決
断
を

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
鉄
道
事
故
に
見
せ
か
け
る
話
や
、
病
院
へ
治
験

用
に
売
り
込
ん
だ
話
は
ど
ち
ら
も
、
当
時
の
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
状

況
で
あ
れ
ば
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
、
ア
ラ
バ
マ

州
の
タ
ス
キ
ー
ギ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
梅
毒

の
実
験
の
た
め
に
、
南
部
の
貧
し
い
黒
人
が
少
額
の
金
で
買
わ
れ
た
「
悪

い
血
（
バ
ッ
ド
・
ブ
ラ
ッ
ド
）」
の
歴
史
的
事
実
は
、
今
日
で
は
よ
く
知

ら
れ
た
話
で
あ
る
。

　

エ
ヴ
ァ
が
自
分
の
脚
を
切
断
し
、
病
院
へ
一
万
ド
ル
で
売
っ
た
と
い
う

噂
話
を
町
の
人
間
が
す
る
と
、
そ
の
話
を
聞
い
た
相
手
は
、「
ニ
ガ
ー
の

む
す
め
っ
こ
の
脚
が
一
本
で
一
万
ド
ル
だ
っ
て
」
と
聞
き
返
す
。
両
脚
で

一
万
ド
ル
な
ら
ま
だ
し
も
、
た
っ
た
一
本
で
、
と
い
う
驚
き
と
疑
問
は
、

黒
人
の
女
の
社
会
的
位
置
の
劣
悪
な
こ
と
を
示
唆
す
る
。
生
き
延
び
る
た

め
に
自
分
の
身
体
の
一
部
を
切
断
す
る
と
い
う
、
暴
力
的
な
決
意
を
エ

ヴ
ァ
は
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
自
分
が
生
き
延
び
る
た
め
だ
け

で
な
く
、
三
人
の
幼
子
を
養
う
た
め
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
エ
ヴ
ァ
は
、
身

体
切
断
を
お
お
ご
と
と
は
見
な
さ
ず
、
一
本
の
脚
が
な
く
な
っ
て
も
日
常

生
活
の
不
都
合
を
認
め
な
い
。
精
神
的
に
落
ち
込
む
こ
と
も
な
い
。
身
体

部
位
の
切
断
と
い
う
暴
力
的
行
為
が
こ
の
よ
う
に
、
静
か
に
語
ら
れ
る
の

は
な
ぜ
な
の
か
。

　

モ
リ
ス
ン
は
、
ベ
テ
ィ
・
ジ
ー
ン
・
パ
ー
カ
ー
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
答

え
て
、「
エ
ヴ
ァ
は
片
脚
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
か
ろ
う
が
、
勝
ち
誇
っ

た
人
物
な
の
で
す
」（
パ
ー
カ
ー
、
65
）
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
神
の
よ

う
に
振
る
ま
い
、「
人
を
傷
つ
け
ま
す
が
、
ま
た
重
要
な
言
葉
を
伝
達
す

る
人
で
も
あ
る
の
で
す
」（
パ
ー
カ
ー
、65
）と
エ
ヴ
ァ
像
を
説
明
し
て
い
る
。

自
分
を
捨
て
た
夫
ボ
ー
イ
ボ
ー
イ
が
、
都
会
の
女
を
連
れ
て
戻
っ
て
き
た

場
面
で
、
エ
ヴ
ァ
の
振
る
ま
い
は
感
情
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
ど
の
よ

う
に
感
じ
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
表
現
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
ボ
ー
イ
ボ
ー
イ
は
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
つ
ま
先
ま
で
、
都
会

風
に
決
め
た
い
で
た
ち
で
、「
に
わ
か
成
金
と
怠
惰
の
に
お
い
を
ふ
ん
ぷ

ん
と
撒
き
散
ら
し
」（『
ス
ー
ラ
』、
36
）
な
が
ら
、
踊
る
よ
う
な
足
取
り
で

階
段
を
降
り
て
い
っ
た
が
、
そ
の
輝
き
の
下
に
、
エ
ヴ
ァ
は
ボ
ー
イ
ボ
ー

イ
の
敗
北
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。「
ボ
ー
イ
ボ
ー
イ
の
首
の
下
に
敗
北
を
、

両
肩
の
妙
な
こ
わ
ば
り
を
エ
ヴ
ァ
は
認
め
て
い
た
」（『
ス
ー
ラ
』、36
）
と
、

そ
れ
は
さ
り
げ
な
く
語
ら
れ
る
。

　
「
に
わ
か
成
金
と
怠
惰
の
に
お
い
」
が
も
た
ら
す
危
う
げ
な
経
済
的
基
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盤
よ
り
、
片
脚
切
断
と
引
き
換
え
に
獲
得
し
た
確
実
な
金
を
基
盤
に
、
下

宿
屋
を
営
み
な
が
ら
生
計
を
立
て
て
い
る
自
分
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
生

存
能
力
が
あ
る
と
い
う
自
信
を
エ
ヴ
ァ
は
抱
い
て
い
る
。
男
に
対
す
る
自

信
を
持
つ
エ
ヴ
ァ
だ
が
、
ボ
ー
イ
ボ
ー
イ
が
連
れ
の
女
に
何
か
を
さ
さ
や

き
、
女
が
の
け
ぞ
っ
て
大
笑
い
し
た
姿
を
見
た
と
き
初
め
て
、
エ
ヴ
ァ
は

何
を
感
じ
れ
ば
よ
い
の
か
諒
解
し
、「
憎
悪
が
す
じ
に
な
っ
て
胸
を
流
れ

た
」（『
ス
ー
ラ
』、
36
）
の
で
あ
っ
た
。

　

エ
ヴ
ァ
は
こ
こ
で
初
め
て
、
お
そ
ら
く
嫉
妬
か
ら
く
る
男
へ
の
憎
悪
を

感
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
逆
説
的
な
モ
リ
ス
ン
の
筆
致
は
、
そ
の
憎
悪
を

否
定
的
な
力
と
は
見
な
さ
な
い
。
暴
力
的
身
体
切
断
が
肯
定
的
生
存
を
導

き
、
人
生
の
未
来
を
約
束
し
た
よ
う
に
、
憎
悪
が
「
心
地
よ
い
期
待
感
」

（『
ス
ー
ラ
』
36
）
を
エ
ヴ
ァ
に
も
た
ら
す
。
そ
の
「
心
地
よ
い
期
待
感
」
は
、

恋
に
お
ち
い
り
、
し
あ
わ
せ
な
こ
と
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す

る
あ
の
感
情
に
似
て
お
り
、「
ボ
ー
イ
ボ
ー
イ
へ
の
憎
し
み
が
自
分
を
生

き
さ
せ
、
し
あ
わ
せ
に
し
て
い
る
」（『
ス
ー
ラ
』、
37
）
と
ま
で
エ
ヴ
ァ
は

感
じ
た
、
と
モ
リ
ス
ン
は
書
き
込
む
。

　

そ
の
結
果
、
幸
せ
に
も
エ
ヴ
ァ
は
、
自
分
自
身
を
家
の
三
階
の
「
神
の

座
」
に
押
し
上
げ
、
ほ
と
ん
ど
下
へ
は
降
り
て
来
な
く
な
る
。
そ
の
神

の
座
か
ら
飛
び
降
り
る
の
は
、
娘
の
ハ
ナ
が
庭
の
焚
き
火
で
火
だ
る
ま
に

な
っ
た
瞬
間
だ
っ
た
。
そ
の
描
写
は
、
エ
ヴ
ァ
の
切
断
さ
れ
た
グ
ロ
テ
ス

ク
な
脚
を
ふ
た
た
び
読
者
に
記
憶
さ
せ
る
瞬
間
で
あ
る
。

　
「
エ
ヴ
ァ
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
ほ
う
の
脚
で
立
ち
、
重
い
体
を
持
ち
上
げ
、

握
っ
た
こ
ぶ
し
で
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
た
。
窓
枠
に
切
り
株
の
よ
う
な
脚
を

乗
せ
、
そ
れ
を
軸
に
、
い
い
ほ
う
の
脚
を
テ
コ
に
外
へ
体
を
投
げ
出
し
た
」

（『
ス
ー
ラ
』、
75
│
76
）
と
い
う
、
こ
れ
だ
け
の
描
写
で
す
で
に
グ
ロ
テ
ス

ク
な
エ
ヴ
ァ
の
動
作
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
に
、「
炎
に
包
ま
れ
踊
っ

て
い
る
姿
」
の
ハ
ナ
を
め
が
け
て
、
空
を
切
り
、
爪
で
引
っ
か
き
、
血
を

流
し
な
が
ら
、
飛
ん
で
い
く
の
だ
が
、
ハ
ナ
か
ら
一
二
フ
ィ
ー
ト
も
離
れ

た
場
所
に
ぐ
し
ゃ
り
と
落
ち
て
し
ま
う
。
エ
ヴ
ァ
は
そ
れ
で
も
ハ
ナ
の
も

と
へ
体
を
引
き
ず
っ
て
擦
り
寄
ろ
う
と
す
る
が
、
ハ
ナ
は
び
っ
く
り
箱
か

ら
飛
び
出
し
た
人
形
の
よ
う
に
、
跳
ね
た
り
踊
っ
た
り
し
な
が
ら
通
り
へ

跳
ん
で
行
く
。
そ
し
て
ハ
ナ
は
焼
死
す
る
。

　

三
階
の
「
神
の
座
」
か
ら
飛
び
降
り
、
自
分
の
最
初
の
子
供
を
救
お
う

と
す
る
母
親
エ
ヴ
ァ
の
努
力
は
、
み
ず
か
ら
の
命
を
賭
け
た
真
剣
な
必
死

の
行
為
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
エ
ヴ
ァ
と
ハ
ナ
の
こ
の
場
面
は
、
死
と
い
う

最
大
の
悲
劇
的
場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
に
グ
ロ
テ
ス
ク
で

滑
稽
な
印
象
し
か
残
さ
な
い
。
身
体
的
欠
落
を
抱
え
た
母
親
が
、
そ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
、
三
階
の
高
み
か
ら
娘
の
危
機
を
目

撃
し
て
、
一
人
で
救
い
出
そ
う
と
空
を
飛
び
、
自
分
も
負
傷
す
る
。
そ
の

よ
う
な
悲
劇
を
描
写
す
る
モ
リ
ス
ン
は
、
静
か
に
事
実
を
書
き
入
れ
る
だ

け
で
、
感
情
表
現
を
い
っ
さ
い
排
除
す
る
。

　

娘
の
悲
劇
的
な
焼
死
は
、
跳
ね
た
り
踊
っ
た
り
し
た
結
果
、
炎
は
消
え

る
ど
こ
ろ
か
燃
え
あ
が
っ
た
た
め
で
あ
る
。
母
親
の
滑
稽
な
負
傷
は
、
身

体
的
欠
落
を
抱
え
な
が
ら
、
空
を
飛
ん
で
行
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
悲
劇
の
中
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
笑
い
を
表
面
に
出
し
て
強
調
し
な
が

ら
、
い
っ
ぽ
う
作
者
は
、
最
後
に
こ
の
場
面
を
じ
っ
と
目
撃
し
て
い
た
、

冷
徹
な
視
線
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
エ
ヴ
ァ
に
さ
ら
り
と
語
ら
せ
る
。

　

地
べ
た
に
倒
れ
て
横
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
、「
裏
口
の
ポ
ー
チ
に
立
ち
、

じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
ス
ー
ラ
」（『
ス
ー
ラ
』、
78
）
が
、
エ
ヴ
ァ
の
視
界
に

入
っ
て
来
る
。
母
親
の
死
の
状
況
に
衝
撃
を
受
け
、
身
体
麻
痺
状
態
に
陥
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
と
、
隣
人
た
ち
は
解
釈
し
た
が
、
エ
ヴ
ァ
の
考
え
は
違
っ

て
い
た
。
ス
ー
ラ
は
自
分
の
母
親
が
焼
け
死
ぬ
状
況
に
、「
呆
然
と
し
た
か
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ら
で
は
な
く
、
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
」（『
ス
ー
ラ
』、
78
）
と
、「
自

分
の
子
供
た
ち
の
欠
点
を
隠
さ
ず
暴
露
す
る
」（『
ス
ー
ラ
』、
78
）
エ
ヴ
ァ
は

考
え
て
い
る
。

　

バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、「
興
味
が
あ
る
こ
と
、
関
心
を
抱
く

こ
と
」
に
は
、「
分
離
と
距
離
」
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
9
）。「
じ
っ
と
見
つ
め
る
（
ウ
ォ
ッ
チ
）」
行
為
は
、「
見

え
る
こ
と
（
シ
ー
）」
と
は
違
っ
て
、「
関
わ
り
」
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ

る
と
い
う
。
い
さ
さ
か
逆
説
的
に
響
く
が
、
前
者
に
は
見
つ
め
る
距
離
が

あ
り
、
後
者
は
自
然
と
目
の
中
へ
入
り
込
ん
で
く
る
、
距
離
の
ゼ
ロ
化
を

意
味
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ス
ー
ラ
は
自
分
の
母
親
の
死
を
距
離
を

持
っ
て
見
つ
め
、
関
わ
っ
て
救
済
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
焼
死
の
悲
劇

よ
り
も
、
母
親
へ
抱
い
て
い
る
そ
の
距
離
感
の
悲
劇
を
、
エ
ヴ
ァ
は
強
く

認
識
し
た
の
で
あ
る
。

　

エ
ヴ
ァ
は
ス
ー
ラ
の
死
後
、
養
老
施
設
を
訪
ね
て
き
た
ス
ー
ラ
の
親
友

ネ
ル
に
、
チ
キ
ン･

リ
ト
ル
の
死
に
つ
い
て
詰
問
し
、
ス
ー
ラ
が
手
を
離

し
た
た
め
に
チ
キ
ン･

リ
ト
ル
は
川
に
放
り
出
さ
れ
、
溺
死
し
た
の
は
事

実
だ
が
、
そ
れ
を
ネ
ル
は
「
見
つ
め
て
い
た
（
ウ
ォ
ッ
チ
）」
と
言
っ
て

非
難
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
見
つ
め
る
」
行
為
が
繰
り
返
し
問
題
に
さ
れ

る
と
、
非
情
な
人
間
性
を
表
す
営
み
と
し
て
、
作
者
は
エ
ヴ
ァ
に
批
判
さ

せ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
容
易
に
成
り
立
つ
。
エ
ヴ
ァ
が
養
老
施
設
に
入

れ
ら
れ
た
こ
と
で
さ
え
、
新
世
代
の
ス
ー
ラ
の
価
値
観
は
と
も
か
く
、
非

情
な
人
間
性
を
表
す
行
為
で
あ
っ
た
。
エ
ヴ
ァ
と
ス
ー
ラ
の
世
代
間
の
断

絶
は
、
こ
の
作
品
の
大
き
な
骨
組
み
に
な
っ
て
い
る
、
黒
人
社
会
と
共
同

体
意
識
の
変
化
と
と
も
に
、
そ
れ
は
モ
リ
ス
ン
の
他
作
品
に
お
い
て
も
追

求
さ
れ
続
け
て
い
る
課
題
で
あ
る
。

　

バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
さ
ら
に
、こ
の
文
脈
で
「
美
的
価
値
観
（
エ

セ
テ
ィ
ッ
ク
）と
共
感
関
係（
ラ
ポ
ー
ル
）」と
い
う
言
葉
を
問
題
に
す
る
。

大
学
教
育
を
受
け
た
ス
ー
ラ
と
ネ
ル
と
の
会
話
で
、
大
学
生
が
使
う
日
常

言
語
「
美
的
価
値
観
（
エ
セ
テ
ィ
ッ
ク
）
と
共
感
関
係
（
ラ
ポ
ー
ル
）」
を
、

ネ
ル
に
わ
ざ
わ
ざ
語
ら
せ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、「
こ

の
小
説
は
、
多
く
の
点
で
ま
さ
に
美
的
価
値
観
（
エ
セ
テ
ィ
ッ
ク
）
と
共

感
関
係（
ラ
ポ
ー
ル
）と
の
間
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
描
い
て
い
る
」（
ジ
ョ

ン
ソ
ン
、
9
）
作
品
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
た
し
か
に
ネ
ル
が
こ
の
二
つ

の
難
解
な
単
語
に
心
を
奪
わ
れ
、「
意
味
が
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
す
き

だ
っ
た
」（『
ス
ー
ラ
』、
105
）
と
い
う
理
由
は
明
瞭
で
は
な
い
。
ネ
ル
が
な

ぜ
二
つ
の
単
語
を
取
り
上
げ
る
の
か
不
可
解
で
あ
り
、
唐
突
に
す
ら
感
じ

ら
れ
る
二
つ
の
単
語
の
羅
列
で
あ
る
が
た
め
に
、
作
者
は
意
図
的
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
「
見
つ
め
る
」
行
為
を
非
難
す
る
エ
ヴ
ァ
と
、
非
難
さ
れ
る
ス
ー
ラ
の

違
い
が
表
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
、「
ラ
ポ
ー
ル
」
を

「
連
続
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
」
と
説
明
す
る
と
き
、「
美
的
価
値
観
（
エ
セ

テ
ィ
ッ
ク
）
と
共
感
関
係
（
ラ
ポ
ー
ル
）」
の
二
つ
の
単
語
は
、
エ
ヴ
ァ

と
ス
ー
ラ
の
人
物
像
の
差
異
を
考
え
る
う
え
で
、
分
析
の
ヒ
ン
ト
を
与
え

て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
エ
ヴ
ァ
は
、
社
会
性
の
な
い
幼
児
化
し
た
自
分
の
息

子
を
焼
き
殺
し
も
す
る
の
だ
が
、「
分
離
と
距
離
」
を
保
ち
、「
見
つ
め
る
」

だ
け
の
共
同
体
の
構
成
員
で
は
な
く
、「
連
続
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
」
の

人
間
関
係
を
保
ち
、
共
同
体
の
中
に
お
け
る
自
分
の
場
所
を
確
立
し
て
い

る
。
い
っ
ぽ
う
ス
ー
ラ
は
、
友
人
の
夫
と
関
係
を
持
ち
、
共
同
体
か
ら
叱

責
さ
れ
る
と
姿
を
隠
し
、
分
離
し
な
が
ら
距
離
を
保
つ
。

　

エ
ヴ
ァ
は
「
勝
ち
誇
っ
た
人
物
」
で
あ
る
と
、
モ
リ
ス
ン
は
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
で
答
え
て
い
た
。
だ
が
、
エ
ヴ
ァ
は
自
分
の
家
の
三
階
の
、「
神
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の
座
」
の
よ
う
な
領
域
に
君
臨
し
な
が
ら
、
全
知
全
能
で
無
謬
の
神
を
表

象
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
共
同
体
の
代
表
的
な
母
親
、
期
待

さ
れ
る
黒
人
女
性
像
マ
ミ
ー
の
権
化
に
な
っ
て
、「
連
続
性
の
ダ
イ
ナ
ミ

ク
ス
」
を
表
象
し
て
い
る
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
身
体
的
切
断
が
、
身

体
の
欠
落
、
断
片
化
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
全
体
性
を
指
示
す
る
人
物
と
し

て
造
型
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
も
エ
ヴ
ァ
を
「
勝
ち
誇
っ
た
人
物
」

と
説
明
す
る
モ
リ
ス
ン
の
言
葉
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

　
『
ス
ー
ラ
』
の
最
後
は
、ネ
ル
の
語
り
に
な
っ
て
い
る
。
死
の
床
の
ス
ー

ラ
を
見
舞
い
、そ
の
死
後
、年
老
い
た
エ
ヴ
ァ
を
養
老
施
設
に
訪
ね
、ス
ー

ラ
の
墓
を
訪
ね
る
。
そ
の
帰
り
に
、
ネ
ル
は
シ
ャ
ド
ラ
ッ
ク
に
出
会
い
、

二
人
が
反
対
方
向
へ
歩
い
て
い
く
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。
ス
ー
ラ
の

死
を
町
の
誰
も
が
悼
ま
ず
、
死
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
小
躍
り
す
る
中

で
、
白
人
の
葬
祭
会
社
の
職
員
に
混
じ
っ
て
ネ
ル
一
人
が
埋
葬
に
立
ち

あ
っ
て
い
る
。

　

ス
ー
ラ
の
苗
字
は
ピ
ー
ス
（
平
和
）
だ
っ
た
。
こ
の
町
の
黒
人
社
会
の

習
慣
で
、
結
婚
し
て
も
旧
姓
で
埋
葬
さ
れ
る
。
ス
ー
ラ
の
墓
の
ま
わ
り
に

は
、
母
親
ハ
ナ
、
叔
父
プ
ラ
ム
、
叔
母
パ
ー
ル
が
埋
葬
さ
れ
、
ピ
ー
ス
（
生

没
年
）、
ピ
ー
ス
（
生
没
年
）
と
い
う
よ
う
に
、
ピ
ー
ス
と
い
う
言
葉
が

並
ん
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
ネ
ル
は
、「
か
れ
ら
は
死
ん

で
い
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
言
葉
だ
っ
た
。
い
や
言
葉
で
さ
え
な
い
。
願

望
、熱
望
だ
っ
た
」（『
ス
ー
ラ
』、171
）
と
感
じ
て
い
る
。
ま
も
な
く
エ
ヴ
ァ
・

ピ
ー
ス
も
こ
の
家
族
の
墓
場
で
、
も
う
一
つ
の
「
ピ
ー
ス
（
平
和
）」
を

付
け
加
え
る
の
だ
ろ
う
。
エ
ヴ
ァ
を
訪
問
し
た
ネ
ル
は
、
ス
ー
ラ
が
語
っ

て
い
た
よ
う
に
、「
エ
ヴ
ァ
は
た
し
か
に
意
地
悪
だ
っ
た
」（『
ス
ー
ラ
』、

171
）
と
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、「
エ
ヴ
ァ
は
自
分
の
し
て
い
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
い
つ
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
」（『
ス
ー
ラ
』、
171
）

と
諒
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
ピ
ー
ス
、
ピ
ー
ス
」
と
ま
る
で
祈
り
の
文
句
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く

る
結
び
に
な
っ
て
初
め
て
、
ネ
ル
は
自
分
が
求
め
て
い
た
も
の
が
、
夫
の

ジ
ュ
ー
ド
で
は
な
く
、
少
女
時
代
一
緒
だ
っ
た
ス
ー
ラ
だ
っ
た
こ
と
を
悟

る
。
自
分
に
と
っ
て
ス
ー
ラ
と
エ
ヴ
ァ
の
欠
落
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
初

め
て
理
解
す
る
。

　

エ
ヴ
ァ
は
「
勝
ち
誇
っ
た
人
物
」
で
あ
る
と
作
者
が
語
る
と
き
、
華
々

し
い
存
在
や
英
雄
的
存
在
、
道
徳
的
に
完
璧
な
人
物
を
想
定
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
身
体
的
に
も
欠
陥
の
あ
る
エ
ヴ
ァ
の
、「
ピ
ー
ス
」へ
の
願
望
、

熱
望
は
、
決
し
て
「
美
し
く
」
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
社
会
に
お

け
る
淀
み
を
と
も
な
っ
て
表
象
さ
れ
る
。
エ
ヴ
ァ
が「
勝
ち
誇
っ
た
人
物
」

で
あ
る
の
は
、
年
老
い
て
半
ば
思
考
能
力
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

も
、
そ
れ
で
も
強
い
自
己
主
張
と
自
己
認
識
を
失
わ
な
い
か
ら
で
あ
り
、

自
分
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、共
同
体
の
他
者
た
ち
と
「
共
感
関
係
（
ラ
ポ
ー

ル
）」
を
、「
連
続
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
」
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
エ
ヴ
ァ
の
器
用
と
は
い
え
な
い
、
直
接
的
な
表
現
方
法
に
傷
つ
く
隣

人
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
エ
ヴ
ァ
の
存
在
を
世
間
は
強
く
認
識
し
て

い
る
。
身
体
的
に
は
全
体
（
ホ
ー
ル
ネ
ス
）
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い

が
、
そ
の
欠
落
を
伴
う
人
間
性
の
全
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
エ
ヴ
ァ
は
そ
の
意
味
で
「
勝
ち
誇
っ
た
人
物
」
で
あ
る
。

　

そ
し
て
モ
リ
ス
ン
は
、
エ
ヴ
ァ
の
よ
う
な
人
物
を
他
作
品
で
も
造
型
し

て
い
る
。
身
体
的
欠
落
を
伴
い
、な
お
か
つ
「
勝
ち
誇
っ
た
人
物
」
エ
ヴ
ァ

が
自
宅
の
三
階
の
「
神
の
座
」
に
引
き
こ
も
り
つ
つ
支
配
し
た
よ
う
に
、

町
外
れ
に
い
な
が
ら
、「
共
感
関
係
（
ラ
ポ
ー
ル
）」
を
、「
連
続
性
の
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
」
を
表
象
す
る
「
勝
ち
誇
っ
た
人
物
」
で
あ
る
。『
ソ
ロ
モ
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ン
の
歌
』
の
パ
イ
ラ
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
な
か
で
も
と
り
わ

け
重
要
な
存
在
で
あ
る
。

　
７
．

　

パ
イ
ラ
ト
は
、『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』
の
主
人
公
で
あ
る
ミ
ル
ク
マ
ン･

デ
ッ
ド
の
叔
母
に
あ
た
る
。
不
動
産
を
所
有
し
、
黒
人
社
会
を
経
済
的
に

支
配
し
て
い
る
兄
メ
イ
コ
ン･
デ
ッ
ド
の
妹
だ
が
、
成
人
し
て
か
ら
二
人

の
付
き
合
い
は
な
い
。

　

パ
イ
ラ
ト
に
は
臍へ
そ

が
な
か
っ
た
。
産
褥
の
と
き
に
死
を
迎
え
た
母
親

は
、
パ
イ
ラ
ト
を
産
み
落
と
す
前
に
死
ん
で
し
ま
う
。
だ
れ
も
が
死
産
す

る
と
予
測
し
た
の
だ
が
、
パ
イ
ラ
ト
は
、「
自
分
の
臍
の
緒
と
後
産
を
引

き
ず
り
な
が
ら
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
28
）
頭
か
ら
出
て
く
る
。「
筋
肉

の
収
縮
や
羊
水
の
圧
力
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
な

く
、
パ
イ
ラ
ト
は
、
も
が
き
な
が
ら
自
分
で
出
て
き
た
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の

歌
』、
27
│
28
）
た
め
に
臍
が
な
く
、「
お
腹
は
背
中
の
よ
う
に
な
め
ら
か

で
頑
丈
だ
っ
た
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
28
）
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
誕
生
を
し
た
パ
イ
ラ
ト
を
、「
名
誉
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
典
型
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
自
己
創
造
的
人
物
」（
ブ
ー
ソ
ン
、
86
）
だ
と
J
・
ブ
ル
ッ

ク
ス
・
ブ
ー
ソ
ン
は
言
う
。

　

名
前
の
パ
イ
ラ
ト
は
、
文
字
が
読
め
な
か
っ
た
父
親
が
聖
書
の
頁
を
め

く
り
な
が
ら
、「
強
く
て
格
好
の
よ
い
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
18
）
文
字

列
を
選
ん
で
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。「
大
き
な
文
字
が
木
の
よ
う
に
映
り
、

そ
の
下
の
小
さ
な
木
々
を
覆
う
よ
う
に
守
る
よ
う
に
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、

18
）
見
え
る
文
字
列
と
い
う
の
が
、
選
択
の
理
由
だ
っ
た
。
字
の
書
け
な

い
父
親
が
か
ろ
う
じ
て
字
体
を
な
ぞ
り
、
な
ぞ
っ
た
紙
切
れ
を
産
婆
に
見

せ
る
と
、「
イ
エ
ス
殺
し
の
男
の
名
前
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
19
）
だ
か

ら
女
の
赤
ん
坊
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
強
く
抗
議
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
父
親
は
パ
イ
ラ
ト
と
命
名
し
、
後
に
パ
イ
ラ
ト
は
そ
の
紙
切

れ
を
小
さ
な
真
鍮
の
箱
に
入
れ
、
紐
を
通
し
て
左
の
耳
か
ら
イ
ヤ
リ
ン
グ

の
よ
う
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
。

　

エ
ヴ
ァ
と
は
異
な
り
、
パ
イ
ラ
ト
は
意
志
的
に
自
分
の
身
体
部
位
の
切

断
を
し
た
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
死
ん
だ
母
親
の
子
宮
か
ら
自
分
の
意
志

で
出
て
き
た
た
め
に
、
臍
が
欠
落
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
母
親
の
子

宮
は
、「
静
止
し
沈
黙
す
る
無
関
心
の
身
体
的
洞
穴
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、

28
）
と
形
容
さ
れ
、
パ
イ
ラ
ト
の
誕
生
は
あ
た
か
も
祖
先
と
の
分
断
を
象

徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
母
親
の
「
無
関
心
の
身
体
的
洞
穴
」
は
、「
共

感
関
係
（
ラ
ポ
ー
ル
）」
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
連
続
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク

ス
」
は
見
ら
れ
な
い
。
誕
生
の
そ
の
瞬
間
か
ら
母
親
と
の
絆
の
象
徴
で
あ

る
、
臍
の
緒
の
痕
跡
を
喪
失
し
た
パ
イ
ラ
ト
は
、
い
わ
ば
女
の
「
原
人
ア

ダ
ム
」
で
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
の
ア
ダ
ム
」
と
い
う
象
徴
的
孤
児
で
あ
り
、

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
の
自
立
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。

　

子
供
時
代
は
父
親
と
兄
メ
イ
コ
ン･

デ
ッ
ド
に
養
わ
れ
育
ま
れ
た
が
、

そ
の
後
は
、
密
造
酒
造
り
と
販
売
で
生
計
を
立
て
、
父
親
の
い
な
い
娘
を

産
み
、そ
の
娘
も
ま
た
父
親
の
い
な
い
娘
を
産
む
。
ブ
ラ
ッ
ク
・
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
階
級
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
兄
メ
イ
コ
ン
と
は
正
反
対
の
下
層
に

属
す
、い
わ
ば
町
の
「
は
ぐ
れ
者
」
で
あ
る
。
パ
イ
ラ
ト
の
孫
娘
ヘ
イ
ガ
ー

と
ミ
ル
ク
マ
ン
が
、
い
と
こ
同
士
で
恋
愛
関
係
に
な
り
、
や
が
て
破
綻
す

る
物
語
は
こ
の
作
品
の
ま
た
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

パ
イ
ラ
ト
・
デ
ッ
ド
と
メ
イ
コ
ン･

デ
ッ
ド
の
兄
妹
は
、
二
人
と
も
に

生
と
死
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
苗
字
が
「
デ
ッ
ド
（
死
）」
と
な
っ
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た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、奴
隷
解
放
後
に
政
府
の
役
人
が
「
父
親
は
？
」

と
た
ず
ね
「
死
ん
だ
（
デ
ッ
ド
）」
と
答
え
た
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
解
放
奴
隷
の
苗
字
な
ど
当
局
に
と
っ
て
は
何
で
も
よ

く
、
空
欄
を
埋
め
る
文
字
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
構
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ

う
に
生
の
中
で
死
（
デ
ッ
ド
）
を
引
き
ず
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
、「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
一
般
に
、
普
遍
的
な
皮
肉
を
込
め
た
名
前
の
持
ち
主
で

あ
る
。

　

成
人
し
た
二
人
が
体
現
す
る
の
は
、
か
た
や
秩
序
整
っ
た
白
人
の
ア
メ

リ
カ
社
会
で
あ
り
、
か
た
や
無
秩
序
、
無
法
の
黒
人
社
会
で
あ
る
。
パ

イ
ラ
ト
が
私
生
児
を
産
み
、
そ
の
娘
が
私
生
児
を
産
ん
で
い
る
こ
と
は

無
秩
序
の
典
型
で
あ
り
、
そ
の
風
貌
や
身
な
り
も
ま
た
無
秩
序
の
典
型
で

あ
る
。
パ
イ
ラ
ト
は
、「
靴
紐
を
結
ば
ず
、
毛
糸
の
帽
子
を
目
深
に
被
り
、

馬
鹿
げ
た
耳
飾
り
を
ぶ
ら
さ
げ
、
む
か
つ
く
臭
い
を
ふ
ん
ぷ
ん
と
さ
せ

て
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
19
│
20
）、
天
下
の
公
道
で
歌
を
う
た
う
。「
わ

け
の
わ
か
ら
な
い
奇
態
な
格
好
、
最
悪
な
の
は
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
髪
の

毛
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
20
）
で
、「
品
の
な
い
街
の
女
だ
！
」（『
ソ
ロ
モ

ン
の
歌
』、
20
）
と
兄
の
メ
イ
コ
ン
に
と
っ
て
は
耐
え
が
た
く
許
し
難
い
妹

の
存
在
で
あ
る
。

　

白
人
の
価
値
観
に
支
配
さ
れ
た
秩
序
あ
る
社
会
に
暮
ら
し
、
そ
れ
が
最

高
で
唯
一
の
生
き
か
た
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
メ
イ
コ
ン
は
、
豊
か
な
暮

ら
し
を
追
求
す
る
ア
メ
リ
カ
的
物
質
主
義
の
権
化
で
あ
る
。

　
ノ
ッ
ト
・
ド
ク
タ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
（
無
医
通
り
）
に
大
き
な
家
を
構
え
、

金
銭
的
に
豊
か
な
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
が
、
人
間
的
な
愛
情
豊
か
な
家

庭
を
築
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
メ
イ
コ
ン
が
そ
れ
こ
そ
生
だ
と
見
な
す

も
の
が
、
実
は
死
で
あ
り
、
死
と
み
な
す
も
の
が
、
実
は
生
な
の
で
あ
る
。

メ
イ
コ
ン
は
資
本
主
義
社
会
を
体
現
し
、
パ
イ
ラ
ト
は
そ
の
落
ち
こ
ぼ
れ

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
両
者
は
対
照
的
な
存
在
と
し
て
登
場
し
て
く
る
が
、
一
日

の
あ
る
時
間
帯
に
メ
イ
コ
ン
は
、
一
瞬
、
自
分
の
立
場
に
疑
問
を
抱
く
と

き
が
あ
る
。
そ
れ
は
た
そ
が
れ
ど
き
で
あ
る
。

　

自
分
が
所
有
す
る
家
屋
の
連
な
り
が
、
頭
巾
を
被
り
目
だ
け
を
出
し
た

幽
霊
の
よ
う
に
映
る
、
こ
の
時
間
帯
が
メ
イ
コ
ン
は
嫌
い
だ
っ
た
。
誇
り

に
思
っ
て
い
る
所
有
物
が
、
ま
る
で
白
頭
巾
を
被
っ
た
ク
ー･

ク
ラ
ッ
ク

ス
・
ク
ラ
ン
の
よ
う
に
映
る
の
だ
ろ
う
か
。
昼
間
に
は
自
分
の
存
在
を

確
立
し
て
く
れ
る
も
の
が
、
夕
方
に
な
る
と
違
う
様
相
を
呈
し
て
く
る
。

自
分
の
所
有
す
る
家
作
が
連
帯
し
て
自
分
を
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」（『
ソ

ロ
モ
ン
の
歌
』、
27
）
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
、
孤
独
感
を
つ
の
ら
せ
る
。
そ

の
よ
う
な
と
き
メ
イ
コ
ン
が
向
か
う
の
は
、
妹
パ
イ
ラ
ト
の
家
だ
っ
た
。

ダ
ー
リ
ン
グ･

ス
ト
リ
ー
ト
（
愛
し
い
者
通
り
）
に
あ
る
パ
イ
ラ
ト
の
平

屋
の
小
さ
な
家
は
、
電
気
も
水
道
も
な
く
、
四
本
の
大
き
な
松
に
囲
ま
れ

て
い
る
。
そ
っ
と
近
づ
き
な
が
ら
メ
イ
コ
ン
は
、
三
人
の
女
た
ち
が
歌
う

メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聞
く
。

　

自
分
の
家
庭
に
は
歌
が
な
い
。
家
族
と
の
対
話
は
命
令
か
批
判
の
言
葉

に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
メ
イ
コ
ン
は
そ
の
欠
落
を
感
じ
る
と
き
が
あ
り
、

そ
れ
を
補
っ
て
く
れ
る
の
は
、
日
頃
、
自
分
が
批
判
し
排
除
し
て
い
る
妹

の
存
在
で
あ
る
。「
パ
イ
ラ
ト
の
力
強
い
コ
ン
ト
ラ
ル
ト
、
そ
れ
を
強
調

す
る
リ
ー
バ
の
鋭
い
ソ
プ
ラ
ノ
、
ヘ
イ
ガ
ー
の
穏
や
か
な
声
」（『
ソ
ロ
モ

ン
の
歌
』、
29
）
を
聞
い
て
、
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
外
か
ら
静
か
に
見
つ
め

て
い
る
メ
イ
コ
ン
は
、「
記
憶
と
音
楽
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
30
）
に
よ
っ

て
、
心
が
ほ
ぐ
れ
て
い
く
。
歌
っ
て
い
る
パ
イ
ラ
ト
の
顔
は
、「
仮
面
の

よ
う
だ
っ
た
。
感
情
や
苦
難
が
す
べ
て
表
情
か
ら
消
え
去
り
、
そ
の
声
の

中
に
入
っ
て
い
た
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
30
）
と
形
容
さ
れ
る
。
身
体
的
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な
顔
は
意
味
を
持
た
な
く
な
り
、
人
間
の
す
べ
て
の
感
情
が
「
声
」
に
凝

縮
さ
れ
る
。

　

こ
の
場
面
は
、
メ
イ
コ
ン
・
デ
ッ
ド
の
隠
れ
た
心
情
が
表
れ
た
箇
所
で

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
社
会
で
成
功
し
よ
う
と
努
力
し
、
黒
人
相

手
の
不
動
産
業
で
冷
徹
な
資
本
家
に
な
っ
て
い
る
メ
イ
コ
ン
が
、
秩
序
・

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
価
値
観
・
物
質
的
繁
栄
で
は
心
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と

を
告
白
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
欠
落
を
補
っ
て
く
れ
る
の

が
、
パ
イ
ラ
ト
と
そ
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
題
名
が
『
ソ
ロ
モ
ン
の

歌
』
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
結
び
の
場
面
で
も
歌
が
意
味
を
持
っ
て
く
る

の
だ
が
、
メ
イ
コ
ン･

デ
ッ
ド
が
昼
間
の
日
常
を
離
れ
た
と
き
に
懇
望
す

る
の
は
、
無
秩
序
で
街
の
女
の
よ
う
な
妹
パ
イ
ラ
ト
の
歌
だ
っ
た
。

　

パ
イ
ラ
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
治
癒
の
力
を
備
え
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
イ
コ
ン･

デ
ッ
ド
は
息
子
ミ
ル
ク
マ
ン
に
、
パ
イ

ラ
ト
の
家
に
近
づ
く
な
と
命
令
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
パ
イ
ラ
ト
は

蛇
だ
か
ら
だ
と
い
う
。「
蛇
の
よ
う
に
お
前
を
魅
惑
す
る
力
が
あ
る
。
だ

が
蛇
に
変
わ
り
は
な
い
ん
だ
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
54
）
と
言
い
な
が
ら
、

メ
イ
コ
ン
は
蛇
の
逸
話
を
息
子
に
語
る
。

　

小
さ
な
蛇
が
傷
を
負
い
血
を
流
し
て
い
る
の
を
見
て
、
家
に
連
れ
戻

り
、
自
分
と
同
じ
食
事
を
与
え
、
介
抱
し
て
や
っ
た
男
は
、
大
き
く
成
長

し
た
毒
蛇
に
噛
ま
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
話
で
あ
る
。
お
前
の
命
を
助
け
て

や
っ
た
の
に
俺
を
噛
む
と
は
、
と
問
う
男
に
向
か
っ
て
蛇
は
、「
だ
っ
て

私
が
蛇
だ
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、

55
）
と
答
え
る
。

　

ミ
ル
ク
マ
ン
に
は
父
親
の
喩
え
話
が
理
解
で
き
な
い
。

　

聖
書
の
楽
園
喪
失
の
蛇
の
よ
う
に
、
パ
イ
ラ
ト
は
純
粋
無
垢
な
人
間
を

誘
惑
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
お
そ
ら
く
メ
イ
コ
ン
は
信
じ
て
い
る
。
パ

イ
ラ
ト
の
存
在
は
、
そ
の
魅
惑
的
な
歌
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
入
り
込
め
ば

ア
メ
リ
カ
社
会
の
脱
落
者
に
な
っ
て
し
ま
う
磁
力
を
備
え
て
い
る
。
蛇
と

人
間
は
い
く
ら
親
し
く
な
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
種
が
違
う
の
で
あ
り
、
蛇

に
人
間
性
を
期
待
し
て
は
い
け
な
い
。
パ
イ
ラ
ト
は
パ
イ
ラ
ト
で
あ
り
、

い
く
ら
親
し
く
な
り
、
面
倒
を
見
て
や
っ
て
も
そ
の
生
き
か
た
を
変
え
る

わ
け
で
は
な
い
。
魅
惑
的
で
あ
っ
て
も
、
家
の
外
か
ら
歌
を
聞
く
だ
け
に

と
ど
め
、
そ
の
中
へ
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
お
そ
ら
く
メ
イ
コ
ン
は
蛇
の

話
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
人
生
は
白
人
の
ア
メ
リ
カ

社
会
で
の
成
功
で
あ
り
、
世
間
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
メ
イ
コ
ン

は
固
く
信
じ
て
い
る
。

　

だ
が
い
っ
ぽ
う
で
蛇
の
話
は
、
人
間
の
傲
慢
さ
を
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
蛇
の
本
性
を
抹
殺
し
、
友
人
関
係
に
な
ろ
う
と
願
う
の
は
人
間

の
傲
慢
さ
で
し
か
な
い
。
命
の
恩
人
で
あ
っ
て
も
、
蛇
は
十
分
に
力
を
備

え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
毒
性
を
発
揮
す
る
の
が
本
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
蛇

と
し
て
の
生
き
か
た
で
あ
る
。
個
人
の
特
質
を
否
定
し
、
統
一
さ
れ
た
価

値
観
で
縛
ろ
う
と
す
る
メ
イ
コ
ン
の
人
生
は
、
メ
イ
コ
ン
に
と
っ
て
は
な

じ
む
も
の
で
も
、
な
じ
ま
な
い
人
間
が
い
る
こ
と
を
メ
イ
コ
ン
は
理
解
し

て
い
な
い
。
秩
序
と
成
功
を
人
生
の
目
標
と
す
る
メ
イ
コ
ン
は
、「
物
を

所
有
す
る
こ
と
。
そ
し
て
所
有
し
た
物
に
ま
た
別
の
物
を
所
有
さ
せ
る
こ

と
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
55
）
と
い
う
資
本
主
義
の
「
極
意
」
を
息
子
に

教
え
込
も
う
と
す
る
が
、
息
子
は
父
親
の
よ
う
に
反
応
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。　

　

一
四
歳
に
な
っ
た
ミ
ル
ク
マ
ン
は
、
自
分
の
片
足
が
半
イ
ン
チ
、
一
方

よ
り
短
い
こ
と
に
気
づ
く
。「
完
璧
な
」
自
分
の
父
親
と
は
違
っ
て
、
パ

イ
ラ
ト
と
同
じ
よ
う
に
ミ
ル
ク
マ
ン
も
身
体
的
欠
落
を
抱
え
て
い
る
。
い

わ
ば
パ
イ
ラ
ト
と
「
共
感
関
係
（
ラ
ポ
ー
ル
）」
に
あ
り
、
メ
イ
コ
ン
の
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秩
序
と
パ
イ
ラ
ト
の
無
秩
序
の
両
方
の
要
素
を
内
包
す
る
人
物
で
あ
る
。

　

パ
イ
ラ
ト
は
町
外
れ
に
暮
ら
し
、
世
間
で
認
知
さ
れ
な
い
密
造
酒
造
り

に
精
を
出
し
、
社
会
的
礼
儀
作
法
の
欠
落
し
た
人
物
で
は
あ
る
が
、
作
者

は
パ
イ
ラ
ト
を
無
関
心
や
非
情
の
人
間
に
は
描
い
て
い
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、「
パ
イ
ラ
ト
は
大
地
（
ア
ー
ス
）
で
す
」（
ケ
ー
ネ
ン
、
76
）
と
、

ア
ン
ネ
・
ケ
ー
ネ
ン
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
モ
リ
ス
ン
は
説
明
し
て
い

る
。
臍
の
な
い
パ
イ
ラ
ト
を
「
大
地
」
そ
の
も
の
に
喩
え
る
モ
リ
ス
ン
は
、

神
話
に
登
場
す
る
豊
穣
の
女
神
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
身
体
的
特
徴
を

与
え
な
が
ら
、
な
お
そ
の
身
体
的
欠
落
を
、
し
か
も
臍
が
な
い
と
い
う
根

源
的
欠
落
を
抱
え
る
パ
イ
ラ
ト
を
、「
大
地
」
の
表
象
に
す
る
。

　

結
び
に
お
け
る
パ
イ
ラ
ト
の
死
に
つ
い
て
ネ
リ
ー
・
マ
ッ
ケ
イ
に
質
問

さ
れ
た
モ
リ
ス
ン
は
、「
パ
イ
ラ
ト
は
生
を
超
越
し
て
い
る
存
在
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
決
し
て
死
な
な
い
の
で
す
。
と
に
か
く
パ
イ
ラ
ト
は
産
み

出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
自
分
で
生
ま
れ
た
の
で
す
。
で
す

か
ら
パ
イ
ラ
ト
の
生
死
は
重
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
マ
ッ
ケ
イ
、
146
）
と

答
え
て
い
る
。
パ
イ
ラ
ト
は
誕
生
し
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
「
存
在
し

て
い
た
」
の
で
あ
り
、
周
縁
に
住
む
が
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る

こ
と
が
許
さ
れ
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
生
死
に
関
わ
ら
ず
、
常
に
現
在
形

で
存
在
し
て
い
る
。
モ
リ
ス
ン
は
、
パ
イ
ラ
ト
を
「
世
界
中
で
も
っ
と
も

年
老
い
た
黒
人
の
女
で
、
母
親
の
中
の
母
親
」（「
メ
モ
リ
ー
」、
387
）
で
あ

る
と
も
書
い
て
い
る
。

　

臍
が
な
い
た
め
に
男
た
ち
と
の
性
的
関
係
を
十
分
に
保
つ
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
パ
イ
ラ
ト
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
性
差
を
越
え
て
「
存
在
し
て

い
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
パ
イ
ラ
ト
は
、
男
か
ら
も

女
か
ら
も
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
こ
の
世
を
越
え
て

「
大
地
」
を
表
し
、「
母
親
の
中
の
母
親
」
と
い
う
神
話
的
存
在
に
な
っ
て

い
る
。
マ
ー
ク
・
コ
ナ
ー
は
、
パ
イ
ラ
ト
の
超
越
性
を
、「
あ
る
状
態
か

ら
別
の
状
態
へ
、
人
間
領
域
か
ら
人
間
外
領
域
へ
閾
を
越
え
て
変
容
を
促

す
文
学
的
媒
体
」（
コ
ナ
ー
、
62
）
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

　

一
般
的
な
豊
穣
の
女
神
で
あ
れ
ば
、
多
数
の
乳
房
に
表
象
さ
れ
る
ア
ル

テ
ミ
ス
の
よ
う
に
、
身
体
的
欠
落
で
は
な
く
身
体
部
位
の
増
殖
・
多
数
化

が
強
調
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
パ
イ
ラ
ト
は
、
人
々
を
保
護
し
養
う
存
在
で

あ
り
な
が
ら
、
か
え
っ
て
身
体
的
欠
陥
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
作
者
の
そ

の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
パ
イ
ラ
ト
が
時
間
的
に
超
越
し
た「
存
在
・

あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』
の
主
人
公
ミ
ル
ク
マ
ン
・
デ
ッ

ド
の
成
長
と
精
神
形
成
に
、
最
後
ま
で
深
く
関
わ
る
こ
と
を
記
憶
し
な
が

ら
、
パ
イ
ラ
ト
の
意
味
を
広
い
視
点
か
ら
捉
え
た
い
。

　
「
大
き
な
黒
い
木
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
38
）
に
喩
え
ら
れ
る
パ
イ
ラ

ト
は
、「
母
親
の
中
の
母
親
」
で
あ
り
、
黒
人
社
会
の
黒
い
命
の
木
の
象

徴
で
あ
る
。
そ
の
名
前
の
最
初
の
文
字
が
大
木
の
よ
う
で
、
小
さ
な
木
々

を
保
護
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
、
文
盲
の
父
親
の
名
前
の
選
択

理
由
と
も
一
致
し
て
、
い
わ
ば
パ
イ
ラ
ト
は
、
黒
人
の
命
の
木
＝
系
図
を

ひ
と
り
で
担
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
J
・
ブ
ル
ッ

ク
ス
・
ブ
ー
ソ
ン
は
、
パ
イ
ラ
ト
の
身
体
的
欠
落
を
パ
イ
ラ
ト
の
誕
生
に

関
わ
る
ト
ラ
ウ
マ
、
母
親
不
在
の
ト
ラ
ウ
マ
と
見
な
し
、
そ
れ
は
「
黒
人

の
生
き
延
び
る
闘
い
」（
ブ
ー
ソ
ン
、
86
）
を
連
想
さ
せ
る
「
ひ
そ
か
な
政

治
的
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
」 （
ブ
ー
ソ
ン
、
86
）
で
あ
る
と
言
う
。
ブ
ー
ソ
ン

は
、
パ
イ
ラ
ト
が
最
終
的
に
は
勝
利
し
、「
解
放
さ
れ
、
力
を
身
に
つ
け
る
」

（
ブ
ー
ソ
ン
、
87
）
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。

　

パ
イ
ラ
ト
は
そ
も
そ
も
臍
の
な
い
こ
と
を
何
と
も
感
じ
て
い
な
か
っ

た
。
男
た
ち
か
ら
指
摘
さ
れ
る
ま
で
、
ま
た
畑
仕
事
の
仲
間
の
女
か
ら
、
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問
い
詰
め
ら
れ
、
お
腹
を
見
せ
ろ
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
パ
イ
ラ
ト

自
身
に
恥
の
感
覚
は
生
じ
な
か
っ
た
。「
あ
ん
た
の
お
臍
は
ど
こ
に
あ
る

の
」
と
聞
か
れ
て
も
、「
お
臍
っ
て
何
さ
？
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
143
）、

「
何
の
た
め
に
あ
ん
の
？
」（『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
』、
144
）
と
聞
き
返
す
ほ
ど
、

一
五
歳
の
パ
イ
ラ
ト
は
「
自
己
創
造
的
」
人
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
強
調
さ
れ
る
の
は
パ
イ
ラ
ト
の
恥
の
意
識
で
は
な
く
、
周
囲
の
人
間
が

身
体
的
欠
落
を
持
っ
た
人
間
へ
抱
く
違
和
感
で
あ
り
、
居
心
地
の
悪
さ
で

あ
る
。
今
日
か
ぎ
り
パ
イ
ラ
ト
に
立
ち
去
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
、
畑
仕
事

の
仲
間
た
ち
の
ほ
う
が
恥
の
意
識
を
抱
き
、
目
を
伏
せ
る
。

　

こ
の
出
来
事
が
あ
っ
て
か
ら
、
た
し
か
に
パ
イ
ラ
ト
は
男
と
関
係
を

持
っ
て
も
、
臍
の
不
在
が
発
見
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
。
結
婚
の
申
し

出
が
あ
り
、
女
に
と
っ
て
結
婚
申
し
込
み
ほ
ど
誇
ら
し
い
こ
と
は
な
い
、

と
信
じ
て
い
る
世
間
が
不
思
議
が
っ
て
も
、
一
生
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
、
決
し
て
申
し
出
を
受
け
入
れ
な
い
。
そ
れ
は
悲
し
み
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
が
、
パ
イ
ラ
ト
の
身
体
的
欠
落
を
恥
じ
る
気
持
ち
が
、
パ
イ
ラ

ト
を
「
反
抗
的
恥
知
ら
ず
」（
ブ
ー
ソ
ン
、
86
）
に
し
た
の
だ
と
い
う
ブ
ー

ソ
ン
の
主
張
は
首
肯
し
が
た
い
。
自
己
創
造
的
パ
イ
ラ
ト
は
、
結
婚
を
女

の
人
生
の
最
上
の
出
来
事
と
見
な
す
、
社
会
の
規
範
や
身
体
的
完
全
性
を

超
越
し
た
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
。
英
語
の
「aloof

（
超
然
と
し
た
）」

と
い
う
形
容
詞
が
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
。
自
分
が
生
き
る
こ
と
、
自

分
の
命
に
対
し
て
責
任
は
持
つ
が
、
他
人
の
価
値
観
に
よ
っ
て
自
分
の
生

活
行
動
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
何
か
に
標
的
を
定
め
た
「
反
抗
」

を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
パ
イ
ラ
ト
は
そ
も
そ
も
自
己
創
造
的
に
生
ま

れ
出
て
き
た
の
で
あ
り
、
モ
リ
ス
ン
は
パ
イ
ラ
ト
に
と
り
生
死
は
重
要
で

は
な
い
と
語
っ
て
い
る
（
テ
イ
ラ
ー
＝
ガ
ス
リ
ー
、
146
─
147
）。

　

臍
の
欠
落
は
普
通
の
人
間
を
超
越
し
て
、「
ア
ル
ー
フ
」
で
い
る
こ
と

で
あ
り
、
神
の
存
在
に
近
い
と
こ
ろ
へ
パ
イ
ラ
ト
を
置
く
。
そ
れ
は
「
ひ

そ
か
な
政
治
的
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
」
で
あ
る
と
い
う
ブ
ー
ソ
ン
の
主
張

は
、
恥
の
視
点
か
ら
解
釈
す
る
ブ
ー
ソ
ン
と
は
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
同

意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
特
異
な
人
間
を
創
造
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
作
者
モ
リ
ス
ン
は
、
特
異
な
政
治
的
制
度
に
つ
い
て
批
判
的
に

語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
奴
隷
制
度
に
対
す
る
政
治
的
ス
テ
ー
ト
メ
ン

ト
で
あ
る
。

　
　８

．
　

ル
ネ
サ
ン
ス
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
復
権
を
求
め
た
時
代
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
近
代
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
の
人
間
性
復
興
に
逆
行
す
る
制

度
で
あ
る
奴
隷
制
度
が
、
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
施
行

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。
と
り

わ
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
近
代
に
お
い
て
築
か
れ
、
自
由
と
民
主
主
義
を

標
榜
し
て
成
立
し
た
国
家
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
意
味
は
大

き
い
。

　

ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ク
ラ
メ
ル
は
、
奴
隷
制
度
を
「
怪
物
的
で
お
ぞ
ま

し
い
邪
悪
行
為
」
と
呼
び
、
そ
の
よ
う
な
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
か
ら
も
長

ら
く
生
き
延
び
る
と
語
っ
た
。
今
日
の
作
家
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
が
、
創
造

活
動
の
中
で
追
い
求
め
て
い
る
の
は
、
決
し
て
化
石
に
は
な
ら
な
い
奴
隷

制
度
、
死
滅
し
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
な
お
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の

歴
史
的
集
合
的
意
識
の
中
か
ら
消
え
な
い
奴
隷
制
度
を
語
り
続
け
る
こ

と
で
あ
る
。
奴
隷
制
度
と
い
う
暴
力
を
、
そ
れ
に
よ
る
精
神
的･

身
体
的

苦
痛
を
、
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
モ
リ
ス
ン
は
、
登
場
人
物
の
身
体
的
欠
落
を

描
き
込
む
。
イ
レ
イ
ン
・
ス
カ
ー
リ
ー
は
『
痛
み
の
身
体
』（
一
九
八
五
）

で
拷
問
の
意
味
を
論
じ
、「
拷
問
す
る
人
間
の
目
的
は
、
身
体
を
破
壊
す

る
こ
と
で
、
断
固
と
し
て
圧
倒
的
壊
滅
的
に
身
体
を
現
在
さ
せ
、
も
う
一

方
の
も
の
で
あ
る
声
を
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
在
に
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
」（
ス
カ
ー
リ
ー
、
49
）
と
述
べ
て
い
る
。
欠
落
は
逆
説
的

な
存
在
で
あ
り
、
身
体
的
欠
落
（m

utilation

＝
文
書
毀
損
）
は
、
欠
落

に
よ
っ
て
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
効
果
が
あ
る
。
エ
ヴ
ァ
の
片
脚
切
断
は
、

常
に
経
済
制
度
・
資
本
主
義
制
度
の
歪
み
を
暗
示
し
、
エ
ヴ
ァ
が
生
き
て

い
る
か
ぎ
り
、
忘
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
ピ
ー
ス
」
が
訪
れ
る
の
は

墓
場
の
場
面
の
み
で
あ
る
。
セ
サ
の
背
中
の
木
は
、花
開
く
の
で
は
な
く
、

奴
隷
制
度
と
い
う
一
方
的
暴
力
を
記
憶
す
る
身
体
の
傷
で
あ
る
。
パ
イ
ラ

ト
の
臍
の
欠
落
は
、
父
祖
の
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
ひ
と
り
生
き
延
び
る

術
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
奴
隷
の
宿
命
を
象
徴
的
に
物
語

る
。

　

身
体
的
欠
落
が
な
い
よ
う
に
映
る
若
い
女
が
出
現
す
る
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』

は
、「
新
し
い
肌
は
皺
も
な
く
な
め
ら
か
」（『
ビ
ラ
ヴ
ド
』、
50
）
だ
っ
た

と
、
若
い
女
の
肌
が
赤
ん
坊
の
よ
う
に
完
璧
な
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
一
頁
あ
と
に
は
、「
そ
の
肌
に
は
欠
陥
が
な
か
っ
た
が
、
た
だ
額

に
縦
三
本
の
引
っ
か
き
傷
が
あ
っ
た
」（『
ビ
ラ
ヴ
ド
』、
51
）
と
記
さ
れ
、

そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
細
く
か
す
か
な
の
で
、
ま
る
で
赤
ん
坊
の
産
毛
の
よ

う
だ
っ
た
と
形
容
さ
れ
る
。「
や
が
て
繁
茂
し
て
黒
い
紡
ぎ
糸
の
か
た
ま

り
に
な
る
」（『
ビ
ラ
ヴ
ド
』、51
）
赤
ん
坊
の
産
毛
と
喩
え
ら
れ
る
箇
所
は
、

見
逃
し
て
し
ま
う
ほ
ど
さ
り
げ
な
い
記
述
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
赤
ん
坊

の
産
毛
で
は
な
く
傷
で
あ
り
、「
や
が
て
繁
茂
し
て
黒
い
紡
ぎ
糸
の
か
た

ま
り
に
な
る
」
傷
で
あ
る
と
い
う
物
語
の
展
開
を
暗
示
し
、
見
逃
す
こ
と

の
で
き
な
い
き
わ
め
て
重
要
な
描
写
で
あ
る
。
身
体
的
な
傷
こ
そ
、
こ
の

作
品
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
お
け
る
身
体
的
欠
落

に
関
し
て
は
、
別
に
論
じ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
論
考
で
は
「
新
し
い
肌
」

と
「
産
毛
の
よ
う
な
傷
」
と
い
う
描
写
の
象
徴
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど

め
る
。

　

そ
れ
で
は
奴
隷
制
度
に
よ
る
傷
、
そ
の
苦
痛
を
、
い
わ
ば
「
サ
バ
ル
タ

ン
」
で
あ
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
は
い
か
に
語
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。

　

奴
隷
制
度
と
い
う
人
間
性
を
認
め
な
い
究
極
的
暴
力
を
語
り
尽
く
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
具
体
的
な
痛
み
で
あ
る
身
体
的
苦
痛
で
さ
え
、
常
に

痛
み
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
痛
み
を
別
の
何
か
で
表
現
す
る
よ
り
ほ
か
な

い
。
痛
み
と
は
、「
た
と
え
ば
」、「
の
よ
う
な
」
と
い
う
表
現
し
か
で
き

な
い
。「
采
振
木
」
の
よ
う
な
形
象
の
み
み
ず
ば
れ
は
、そ
の
喩
え
に
よ
っ

て
想
像
す
る
し
か
な
い
。
モ
リ
ス
ン
は
、
身
体
的
欠
落
に
よ
る
痛
み
を
言

葉
で
描
き
出
さ
な
い
。
身
体
的
欠
落
と
い
う
具
体
的
事
実
を
淡
々
と
述
べ

る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
第
一
作
の『
青
い
目
が
ほ
し
い
』の
、「
ね

え
、
ね
え
、
秘
密
の
こ
と
な
ん
だ
け
れ
ど
ね
（
そ
っ
と
し
て
お
い
た
の
だ

け
れ
ど
）」（『
青
い
目
が
ほ
し
い
』、
9
）
と
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
の
花
が
咲
か

な
か
っ
た
こ
と
を
打
ち
明
け
る
、
印
象
的
な
出
だ
し
の
文
句
に
よ
っ
て
も

象
徴
さ
れ
る
。

　

奴
隷
制
度
と
い
う
暴
力
に
よ
る
痛
み
は
、
言
語
の
可
能
性
に
挑
戦
す

る
。
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
そ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

言
語
の
可
能
性
に
挑
戦
し
、
慣
習
的
な
言
葉
や
表
現
形
態
を
積
極
的
に
破

壊
し
、
そ
の
う
え
で
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
歴
史
的
苦
痛
を
表
そ
う
と

す
る
。
名
称
の
特
異
性
、
ハ
イ
フ
ン
で
つ
な
が
れ
た
累
積
的
形
容
詞
、
独
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創
的
で
難
解
な
隠
喩
な
ど
、
モ
リ
ス
ン
の
文
体
に
見
ら
れ
る
特
質
は
、
す

べ
て
言
語
の
破
壊
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
た
な
構
築
で
あ
り
、
そ
れ
は
人

類
史
上
、
特
異
な
体
験
を
し
て
き
た
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
を
描
き
出
す

手
段
の
一
つ
で
あ
る
。

　

言
語
へ
の
挑
戦
は
、
ア
ミ
リ･

バ
ラ
カ
が
、
戯
曲
『
奴
隷
船

│
歴
史

的
見
世
物
』（
一
九
六
七
）
で
試
み
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
新
世

界
ア
メ
リ
カ
へ
運
搬
さ
れ
る
奴
隷
船
の
中
で
聞
こ
え
る
の
は
、
明
瞭
な
言

葉
に
な
ら
な
い
呻
き
声
で
あ
る
。

　

舞
台
は
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
沿
岸
、
奴
隷
船
の
中
で
あ
る
。「
声
１
」
が

発
す
る
、「
オ
ー
ケ
ー
、
出
発
！
積
荷
は
満
載
。
西
へ
向
か
う
ぞ
！
西
へ
。

（
大
き
な
笑
い
声
が
続
く
）
西
へ
黒
い
黄
金
だ
。
船
は
満
杯
！
」
と
い
う

言
葉
が
聞
こ
え
て
来
る
。「
声
１
」
と
「
声
２
」
の
や
り
取
り
で
、
ア
フ

リ
カ
で
捕
獲
し
た
黒
人
を
こ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
運
搬
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ア
フ
リ
カ
の
太
鼓
が
響
く
薄
暗
い
舞
台
で
は
、
さ

さ
や
き
声
が
聞
こ
え
る
の
み
。「
神
様
、
俺
た
ち
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
い

る
ん
だ
ろ
う
」（
バ
ラ
カ
、133
）。
男
た
ち
の
声
は
言
葉
に
な
っ
て
い
る
が
、

女
や
子
供
た
ち
の
声
は
言
葉
に
な
ら
な
い
呻
き
で
あ
る
。

　
「
オ
ー
オ
ー
オ
ー
オ
ー
、
オ
バ
タ
ラ
！
」、「
シ
ャ
ン
ゴ
！
」、「
オ
ー
オ
ー

オ
ー
オ
ー
、
オ
バ
タ
ラ
！
」、「
ア
ー
ア
ー
ア
ー
イ
ー
イ
ー
イ
ー
イ
ー
」、

「
ア
ー
ア
ー
ア
ー
イ
ー
イ
ー
」
と
女
た
ち
は
神
に
向
か
っ
て
詠
唱
し
、
呻

い
て
い
る
。
捕
獲
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
人
は
、
船
底
に
自
分
の
「
場
所
」
を

見
出
そ
う
と
転
げ
な
が
ら
呻
き
続
け
る
。
そ
し
て
「
叫
び
声
、
唸
り
声
、

甲
高
い
声
、
歌
な
ど
」
の
音
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
意
志
」
が
表
現

さ
れ
る
と
、
バ
ラ
カ
は
ト
書
き
に
記
し
て
い
る
（
バ
ラ
カ
、
134
）。

　

中
間
航
路
と
呼
ば
れ
た
ア
フ
リ
カ
と
新
世
界
を
結
ぶ
奴
隷
船
の
軌
跡

は
、
ア
フ
リ
カ
人
が
奴
隷
に
変
容
す
る
航
海
だ
っ
た
。
バ
ラ
カ
は
、
か
れ

ら
奴
隷
た
ち
の
、
身
体
的
・
精
神
的
苦
痛
を
具
体
的
な
言
葉
で
表
す
こ
と

は
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
「
呻
き
声
」
に
よ
っ
て
衝
撃
的
に
、
ま
た
抽
象

的
に
表
そ
う
と
す
る
。
人
間
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
意
味
不
明
の
音
の
つ

ら
な
り
こ
そ
、
言
葉
の
具
体
性
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
究
極
的
な
苦
痛
の
表

現
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

　

奴
隷
に
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
人
の
、
言
葉
で
は
な
く
声
が
子
孫
へ
伝
達
さ

れ
、
強
い
自
己
意
識
を
呼
び
起
こ
す
場
面
が
登
場
す
る
の
は
、
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
中
間
航
路
』（
一
九
九
〇
）
で
あ
る
。

　

主
人
公
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ル
フ
ー
ン
は
自
由
民
に
な
っ
た
ば
か
り
の

黒
人
男
だ
っ
た
が
、
女
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
密
航
す
る
。
と
こ
ろ
が
あ
ろ

う
こ
と
か
奴
隷
船
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
し
ま
う
。
奴
隷
船
の
積
荷
の
中
に
は

奇
妙
な
箱
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
の
は
、
逃
亡
し
て
射
殺
さ

れ
た
自
分
の
父
親
そ
っ
く
り
の
、
ア
フ
リ
カ
の
部
族
ア
ル
ム
セ
リ
の
神
像

だ
っ
た
。
ア
ル
ム
セ
リ
の
神
は
千
変
万
化
す
る
危
険
な
神
で
、
父
親
の
似

姿
に
な
っ
て
物
語
の
結
び
近
く
で
現
れ
て
く
る
。

　

奴
隷
だ
っ
た
父
親
は
白
人
の
農
場
か
ら
馬
に
乗
っ
て
逃
亡
を
企
て

た
が
、
遠
出
を
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
父
親
は
、
す
ぐ
に
道
に
迷
い
、

捕
ま
っ
て
し
ま
う
。
一
発
の
弾
丸
が
左
目
か
ら
右
耳
に
抜
け
て
、
二
八

歳
だ
っ
た
父
親
は
即
死
す
る
。
そ
の
死
に
ぎ
わ
に
父
親
は
声
を
振
り

絞
り
、
そ
の
声
が
横
風
に
乗
っ
て
成
長
し
た
息
子
の
耳
に
届
い
て
く

る
。「
何
千
も
の
静
か
な
声
を
乗
せ
た
風
に
な
っ
て
、
じ
ゃ
ら
じ
ゃ
ら

と
騒
々
し
い
俺
の
感
覚
を
吹
き
上
げ
、
お
や
じ
の
最
後
の
弱
々
し
い
一

語
だ
っ
た
も
の
が
、
多
数
の
声
の
な
か
で
モ
ザ
イ
ク
模
様
を
織
り
な

す
声
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
つ
の
声
が
も
う
一
つ
の
声
に
入
り
込
み
、
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ど
れ
も
お
や
じ
の
声
で
は
な
い
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
ど
れ
も
お
や
じ

の
声
に
な
っ
て
く
る
」（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、171
）と
い
う
父
親
の
声
の
偏
在
は
、

射
殺
さ
れ
た
逃
亡
奴
隷
が
残
す
子
孫
へ
の
遺
産
で
あ
る
。
そ
の
叫
び

声
は
言
葉
に
な
ら
な
い
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
奴
隷
の
悲
し
み
を
伝
え
る
。

そ
し
て
父
親
の
強
い
意
志
は
、息
も
絶
え
絶
え
に
な
り
な
が
ら
「
叫
び
」

を
残
す
。
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
、「
お
や
じ
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
い
る
よ

う
だ
っ
た
。
お
や
じ
と
そ
の
ほ
か
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
人
々
」（
ジ
ョ

ン
ソ
ン
、
171
）
が
い
る
の
を
感
じ
て
い
る
。

　

中
間
航
路
と
い
う
距
離
的
空
間
は
、
ア
フ
リ
カ
人
を
「
ア
メ
リ
カ
化
し

た
ア
フ
リ
カ
人
」
に
し
て
い
く
航
路
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ア
フ
リ
カ
人
の

人
間
性
を
剥
奪
し
、
奴
隷
へ
変
身
さ
せ
る
過
程
で
、
言
葉
は
い
っ
た
ん
失

わ
れ
て
し
ま
う
。「
ア
メ
リ
カ
化
＝
奴
隷
化
」
と
は
言
葉
の
剥
奪
で
あ
り
、

言
葉
の
代
わ
り
に
身
体
欠
落
が
表
現
形
態
に
な
っ
て
い
く
。
キ
ャ
ロ
ル
・

Ｅ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ス
ン
は
、
ド
ラ
ン
・
ハ
バ
ー
ド
を
引
用
し
て
、「
黒
人
の

表
現
は
身
体
と
と
も
に
始
ま
り
終
わ
る
。﹇
略
﹈
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
剥
奪

さ
れ
た
後
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
は
自
分
の
身
体
そ
の
も
の
が
主

要
な
芸
術
的
道
具
に
な
っ
て
い
く
」（
ヘ
ン
ダ
ー
ス
ン
、
69
）
と
身
体
が
と

り
わ
け
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
に
持
つ
意
味
を
指
摘
し
た
。

９
．

　

前
述
し
た
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
身
体
を
「
文
化
的
構
築
物
で

あ
る
と
と
も
に
そ
の
他
者
で
あ
り
、
言
語
が
骨
を
折
っ
て
印
づ
け
る
と
と

も
に
形
体
化
さ
れ
よ
う
と
す
る
言
語
外
の
も
の
」（
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
xiii
）
で

あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。『
共
和
国
を
癒
す
こ
と

│
一
九
世
紀
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
健
康
用
語
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
化
』（
一
九
九
四
）
を

書
い
た
ジ
ョ
ア
ン
・
バ
ー
ビ
ッ
ク
は
、
身
体
部
位
の
中
で
「
脳
・
心
臓
・

神
経
・
目
」
が
特
権
化
さ
れ
る
と
、
特
定
の
社
会
的
価
値
観
が
生
ま
れ
る

と
い
う
主
張
の
も
と
に
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
を
分
析
し

て
い
る
。
詳
細
を
述
べ
る
の
は
こ
の
論
考
の
目
的
で
は
な
い
が
、
そ
の
第

六
章
で
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
『
草
の
葉
』
を
分
析
し
、「『
草
の
葉
』
に

お
け
る
バ
イ
オ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
生･

民
主
主
義
）」
と
い
う
章
題
が
つ

け
ら
れ
た
部
分
は
、
モ
リ
ス
ン
の
身
体
部
位
欠
落
の
暴
力
と
い
う
視
点
か

ら
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

国
民
的
詩
人
と
う
た
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
旗
手
で

あ
っ
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
、「
健
康
用
語
（
ヘ
ル
ス
言
語
）」
を
「
身
体

の
エ
ロ
テ
ィ
ク
ス
」
ヘ
変
換
し
、「
当
時
の
社
会
習
慣
を
超
越
し
て
、
肉

体
の
自
由
を
新
た
に
宣
言
し
た
」（
バ
ー
ビ
ッ
ク
、
115
）、
そ
し
て
バ
イ
オ
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
権
威
へ
の
従
順
で
は
な
く
自
由
を
与
え
、
一
般
男
女

の
「
才
能
」
と
制
度
・
規
範
の
権
威
を
同
等
化
し
た
、
と
バ
ー
ビ
ッ
ク
は

言
う
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
そ
の
詩
集
や
散
文
で
、
男
女
の
自
由
と
平
等
を

訴
え
、
身
体
を
大
ら
か
に
称
え
、「
脳
」
＝
制
度･

規
範
・
権
威
の
首
位
を

転
覆
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
を
高
ら
か
に
う
た
っ
た
。

　

だ
が
こ
こ
で
バ
ー
ビ
ッ
ク
は
、
南
北
戦
争
の
体
験
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

「
太
鼓
の
音
」
の
詩
編
に
注
目
す
る
。

　

看
護
兵
と
し
て
南
北
戦
争
に
参
加
し
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
、
戦
場
の
現

実
に
否
応
な
く
直
面
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
目
撃
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で

楽
観
的
に
歌
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
明
る
い
未
来
で
は
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
聞
い
た
の
は
戦
闘
に
よ
り
傷
つ
い
た
兵
士
の
苦
悶
の
声
で
あ
り
、
目

に
し
た
の
は
壊
疽
を
阻
む
た
め
に
残
酷
に
切
断
さ
れ
る
身
体
の
部
位
で

あ
っ
た
。
野
戦
病
院
や
戦
場
で
行
な
わ
れ
る
当
時
の
外
科
手
術
が
、
麻
酔
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も
使
わ
な
い
残
酷
な
手
術
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
戦
場
の
兵
士
た
ち
の
群
れ
は
、
健
康
的
な
身
体
讃
美
と
は
ほ
ど
遠
い

現
実
の
人
間
の
姿
で
あ
っ
た
。
健
康
的
な
身
体
は
ア
メ
リ
カ
の
理
想
の

姿
、「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」（
バ
ー
ビ
ッ
ク
、129
）
だ
っ
た
が
、

切
断
さ
れ
た
身
体
は
悪
臭
を
放
ち
、「
政
治
的
現
実
」（
バ
ー
ビ
ッ
ク
、
129
）

を
見
せ
つ
け
た
と
バ
ー
ビ
ッ
ク
は
言
う
。

　

バ
ー
ビ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
太
鼓
の
音
」
よ
り
以
前

の
詩
編
で
は
、
病
体
に
は
生
命
力
と
健
康
性
の
特
殊
な
感
覚
が
あ
り
、
そ

れ
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
が
、
戦
争
体
験
の
後
で

は
、「
病
体
は
自
由
の
共
和
国
に
と
っ
て
は
直
接
的
脅
威
」（
バ
ー
ビ
ッ
ク
、

129
）
に
な
っ
た
と
い
う
。
切
断
さ
れ
た
身
体
と
い
う
現
実
は
、
再
生
力
を

感
じ
さ
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
死
に
近
か
っ
た
。
壊
滅
的
な
印
象
す
ら
抱

い
た
の
だ
ろ
う
。

　

国
民
的
詩
人
で
あ
り
、
男
女
の
平
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
を
羅
列
し
カ

タ
ロ
グ
化
し
平
等
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
文

か
ら
、
実
は
、
目
の
前
の
奴
隷
制
度
が
敷
か
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
社
会

で
、
身
体
的
欠
落
を
強
い
ら
れ
た
奴
隷
は
除
か
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
健

康
的
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
建
設
に
参
加
す
る
人
間
群
と
し
て
は
描
か
れ

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
二
〇
世
紀
の
ア
フ
リ
カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
の

詩
人
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
意
識
し
な
が
ら
、

「
俺
だ
っ
て
、ア
メ
リ
カ
を
歌
う
」
と
い
う
短
い
が
、力
強
い
詩
を
書
い
て
、

「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
存
在
を
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。

　

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
描
こ
う
と
し
た
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
ユ
ー
ト
ピ

ア
」
は
、
身
体
強
健
、
身
体
的
部
位
の
欠
落
の
見
ら
れ
な
い
状
況
で
可
能

に
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
「
政
治
的
現
実
」
は
、
戦

場
の
負
傷
し
た
兵
士
た
ち
、
農
場
で
鞭
打
た
れ
、
手
枷
足
枷
を
は
め
ら

れ
、
身
体
的
束
縛
や
欠
落
を
強
い
ら
れ
た
奴
隷
を
含
む
ア
メ
リ
カ
社
会
で

あ
っ
た
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
歌
わ
れ
な
か
っ
た
、
身
体

的
欠
落
の
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
を
含
む
ア
メ
リ
カ

社
会
を
描
き
出
す
の
が
モ
リ
ス
ン
で
あ
る
。
空
疎
で
無
力
な
「
政
治
的

ユ
ー
ト
ピ
ア
」で
は
な
く
、力
強
い「
政
治
的
現
実
」を
描
き
出
す
。「
ホ
ー

ル
ネ
ス
（
健
全
・
全
体
）」
を
享
受
し
て
い
る
と
き
で
は
な
く
、
身
体
的

欠
落
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
こ
そ
、
よ
り
強
力
で
印
象
を
刻
む
表
現
力
が

備
わ
っ
て
く
る
。
ヘ
ン
ダ
ー
ス
ン
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、
そ
の
身
体
的

欠
落
が
よ
り
豊
か
に
「
物
語
る
テ
ク
ス
ト
」（
バ
ー
ビ
ッ
ク
、
155
）
に
な
る

の
で
あ
る
。「
身
体
的
苦
痛
は
常
に
死
を
模
倣
し
、
身
体
的
苦
痛
を
受
け

る
こ
と
は
常
に
擬
似
処
刑
で
あ
る
」（
バ
ー
ビ
ッ
ク
、31
）と
い
う
イ
レ
イ
ン
・

ス
カ
ー
リ
ー
と
は
違
っ
て
、
モ
リ
ス
ン
の
身
体
的
苦
痛
、
身
体
的
欠
落
は

死
に
近
づ
く
の
で
は
な
く
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
に
あ
り
な
が
ら
生
き
延
び

る
力
を
生
み
出
す
。
身
体
的
欠
落
（m

utilated body

）
は
発
声
に
頼
ら
ず

し
て
沈
黙
（m

uteness

）
を
打
ち
負
か
し
、
無
言
の
ま
ま
に
饒
舌
に
語
る

の
で
あ
る
。

　
『
暴
力
論
』
を
著
わ
し
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
は
、
P
・
ド
・
ル
ジ

エ
の
ア
メ
リ
カ
人
論
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
人
に

な
り
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
そ
の
生
活
を
快
楽
と
し
て

で
は
な
く
闘
争
と
し
て
と
ら
え
、﹇
略
﹈
勝
利
を
め
ざ
す
努
力
、
精
力
的

で
効
果
的
な
行
動
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。﹇
略
﹈
ア
メ
リ
カ
人
を

成
功
さ
せ
、
そ
の
タ
イ
プ
を
作
り
上
げ
る
の
は
﹇
原
著
略
﹈
道
徳
的
活
力
、

人
格
的
活
力
、
積
極
的
に
打
っ
て
出
る
活
力
、
創
造
的
活
力
で
あ
る
」（
ソ

レ
ル
、
168
）。
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社
会
の
刷
新
の
た
め
に
は
暴
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
革
命
的
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
誠
実
な
暴
力
を
論
じ
た
ソ
レ
ル
の
引
用
は
牽
強
付
会
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
「
暴
力
」
を
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
社
会
刷

新
の
誠
実
な
力
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
文

学
に
お
け
る
身
体
的
欠
落
と
い
う
「
暴
力
＝
エ
ネ
ル
ギ
ー･

生
命
力
」
は
、 

奴
隷
制
度
と
い
う
消
え
な
い
過
去
を
抱
え
込
ん
だ
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」

の
創
造
的
活
力
を
内
包
し
て
い
る
。「
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
世
界
へ

開
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
」（
ス
ラ
ッ
タ
リ
ー
、
13
）
と
『
傷
つ
い
た
身
体

│
肉
体
の
刻
印
を
記
憶
す
る
』（
二
〇
〇
〇
）
を
書
い
た
デ
ニ
ス
・
パ

ト
リ
ッ
ク
・
ス
ラ
ッ
タ
リ
ー
は
言
っ
て
い
る
。「
身
体
健
全
」
な
確
実
性

の
世
界
か
ら
、
不
確
か
な
両
義
性
の
世
界
へ
目
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
あ

る
い
は
直
線
的
な
行
程
で
は
な
く
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
た
ど
り
、「
見

え
な
い
も
の
、
予
測
で
き
な
い
も
の
」（
ス
ラ
ッ
タ
リ
ー
、
13
）
の
領
域
へ

投
げ
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
「
政
治
的
現
実
」
を
凝
視
す
る
目
は
、
そ
の
登
場

人
物
た
ち
を
グ
ロ
テ
ス
ク
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
な
が
ら
、
身
体
的
欠
落
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
表
出
を
可
能
に
し
て
い
る
。
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１　
漱
石
は
「
佐
幕
派
」
か
？

　

夏
目
漱
石
の
政
治
的
な
立
ち
位
置
を
考
え
る
際
に
、
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
る
も
の
が
〈
佐
幕

│
倒
幕
〉
と
い
う
、
江
戸
時
代
末
期
の
政
治
的
抗

争
の
図
式
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、漱
石
は
江
戸
幕
府
を
打
ち
倒
し
、

明
治
政
府
を
樹
立
す
る
勢
力
と
な
っ
た
薩
摩
、
長
州
を
中
心
と
す
る
「
倒

幕
派
」
と
対
峙
す
る
「
佐
幕
派
」
の
側
に
置
か
れ
、
そ
こ
に
想
定
さ
れ
る

反
権
力
的
な
精
神
を
作
品
に
表
出
し
つ
づ
け
た
文
学
者
と
し
て
見
な
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
平
岡
敏
夫
は
『
漱

石　

あ
る
佐
幕
派
子
女
の
物
語
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
）
と
い
う
、
文

字
通
り
の
表
題
を
持
つ
著
作
を
は
じ
め
と
し
て
、
漱
石
＝
佐
幕
派
の
図
式

を
繰
り
返
し
提
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
漱
石
を
佐
幕
派
と
し
て
捉
え
る

の
は
平
岡
が
嚆
矢
で
は
な
く
、
自
身
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
文
化
史
家
の

木
村
毅
は
『
明
治
文
学
夜
話　

新
文
学
の
霧
笛
』（
至
文
堂
、
一
九
七
五
）

で
明
治
文
学
を
「
幕
府
方
の
産
物
」
と
見
な
し
、
薩
長
勢
力
に
よ
っ
て
疎

外
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
地
方
に
流
れ
る
批
評
精
神
が
、
漱
石
を
含
む
逍

遙
、
二
葉
亭
、
透
谷
、
一
葉
と
い
っ
た
明
治
期
の
文
学
者
た
ち
を
貫
き
、

一
方
「
維
新
の
風
雲
に
乗
じ
て
、
馬
上
、
天
下
を
取
っ
た
藩
、
す
な
わ
ち

薩
長
土
肥
お
よ
び
そ
れ
に
阿
附
し
て
う
ま
く
バ
ス
に
乗
り
こ
ん
だ
よ
う

な
諸
藩
か
ら
は
、
作
家
は
一
人
も
出
て
い
な
い
」
と
い
う
評
価
を
述
べ
て

い
た

1
。

　

平
岡
は
基
本
的
に
こ
の
木
村
の
立
場
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、
平
岡

の
い
う
佐
幕
派
と
は
、
要
す
る
に
時
の
権
力
に
お
も
ね
ら
な
い
反
骨
精

神
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
精
神
が
漱
石
に
お
い
て
強
く
打

ち
出
さ
れ
た
代
表
的
な
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
『
坊
つ
ち
や
ん
』

（
一
九
〇
六
）
で
あ
っ
た
。『
坊
つ
ち
や
ん
』
が
漱
石
＝
佐
幕
派
の
事
例
と

さ
れ
る
の
は
、端
的
に
は
主
人
公
の
「
お
れ
」
つ
ま
り
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
之

で
も
元
は
旗
本
だ
」
と
口
に
す
る
素
性
や
、
彼
が
佐
幕
側
の
会
津
出
身
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
同
僚
の
数
学
教
師
で
あ
る
「
山
嵐
」
と

共
闘
し
て
、英
語
教
師
の「
う
ら
な
り
」の
婚
約
者
で
あ
っ
た「
マ
ド
ン
ナ
」

を
奪
い
取
っ
た
教
頭
の
「
赤
シ
ャ
ツ
」
に
制
裁
を
加
え
よ
う
と
す
る
、
作

中
の
構
図
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
作
品
の
舞
台
と
し
て
見
な
さ
れ
る
松
山

が
、
松
山
藩
時
代
に
は
幕
府
側
に
立
っ
て
長
州
征
伐
に
出
兵
し
、
そ
の
た

め
明
治
維
新
の
際
に
は
朝
敵
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
冷
遇
さ
れ
た
事
実
も
、

こ
の
図
式
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
を
漱
石
が
佐
幕
派
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
取

り
上
げ
る
論
者
は
珍
し
く
な
い
。
小
谷
野
敦
の
『
夏
目
漱
石
を
江
戸
か
ら

読
む
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
五
）
に
お
い
て
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
佐
幕
派

武
士
の
形
象
と
し
て
捉
え
、
彼
が
対
峙
す
る
赤
シ
ャ
ツ
と
そ
の
腹
心
的
存

在
で
あ
る
「
野
だ
い
こ
」
が
、
武
士
的
な
も
の
を
滅
ぼ
し
て
い
っ
た
「
近

「
倒
幕
派
」
と
し
て
の
漱
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

柴
田
勝
二

寄稿
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代
化
政
策
」
を
象
徴
す
る
存
在
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
小
森
陽
一
も
同
様

に
、
帝
国
大
学
出
身
の
赤
シ
ャ
ツ
を
「
学
歴
」
に
よ
っ
て
立
身
出
世
を
果

た
す
近
代
の
趨
勢
を
担
う
人
物
と
見
な
し
、
反
面
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
そ
れ
に

対
立
す
る
点
で
反
近
代
、
す
な
わ
ち
佐
幕
派
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
た

2
。
ま
た
木
村
毅
の
よ
う
に
、
作
品
の
具
体
的
分
析
抜
き
に
漱
石
を

佐
幕
派
に
分
類
し
よ
う
と
す
る
論
者
と
し
て
は
、
漱
石
に
関
す
る
エ
ッ
セ

イ
を
多
く
世
に
送
っ
て
い
る
、
作
家
で
歴
史
研
究
家
の
半
藤
一
利
が
挙
げ

ら
れ
る
。
半
藤
は
薩
長
出
身
者
を
中
心
と
す
る
明
治
政
府
が
「
東
京
の
こ

こ
か
し
こ
で
大
手
を
ふ
っ
て
い
る
忌
ま
忌
ま
し
く
も
、
厭
な
時
代
」
に
漱

石
は
少
年
時
代
を
送
っ
た
と
し
、
そ
れ
を
「
佐
幕
派
の
漱
石
は
一
敗
地
に

塗ま
み

れ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
づ
け
て
半
藤
は
「
そ
れ
ま
で
江

戸
っ
子
が
手
塩
に
か
け
て
築
き
大
事
に
守
っ
て
き
た
文
化
や
気
概
や
矜

持
や
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
生
き
方
が
、
西
国
か
ら
進
駐
し
て
き
た
田
舎
者

に
叩
き
壊
さ
れ
踏
み
に
じ
ら
れ
る
の
を
「
野
暮
は
い
や
だ
ね
え
」
と
ぼ
や

き
つ
つ
も
、無
念
の
思
い
で
眺
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
推
察
し
て
い
る
。

　

半
藤
は
そ
れ
に
つ
づ
け
て
『
坊
つ
ち
や
ん
』
を
例
に
挙
げ
て
、
漱
石
に

お
け
る「
野
蛮
」へ
の
嫌
悪
を
傍
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
坊
っ

ち
ゃ
ん
が
宿
直
当
番
に
な
っ
た
夜
に
、
生
徒
に
イ
ナ
ゴ
を
布
団
に
入
れ
ら

れ
て
騒
動
を
起
こ
し
た
後
の
職
員
会
議
で
、
山
嵐
が
ぶ
っ
た
「
教
育
の
精

神
は
単
に
学
問
を
授
け
る
許
り
で
は
な
い
、
高
尚
な
、
正
直
な
、
武
士
的

な
元
気
を
鼓
吹
す
る
と
同
時
に
、
野
卑
な
、
軽
躁
な
、
暴
慢
な
悪
風
を
掃

蕩
す
る
に
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
い
う
弁
舌
に
あ
る
、「
高
尚
な
、正
直
な
、

武
士
的
な
元
気
」が
漱
石
の「
佐
幕
派
擁
護
の
気
持
ち
」を
指
し
、一
方「
野

卑
な
、
軽
躁
な
、
暴
慢
な
悪
風
」
が
「
薩
長
藩
閥
政
府
」
が
も
た
ら
し
た

産
物
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

3
。

　

し
か
し
漱
石
が
こ
う
し
た
対
比
を
佐
幕
派
と
倒
幕
派
の
間
に
想
定
し
、

し
か
も
前
者
に
加
担
し
つ
つ
後
者
を
糾
弾
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
見
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。「
高
尚
な
、
正
直
な
、
武
士
的
な
元
気
」
が
佐
幕

派
を
特
徴
づ
け
る
性
格
で
あ
る
と
い
う
の
は
疑
わ
し
く
、反
面
「
野
卑
な
、

軽
躁
な
、
暴
慢
な
」
と
い
う
形
容
が
倒
幕
派
に
該
当
す
る
面
を
持
つ
こ
と

は
事
実
で
あ
り
な
が
ら
、
後
で
見
る
よ
う
に
そ
う
し
た
あ
り
方
に
対
し
て

漱
石
が
批
判
的
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。『
坊
つ

ち
や
ん
』
の
登
場
人
物
の
構
図
に
お
い
て
も
、
こ
の
否
定
的
な
形
容
は
明

ら
か
に
敵
役
で
あ
る
赤
シ
ャ
ツ
よ
り
も
、
主
人
公
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
自

身
に
当
て
は
ま
る
。
生
徒
の
か
ら
か
い
に
素
朴
に
反
応
し
て
騒
動
を
起
こ

し
、
赤
シ
ャ
ツ
の
吹
き
込
ん
だ
噂
を
鵜
呑
み
に
し
て
こ
の
騒
動
の
首
謀
者

を
山
嵐
と
信
じ
て
、
彼
と
一
時
的
な
対
立
関
係
に
陥
り
、
さ
ら
に
と
り
た

て
て
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
も
な
い
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
に
私
的
な
制

裁
を
加
え
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
所
行
は
、
ま
さ
に
「
野
卑
な
、
軽
躁
な
、
暴

慢
な
」
色
合
い
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
終
盤
の
赤
シ
ャ
ツ
を
標
的
と
し
た
制
裁
行
為
を
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
「
高
尚
な
、
正
直
な
、
武
士
的
な
元
気
」
の
発
露
と
し
て
捉
え
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
場
合
、
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
れ
が

果
た
し
て
佐
幕
派
的
な
属
性
を
示
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。
平
岡
や
半
藤
ら
に
共
通
す
る
の
は
、〈
佐
幕
派
＝
善
〉〈
倒
幕
派

＝
悪
〉
と
す
る
多
分
に
心
情
的
な
区
分
だ
が
、
佐
幕
、
倒
幕
と
い
う
用
語

自
体
は
、
江
戸
幕
府
に
対
す
る
政
治
的
な
姿
勢
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ

に
善
悪
の
色
合
い
が
伴
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
漱
石
は
江
戸

の
末
年
に
生
ま
れ
、
幕
末
の
抗
争
を
経
験
し
て
い
な
い
以
上
、
狭
義
に
お

け
る
こ
の
区
分
を
漱
石
に
押
し
当
て
る
の
は
無
意
味
で
も
あ
る
。
し
か
し

明
治
政
府
な
い
し
明
治
国
家
の
あ
り
方
に
対
す
る
意
識
を
表
す
言
葉
と

し
て
こ
の
用
語
が
機
能
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
と
り
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わ
け
佐
幕
と
い
う
言
葉
は
比
喩
的
な
含
意
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

　

歴
史
家
の
大
久
保
利
謙
は
「
佐
幕
派
」
と
い
う
言
葉
が
、
明
治
政
府
が

樹
立
さ
れ
て
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
幕
末

に
お
け
る
政
治
勢
力
と
し
て
の
「
佐
幕
」
と
区
別
し
て
「
明
治
佐
幕
派
」

と
い
う
用
語
を
提
起
し
て
い
る
。
大
久
保
は
「
明
治
佐
幕
派
は
、
薩
長
の

天
下
と
な
っ
た
後
に
、
な
お
こ
の
大
勢
に
反
撥
を
感
じ
て
す
で
に
倒
れ
た

旧
幕
府
の
立
場
に
肩
を
持
つ
旧
幕
臣
派
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
反
薩
長
派

で
あ
る
」
と
規
定
し
、
名
指
し
す
る
形
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
つ
づ

く
議
論
で
福
地
桜
痴
（
源
一
郎
）、
福
沢
諭
吉
、
戸
川
残
花
と
い
っ
た
旧

幕
臣
た
ち
が
、「
反
薩
長
派
」
と
し
て
の
「
明
治
佐
幕
派
」
の
流
れ
を
な

す
言
論
家
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

4
。

　

こ
の
大
久
保
の
規
定
を
踏
ま
え
れ
ば
、
平
岡
敏
夫
や
半
藤
一
利
が
漱
石

を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
「
佐
幕
派
」
と
は
「
明
治
佐
幕
派
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
け
れ
ど
も
念
頭
に
置
く
べ
き
な
の
は
、
大
久
保

が
福
地
や
福
沢
を
は
っ
き
り
と
「
明
治
佐
幕
派
」
の
典
型
と
し
て
挙
げ
て

い
な
い

5
よ
う
に
、「
明
治
佐
幕
派
」
の
言
説
が
必
ず
し
も
幕
末
の
構
図

に
お
け
る
佐
幕
側
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。
た
と

え
ば
福
地
桜
痴
の
『
幕
府
滅
亡
論
』（
一
八
九
二
）
は
佐
幕
派
に
よ
る
明

治
維
新
成
立
史
の
代
表
的
な
著
作
と
見
な
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
表
題
に
示

唆
さ
れ
る
よ
う
に
、そ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、徳
川
幕
府
が
「
滅

亡
」
の
道
を
辿
り
、
崩
壊
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
経
緯
の
、
か
な

り
突
き
放
し
た
叙
述
で
あ
る
。
福
地
が
「
幕
府
滅
亡
」
の
基
本
的
な
要
因

と
し
て
想
定
す
る
も
の
は
、「
黒
船
」
の
来
航
以
来
西
洋
列
強
の
接
近
が

脅
威
の
度
を
強
め
る
状
況
下
で
、
幕
府
が
明
確
な
施
政
の
方
向
性
を
示
さ

ず
、
成
り
行
き
に
委
ね
よ
う
と
し
た
主
体
性
の
欠
如
で
あ
る
。
た
と
え
ば

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
、
前
年
に
出
さ
れ
て
い
た
攘
夷
の
決
行
を
督

促
す
る
勅
書
に
応
じ
る
形
で
、
将
軍
徳
川
家
茂
が
三
千
人
の
随
員
を
伴
っ

て
上
洛
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
福
地
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
の
寛
永
の
上
洛
は
日
本
の
政
権
を
徳
川
家
に
掌
握
し
、
朝
廷
を
し
て
之

を
認
可
せ
し
め
た
る
憲
法
制
定
の
上
洛
な
り
。
諸
侯
は
皆
将
軍
の
臣
下
た

る
実
を
天
下
に
示
し
た
る
勝
利
示
威
の
上
洛
な
り
し
に
、
二
百
余
年
を
過

た
る
文
久
三
年
の
上
洛
は
、
将
軍
は
主
権
者
な
れ
ど
も
最
上
主
権
は
朝
廷

に
在
り
と
云
ふ
事
を
顕
は
せ
る
降
伏
の
上
洛
な
り
。
外
交
の
国
是
に
関
し

て
は
幕
府
は
京
都
（
寧
ろ
浮
浪
）
の
意
に　

反
対
す
る
を
得
ざ
る
の
実
を

示
し
た
る
示
弱
の
上
洛
な
り

6
。　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
（
圏
点
省
略
）

　

こ
う
し
た
形
で
諸
外
国
に
対
し
て
も
朝
廷
に
対
し
て
も
、
明
確
な
主
体

性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
徳
川
幕
府
は
、「
自
ら
雄
主

た
る
の
気
象
に
乏
し
く
お
は
し
け
る
が
如
し
」
と
批
判
的
に
評
さ
れ
る
、

家
茂
を
継
い
だ
十
五
代
将
軍
慶
喜
の
代
に
至
っ
て
、
自
律
的
な
判
断
力
を

失
い
、「
根
本
已
に
腐
朽
し
た
る
幕
政
」
と
称
さ
れ
る
状
態
に
陥
る
。
そ

し
て
幕
府
を
支
持
す
る
意
味
を
見
出
し
難
く
な
っ
た
薩
摩
藩
は
、
そ
れ
ま

で
反
目
の
関
係
に
あ
っ
た
長
州
藩
と
連
合
し
て
、
倒
幕
の
側
に
回
る
こ
と

に
な
っ
た
と
福
地
は
捉
え
て
い
る
。
総
じ
て
福
地
は
「
開
国
の
主
義
を
発

揚
し
て
天
下
に
其
然
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
事
理
を
明
示
し
開
国
政
略

を
行
は
ゞ
、
幕
府
の
威
令
は
猶
之
を
永
く
す
る
を
得
た
る
べ
き
」
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遅
疑
逡
巡
し
て
攘
夷
に
こ
だ
わ
っ
た
た
め
に
、
時

流
に
適
応
で
き
な
い
ま
ま
に
、
倒
幕
の
圧
力
に
抗
し
え
な
か
っ
た
と
結
論

づ
け
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
福
地
は
「
開
国
」
を
重
ん
じ

る
、
連
合
以
降
の
薩
長
的
と
も
い
え
る
視
点
を
持
っ
て
お
り
、「
幕
府
滅

亡
」
に
至
る
経
緯
の
因
果
づ
け
も
そ
こ
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
現
行
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の
薩
長
を
中
心
と
す
る
明
治
政
府
に
つ
い
て
も
、
福
地
は
決
し
て
否
定
的

で
は
な
く
、「
薩
長
論
」（
一
八
八
六
）
で
は
、「
王
制
維
新
の
初
に
開
国
の

主
義
を
定
め
て
外
交
を
拡
張
し
、
以
て
今
日
進
歩
の
基
礎
を
立
て
た
る
ハ

薩
長
の
力
な
り
」
と
断
じ
、
政
府
の
中
枢
が
薩
長
勢
力
で
占
め
ら
れ
て
い

る
現
状
に
つ
い
て
も
、「
薩
長
の
勢
力
を
有
す
る
の
人
に
非
ざ
れ
バ
、
仮

ひ
要
地
に
座
す
る
も
其
の
実
権
を
左
右
す
る
こ
と
能
ハ
ざ
り
し
ハ
、
勢
の

然
ら
し
む
る
所
な
り
き
」
と
そ
れ
を
当
然
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　
遡
及
的
な
「
倒
幕
派
」
た
ち

　

も
っ
と
も
旧
幕
臣
と
は
い
え
、
多
分
に
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
的
な
性
格
の

強
か
っ
た
福
地
桜
痴
の
、
薩
長
勢
力
へ
の
容
認
を
「
明
治
佐
幕
派
」
に
共

通
す
る
姿
勢
と
し
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少

な
く
と
も
彼
ら
が
徳
川
幕
府
に
対
し
て
共
感
的
な
眼
差
し
を
投
げ
て
い

た
と
い
う
傾
向
は
見
出
さ
れ
な
い
。
維
新
以
降
の
趨
勢
に
お
い
て
は
、
い

ず
れ
に
し
て
も
自
国
の
政
治
、
経
済
、
文
化
を
西
洋
諸
国
に
侮
ら
れ
な
い

水
準
に
ま
で
押
し
上
げ
る
以
外
の
選
択
が
な
い
状
況
下
で
日
本
は
国
際

社
会
の
一
員
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
福
地
も
そ
う
し
た
状
況
下

で
「
幕
府
滅
亡
」
の
所
以
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
「
明
治

佐
幕
派
」
が
〈
佐
幕
的
〉
で
あ
る
か
ど
う
か
自
体
が
疑
わ
し
い
と
も
い
え

よ
う
。
や
は
り
幕
臣
で
明
治
期
の
代
表
的
な
言
論
家
と
な
っ
て
い
っ
た
福

沢
諭
吉
の
言
説
に
お
い
て
は
、〈
反
佐
幕
派
〉
的
傾
向
は
一
層
顕
著
で
あ

る
。
福
沢
が
少
年
時
代
か
ら
権
威
に
盲
従
す
る
こ
と
を
良
し
と
し
な
い
合

理
主
義
の
持
ち
主
で
、
民
間
人
と
し
て
の
自
覚
の
な
か
を
生
き
抜
い
た
人

物
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
姿
勢
は「
明
治
佐
幕
派
」

の
規
定
に
も
叶
う
が
、
重
要
な
の
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
精
神
ゆ
え
に
、
福

沢
が
前
時
代
の
幕
府
の
権
威
も
相
対
化
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。『
福
翁

自
伝
』（
一
八
九
九
）
で
福
沢
は
繰
り
返
し
、
自
分
が
幕
府
に
仕
え
た
身
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
に
尽
く
そ
う
と
す
る
意
欲
が
希
薄
で
あ
っ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
私
は
幕
府
の
用
を
し
て
ゐ
る
け
れ

ど
も
如
何
な
こ
と
幕
府
を
佐
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
云
ふ
や
う
な
こ

と
を
考
へ
た
こ
と
が
な
い
」
と
明
言
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
私
の
主
義

に
す
れ
ば
第
一
鎖
国
が
嫌
ひ
、
古
風
の
門
閥
無
理
圧
政
が
大
嫌
ひ
で
、
何

で
も
こ
の
主
義
に
背
く
者
は
皆
敵
の
や
う
に
思
ふ
か
ら
」

7
と
い
う
こ
と

を
挙
げ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
の
一
方
で
福
沢
は
維
新
以
降
の
国
の
状
況
に
き
わ
め
て

批
判
的
で
あ
り
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
一
八
七
三
〜
七
六
）
を
は
じ
め
と

す
る
福
沢
の
著
作
は
、
国
際
社
会
で
西
洋
諸
国
と
伍
し
て
い
く
に
足
る
水

準
に
日
本
の
国
力
を
押
し
上
げ
て
い
く
た
め
の
提
言
で
あ
っ
た
。「
一
身

独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
」（『
学
問
の
す
ゝ
め
』）
と
い
う
信
念
の
も
と
に

言
論
、
教
育
活
動
を
お
こ
な
っ
た
福
沢
の
批
判
の
矛
先
は
、
薩
長
の
よ
う

な
個
別
の
政
治
勢
力
よ
り
も
、
国
力
の
構
成
要
件
と
し
て
の
国
民
の
知

力
、
精
神
力
の
あ
り
方
に
向
か
う
の
で
あ
り
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
五
編

に
は
「
今
、
日
本
の
有
様
を
見
る
に
、
文
明
の
形
は
進
む
に
似
た
れ
ど
も
、

文
明
の
精
神
た
る
人
民
の
気
力
は
日
に
退
歩
に
赴
け
り
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。『
通
俗
国
権
論
』（
一
八
七
八
〜
七
九
）
に
お
い
て
も
、福
沢
は
「
わ

が
外
国
交
際
は
官
民
と
も
に
ま
だ
十
分
な
る
地
位
に
あ
ら
ざ
る
も
の
と

言
ふ
べ
し
」
と
見
な
し
、「
そ
の
罪
一
、二
の
人
に
あ
ら
ず
、
政
府
の
全
体

に
あ
ら
ず
、
ま
た
個
々
の
人
民
に
も
あ
ら
ず
。
罪
な
し
と
言
へ
ば
政
府
も

人
民
も
と
も
に
無
罪
な
り
、
罪
あ
り
と
言
へ
ば
政
府
も
人
民
も
と
も
に
免

れ
難
し
」
と
、「
政
府
」
と
「
人
民
」
を
と
も
ど
も
断
罪
し
て
い
る
。
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福
沢
の
言
説
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
期
の
言
論
家
が
国

家
・
社
会
の
現
況
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
と
、出
自
と
し
て
の
〈
佐

幕

│
倒
幕
〉
と
い
う
対
比
の
間
に
因
果
的
な
照
応
性
は
な
く
、
薩
長
を

中
心
と
す
る
明
治
政
府
に
批
判
的
で
あ
っ
た
た
め
に

0

0

0

、
幕
末
の
構
図
に
関

し
て
は
倒
幕
派
的
な
立
場
を
取
る
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
む
し
ろ

論
理
的
に
は
そ
の
方
が
筋
が
通
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
薩

長
政
府
に
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
の
政
治
体
制
に
対
し
て

異
議
を
唱
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
を
幕
末
の
構
図
に

当
て
は
め
れ
ば
、
既
存
の
体
制
と
し
て
の
徳
川
幕
府
へ
の
否
認
と
い
う
形

を
取
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　

反
面
福
沢
に
つ
い
て
は
、
時
代
に
逆
行
す
る
佐
幕
派
的
な
精
神
の
持
ち

主
と
し
て
見
な
す
傾
向
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
旧
幕
臣
で
あ
り

な
が
ら
、
明
治
政
府
の
要
職
に
就
い
た
勝
海
舟
や
榎
本
武
揚
に
批
判
の
矢

を
向
け
た
「
痩
我
慢
の
説
」（
一
八
九
一
）
を
根
拠
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

こ
こ
で
両
者
を
「
三
河
武
士
の
精
神
に
背
く
の
み
な
ら
ず
我
日
本
国
民
に

固
有
す
る
痩
我
慢
の
大
主
義
を
破
り
、
以
て
立
国
の
根
本
た
る
士
気
を
弛

め
た
」
存
在
と
し
て
糾
弾
す
る
福
沢
の
論
調
は
、
徳
川
家
に
繋
が
る
「
三

河
武
士
」
の
側
に
立
と
う
と
す
る
点
で
一
見
、
佐
幕
派
の
も
の
で
あ
る
よ

う
に
映
る
。
け
れ
ど
も
も
と
も
と
私
信
と
し
て
書
か
れ
た
こ
の
文
章
は
、

必
ず
し
も
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
福
沢
が
勝
や
榎
本
に
対
し

て
抱
く
不
満
が
、
別
の
論
点
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
趣

き
が
強
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
福
沢
が
も
っ
と
も
力
点
を
置
い
て
い
る
の

は
、
前
半
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
小
国

が
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
強
国
に
併
合
さ
れ
る
道
を
選
ば
ず
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
覇
権
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
で
独
立
を
保
と
う

と
尽
力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
痩
我
慢
」
と
は
、
も
と
も
と

こ
う
し
た
小
国
が
失
お
う
と
し
な
い
気
概
と
自
尊
心
を
指
し
て
い
る
。
こ

の
小
国
の
頑
張
り
が
、
西
洋
列
強
の
帝
国
主
義
的
な
侵
攻
の
な
か
で
、
日

本
と
い
う
小
国
が
保
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
福
沢
が
考
え
る
も
の

と
重
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
福
沢
が
一
義
的
な
価
値
を
与
え
る

も
の
は
つ
ね
に
、
人
民
の
精
神
的
自
律
に
支
え
ら
れ
た
一
国
の
真
の
独
立

で
あ
り
、
幕
府
に
背
を
向
け
る
よ
う
に
明
治
政
府
の
要
人
と
な
っ
て
い
っ

た
勝
や
榎
本
へ
の
批
判
は
、
こ
の
「
痩
我
慢
」
の
含
意
を
拡
張
的
に
援
用

し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ま
た
福
沢
に
論
難
さ
れ
て
い
る
勝
に
し
て
も
、
西
洋
列
強
の
脅
威
に
晒

さ
れ
る
な
か
で
の
国
家
の
独
立
を
第
一
義
に
考
え
る
姿
勢
に
お
い
て
は

福
沢
と
通
底
し
て
い
る
。『
氷
川
清
話
』（
一
八
九
七
〜
九
八
）
に
示
さ
れ

た
勝
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
幕
末
か
ら
明
治
三
〇
年
代
の
現
在
に
至
る
ま
で

「
上
下
一
致
し
て
、
東
洋
の
為
に
、
百
年
の
大
計
を
講
じ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
時
」
で
あ
る
状
況
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
も
っ
と
も
喫
緊
な
「
国
家
問

題
」
は
そ
こ
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
お
れ
も
国
家
問
題
の
為
に
は
、

群
議
を
斥
け
て
し
ま
っ
て
、
徳
川
三
百
年
の
幕
府
を
す
ら
棒
に
ふ
っ
て
顧

み
な
か
っ
た
」

8
と
語
る
勝
の
精
神
は
ほ
と
ん
ど
倒
幕
派
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
価
値
観
に
お
い
て
は
幕
府
に
忠
誠
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
意
識
は

ま
っ
た
く
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
勝
の
な
か
に
「
痩
我
慢
」
が
不

在
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
勝
は
自
分
に
向
け

ら
れ
た
問
題
と
し
て
の
「
痩
我
慢
」
に
は
何
ら
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
福
沢
の
本
来
の
文
脈
で
強
調
さ
れ
て
い
る
、
小
国
の

気
概
と
し
て
の
「
痩
我
慢
」
に
対
し
て
は
勝
は
共
感
的
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
り
、
そ
れ
は
勝
が
「
国
家
問
題
」
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
と
同
じ
方
向

性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。                        

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
幕
末
に
お
け
る
構
図
に
も
、
ま
た
薩
長
政
府
へ
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の
接
近
の
度
合
い
に
も
か
か
わ
り
な
く
、
明
治
期
の
進
歩
的
な
知
識
人

の
多
く
が
、
基
本
的
に
は
遡
及
的
な
倒
幕
派
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

る
。
開
国
に
よ
っ
て
急
激
に
国
際
社
会
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
に
投
げ
出

さ
れ
た
日
本
は
、
自
国
が
非
力
な
小
国
で
あ
る
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
民
間
の
言
論
家
、
教
育
者
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ

福
沢
諭
吉
に
し
て
も
、
政
府
の
要
職
を
歴
任
し
た
勝
海
舟
に
し
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
こ
の
自
国
の
劣
位
性
を
解
消
す
る
べ
く
尽
力
し
て
い

た
。
そ
の
問
題
意
識
の
な
か
で
は
徳
川
幕
府
を
懐
古
的
に
評
価
す
る
眼
差

し
は
生
ま
れ
る
余
地
が
な
い
の
で
あ
り
、
彼
ら
よ
り
も
幕
臣
と
し
て
の
意

識
を
強
く
持
っ
た
福
地
桜
痴
に
し
て
も
、
徳
川
幕
府
の
帰
趨
に
対
し
て
は

決
し
て
擁
護
的
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
幕
臣
と
し
て
幕
府
に
仕
え
た
福
沢
や
福
地
が
、
新
し
い
時
代
か

ら
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
徳
川
幕
府
を
相
対
化
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
明
治

文
学
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
っ
た
そ
れ
に
つ
づ
く
世
代
の
表
現
者
た
ち

が
、
現
行
の
体
制
に
対
す
る
批
判
意
識
に
よ
っ
て
遡
及
的
な
倒
幕
派
と
し

て
の
側
面
を
よ
り
強
く
持
つ
こ
と
に
な
る
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
夏
目
漱
石
は
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
国
家
へ
の
批
判
意
識
と
未
来
に
向
か
う
展
望
の
二
面

性
に
お
い
て
、
漱
石
は
福
沢
に
近
似
し
て
い
る
。
と
く
に
日
本
が
旧
時
代

的
な
枠
組
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
、
西
洋
列
強
と
拮
抗
し
う
る
文
明
国

の
域
に
永
遠
に
辿
り
着
け
な
い
と
考
え
て
い
た
点
で
は
、
漱
石
は
福
沢
と

同
様
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
ま
さ
に
倒
幕
派
的
な
心
性
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
。

　

漱
石
の
倒
幕
派
的
な
心
性
を
示
唆
す
る
言
説
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
。
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
作
家
と
し
て
の
出
発
を
切
っ
て
い

た
明
治
三
九
年
一
〇
月
二
三
日
付
け
の
鈴
木
三
重
吉
宛
の
書
簡
で
漱
石

は
、「
苟
も
文
学
を
以
て
生
命
と
す
る
も
の
な
ら
ば
単
に
美
と
い
ふ
丈
で

は
満
足
が
出
来
な
い
。
丁
度
維
新
の
当
士マ
マ

勤
王
家
が
困
苦
を
な
め
た
や
う

な
了
見
に
な
ら
な
く
て
は
駄
目
だ
ら
う
と
思
ふ
」
と
記
し
、
そ
の
後
の
く

だ
り
で
も
「
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精

神
で
文
学
を
や
つ
て
見
た
い
」

9
と
述
べ
て
い
る
。「
維
新
の
志
士
」
が

幕
臣
で
は
な
く
薩
長
の
倒
幕
派
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
ま
た
『
文
学
論
』
の
原
型
を
な
す
『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
に
お
い
て
は
、

漱
石
は
は
っ
き
り
と
倒
幕
派
の
精
神
を
肯
定
す
る
評
価
を
書
き
つ
け
て

い
る
。
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Ｂ  

維
新
前
ニ
於
ル
日
本
ノ
地
位

                                           

　

漱
石
は「
維
新
前
」の
地
点
か
ら「
現
在
」に
か
け
て
の「
日
本
ノ
地
位
」

の
変
転
を
右
の
よ
う
な
図
に
示
し
、「
モ
シ
Ａ
Ｂ
ノ
マ
ヽ
ニ
テ
進
マ
バ
今

日
日
本
ヲ
見
ル
コ
ト
難
カ
ラ
ンstruggle for existence (conscious)

ノ
結

果
ハ
此
方
向
転
換
ヲ
余
儀
ナ
ク
シ
タ
ル
者
ナ
リ
吾
等
ハ
此
方
向
転
換
ヲ

率
先
シ
テ
断
行
セ
ル
人
々
ニ
謝
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
此
等
ノ
人
ノ
断
行
ハ
意

識
的
ニ
今
日
ノ
運
命
ヲ
作
リ
出
セ
ル
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

漱
石
の
認
識
に
お
い
て
は
、
江
戸
末
期
ま
で
の
日
本
は
〈
間
違
っ
た
〉
方

向
に
進
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、維
新
の
成
就
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
「
欧
州
」

に
追
随
す
る
こ
と
の
で
き
る
位
置
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

「
転
換
」
を
な
し
遂
げ
た
者
、
つ
ま
り
薩
長
の
倒
幕
勢
力
に
対
し
て
「
謝
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セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
」
と
い
う
感
慨
を
漱
石
は
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

記
述
が
、
イ
ギ
リ
ス
滞
在
中
と
い
う
「
欧
州
」
と
日
本
の
落
差
に
顔
を
突

き
合
わ
せ
て
い
る
状
況
で
書
か
れ
た
と
い
う
条
件
を
割
り
引
い
て
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
漱
石
が
明
治
三
〇
年
代
半
ば
の
地
点
で
幕
末

の
構
図
を
遡
及
的
に
評
価
し
た
際
に
、
幕
府
の
存
続
を
支
持
す
る
側
に
い

な
か
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い

10
。  

　

こ
う
し
た
漱
石
の
心
性
は
帰
国
後
も
持
続
し
て
い
く
。
晩
年
に
近
い
大

正
三
年
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
素
人
と
黒
人
」（
一
九
一
四
）
で
は
、「
日

本
の
歌
舞
伎
芝
居
と
い
ふ
も
の
を
容
赦
な
く
攻
撃
」
す
る
漱
石
に
対
し

て
、
弟
子
の
小
宮
豊
隆
が
歌
舞
伎
弁
護
の
論
を
語
ろ
う
と
す
る
と
、
漱
石

は
そ
れ
に
取
り
合
わ
ず
、
次
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
る
。

　

自
分
は
幕
府
を
倒
し
た
薩
長
の
田
舎
侍
が
、
ど
の
位
旗
本
よ
り
も
野
蛮

で
あ
つ
た
か
考
へ
て
見
ろ
と
云
つ
た
。
そ
ん
な
弁
護
を
す
る
人
は
恰
も
上

野
へ
立
て
籠
つ
て
官
軍
に
抵
抗
し
た
彰
義
隊
の
様
な
も
の
だ
と
云
つ
た
。

羅
馬
を
亡
ぼ
し
た
も
の
は
要
す
る
に
野
蛮
人
ぢ
や
な
い
か
と
も
云
つ
た
。

　

こ
の
く
だ
り
は
一
見
「
薩
長
の
田
舎
侍
」
が
「
旗
本
よ
り
も
野
蛮
で
あ

つ
た
」
こ
と
を
指
弾
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、事
実
は
逆
で
あ
る
。

「
そ
ん
な
弁
護
を
す
る
人
」
が
歌
舞
伎
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
小
宮
で
あ

る
以
上
、「
野
蛮
」
は
当
然
、
長
い
歴
史
を
持
つ
伝
統
文
化
を
一
蹴
し
よ

う
と
す
る
漱
石
の
側
に
帰
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
大
正
期
に
至
っ
て
も
、
漱

石
は
自
身
を
「
薩
長
の
田
舎
侍
」
に
見
立
て
よ
う
と
し
て
お
り
、
彼
ら
に

想
定
さ
れ
る
「
野
蛮
」
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
こ
そ
が
時
代
の
変
革
を
も
た
ら
す

と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
歌
舞
伎
と
い
う
江
戸
時
代
の

代
表
的
な
芸
能
に
対
し
て
漱
石
は
総
じ
て
冷
淡
で
あ
り
、
明
治
四
二
年
の

エ
ッ
セ
イ
「
明
治
座
の
所
感
を
虚
子
君
に
問
れ
て
」
で
は
、
漱
石
が
明
治

座
で
見
た
「
慶
安
太
平
記
」
他
の
歌
舞
伎
狂
言
に
対
し
て
、「
極
め
て
低

級
に
属
す
る
頭
脳
を
有
つ
た
人
類
で
、
比
較
的
芸
術
心
に
富
ん
だ
人
類

が
、
同
程
度
の
人
類
の
要
求
に
応
ず
る
た
め
に
作
つ
た
も
の
」
と
い
う
揶

揄
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
同
じ
出
し
物
を
見
た
感
想
を
記
し
た

明
治
四
二
年
五
月
一
二
日
の
日
記
で
は
、
漱
石
は
こ
う
し
た
文
化
を
生

み
出
し
た
江
戸
時
代
に
つ
い
て
、「
徳
川
の
天
下
は
あ
れ
だ
か
ら
泰
平
に
、

幼
稚
に
、
馬
鹿
に
、
い
た
づ
ら
に
、
な
ぐ
さ
み
半
分
に
、
御
一
新
迄
つ
ゞ

い
た
の
で
あ
る
」
と
罵
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３　
倒
幕
派
の
国
家
批
判

　
「
維
新
の
志
士
」
へ
の
共
感
を
強
く
語
り
、
明
治
維
新
に
よ
る
転
換
を

評
価
し
、
江
戸
時
代
と
そ
の
文
化
を
侮
蔑
的
に
眺
め
る
人
間
が
、「
佐
幕

派
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
佐
幕
派
の
立
場
は
、
逆
に
江
戸
時
代
の
洗
練
を

拠
り
所
と
し
つ
つ
、江
戸

│
東
京
を
跋
扈
す
る
「
野
蛮
」
な
「
田
舎
侍
」

た
ち
に
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た

地
点
か
ら
「
文
明
開
化
」
の
浮
薄
な
風
潮
を
嫌
っ
て
、
江
戸
時
代
に
眼
を

向
け
よ
う
と
す
る
、
本
来
の
意
味
に
お
い
て
佐
幕
派
的
な
立
場
を
持
つ
人

び
と
も
い
た
。
幕
府
瓦
解
と
と
も
に
向
島
に
隠
棲
し
、
そ
の
後
『
朝
野
新

聞
』
の
社
長
に
迎
え
ら
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
し
た
成
島
柳

北
は
そ
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
。
柳
北
の
中
心
的
な
文
業
で
あ
る
『
柳

橋
新
誌
』（
一
八
六
〇
）
で
は
、
遊
妓
た
ち
の
生
態
と
と
も
に
、
そ
こ
を

訪
れ
る
客
た
ち
の
行
状
も
つ
ぶ
さ
に
語
ら
れ
、
明
治
七
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
柳
橋
新
誌
』
二
編
（
一
八
七
四
）
で
は
、
接
待
に
対
す
る
不
満
か
ら
「
巨
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盃
を
取
つ
て
婢
の
面
上
に
擲
つ
」
と
い
っ
た
こ
と
を
す
る
薩
長
藩
士
の

「
狂
暴
」
な
態
度
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
結
び
の
箇
所
で
は
遊
妓
と
政

府
の
高
官
が
あ
え
て
並
列
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

蓋
し
娼
妓
は
賤
女
子
也
、
歌
舞
は
小
技
也
。
然
れ
ど
も
勉
励
し
て
之
を

学
べ
ば
、
則
ち
数
歳
に
し
て
以
て
其
の
生
を
養
ふ
に
足
る
矣
。
今
夫
れ
国

の
大
政
を
執
る
者
、
高
爵
を
賜
は
り
大
禄
を
食
ひ
赫
々
権
有
り
、
炎
々
威
有

つ
て
礼
教
未
だ
国
に
立
た
ず
、
徳
沢
未
だ
民
に
流
れ
ざ
る
者
は
何
ぞ
也や

11
。

　
「
娼
妓
」
が
「
賤
女
子
」
で
あ
り
な
が
ら
、
技
芸
の
習
得
に
よ
っ
て
生

計
を
立
て
う
る
こ
と
と
、「
国
の
大
政
を
執
る
者
」
が
「
高
爵
を
賜
は
り

大
禄
を
食
ひ
」
な
が
ら
、「
礼
教
」
も
「
徳
沢
」
も
国
民
に
及
ぼ
し
え
て

い
な
い
と
い
う
対
比
が
妥
当
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
が
、
そ
れ
を
あ
え
て

お
こ
な
う
こ
と
で
両
者
を
同
列
化
し
よ
う
と
す
る
柳
北
の
ア
イ
ロ
ニ
ー

は
明
瞭
で
あ
る

12
。
後
に
永
井
荷
風
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
、

こ
う
し
た
、
江
戸
時
代
的
な
価
値
観
に
則
り
つ
つ
、
政
府
を
仕
切
る
勢
力

を
揶
揄
し
よ
う
と
す
る
眼
差
し
が
漱
石
に
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
先
に
挙

げ
た
エ
ッ
セ
イ
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
漱
石
は
む
し
ろ
「
野
蛮
」
な
薩

長
の
「
田
舎
侍
」
の
立
場
に
自
身
を
擬
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
点
で
は
漱
石
は
明
確
に
「
倒
幕
派
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
を
傍

証
す
る
よ
う
に
、
漱
石
は
江
戸
時
代
を
舞
台
と
す
る
作
品
を
ま
っ
た
く
書

い
て
い
な
い
。
漱
石
は
逆
に
未
来
志
向
の
眼
差
し
の
持
ち
主
で
あ
り
、
現

在
称
揚
さ
れ
て
い
る
価
値
や
人
物
も
、
百
年
後
に
は
無
に
帰
し
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
明
治

三
九
年
の
「
断
片
」
に
は
「
同
時
代
ノ
人
カ
ラ
尊
敬
サ
レ
ル
」
た
め
に
は

「
皇
族
」「
華
族
」「
金
持
」「
権
勢
家
」
な
ど
に
「
生
レ
ゝ
バ
ヨ
イ
」
と
し

な
が
ら
も
、「
然
シ
百
年
ノ
後
ニ
ハ
誰
モ
之
ヲ
尊
敬
ス
ル
者
ハ
ナ
イ
」
と

書
き
つ
け
て
い
る
。
ま
た
同
じ
年
の
別
の
「
断
片
」
に
は
「
遠
ク
ヨ
リ
此

四
十
年
ヲ
見
レ
バ
一
弾
指
ノ
間
ノ
ミ
。
所
謂
元
勲
ナ
ル
者
ハ
ノ
ミ

4

4

ノ
如
ク

小
ナ
ル
者
ト
変
化
ス
ル
を
知
ラ
ズ
や
」（
圏
点
原
文
）
と
記
し
、
維
新
の

立
役
者
た
ち
も
遠
い
未
来
の
時
点
か
ら
ふ
り
返
れ
ば
卑
称
化
さ
れ
る
だ

ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る

13
。

　

こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
今
の
引
用
に
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、

〈
徳
川
〉
や
〈
江
戸
〉
を
侮
蔑
的
に
眺
め
る
漱
石
の
眼
差
し
の
な
か
で
、

薩
長
出
身
者
が
多
く
を
占
め
る
「
元
勲
」
も
同
じ
く
相
対
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
漱
石
は
心
性
的
な
「
倒
幕
派
」
で
あ
る
と
同
時

に
、
同
時
代
の
国
家
の
あ
り
方
に
批
判
的
な
「
明
治
佐
幕
派
」
で
も
あ
っ

た
が
、
そ
の
二
つ
の
立
場
が
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、

こ
う
し
た
表
出
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
の
現
況

に
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
不
満
が
、
増
幅
さ
れ
た
形
で
遡
及
的
に
徳
川
幕
府

に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
今
の
日
本
が
曲
が
り
な
り
に
も
現
在
の
水
準

に
あ
る
の
は
、
倒
幕
勢
力
に
よ
っ
て
前
近
代
と
し
て
の
〈
江
戸
〉
が
断
ち

切
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
認
識
を
漱
石
は
有
し
て
い
る
。
し
か
も
漱
石
は

福
地
桜
痴
や
福
沢
諭
吉
と
違
っ
て
幕
府
に
仕
え
た
こ
と
も
な
く
、
幕
末
の

抗
争
も
経
験
し
て
い
な
い
以
上
、
徳
川
幕
府
を
肯
定
す
る
心
性
が
生
ま
れ

な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
漱
石
を
「
明
治
佐
幕
派
」
と
す
る

の
は
誤
解
を
招
く
表
現
で
も
あ
る
。
む
し
ろ
単
に
、
明
治
日
本
の
あ
り
方

に
批
判
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
江
戸
時
代
に
対
し

て
一
層
距
離
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
文
学
者
と
し
て
、
漱
石
を
眺
め
る
の

が
妥
当
な
位
置
づ
け
で
あ
ろ
う
。

　

漱
石
の
明
治
日
本
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
挙
げ
る
ま

で
も
な
く
、
多
く
の
小
説
作
品
、
評
論
、
講
演
な
ど
で
語
ら
れ
て
い
る
と
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お
り
で
あ
る
。『
三
四
郎
』（
一
九
〇
八
）
の
冒
頭
部
分
で
、
後
に
広
田
先

生
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
「
髭
の
男
」
は
、
日
露
戦
争
に
か
ろ
う
じ
て
勝

利
し
た
も
の
の
、
人
び
と
が
疲
弊
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い

て
、「
こ
ん
な
顔
を
し
て
、
こ
ん
な
に
弱
つ
て
ゐ
て
は
、
い
く
ら
日
露
戦

争
に
勝
つ
て
、
一
等
国
に
な
つ
て
も
駄
目
で
す
ね
」
と
断
言
し
、「
是
か

ら
は
日
本
も
段
々
発
展
す
る
で
せ
う
」
と
言
う
三
四
郎
に
対
し
て
「
亡
び

る
ね
」
と
言
い
放
つ
。『
三
四
郎
』
に
つ
づ
く
『
そ
れ
か
ら
』（
一
九
〇
九
）

の
主
人
公
代
助
は
、
自
分
が
労
働
し
な
い
理
由
と
し
て
、「
日
本
国
中
何

所
を
見
渡
し
た
つ
て
、
輝
い
て
る
断
面
は
一
寸
四
方
も
無
い
ぢ
や
な
い

か
。
悉
く
暗
黒
だ
。
そ
の
間
に
立
つ
て
僕
一
人
が
、
何
と
云
つ
た
つ
て
、

何
を
為
た
つ
て
、
仕
様
が
な
い
さ
」
と
い
う
状
況
へ
の
批
判
を
口
に
す

る
。
ま
た
講
演
「
現
代
日
本
の
開
化
」（
一
九
一
一
）
で
は
、「
西
洋
人
が

百
年
も
掛
つ
て
漸
く
到
着
し
得
た
分
化
の
極
端
」
に
日
本
人
が
「
維
新
後

四
五
十
年
」
と
い
う
短
期
間
で
辿
り
着
こ
う
と
し
た
結
果
、「
一
敗
ま
た

起
つ
能
は
ざ
る
の
神
経
衰
弱
に
罹
つ
て
、
気
息
奄
々
と
し
て
今
や
路
傍
に

呻
吟
し
つ
ゝ
あ
る
」
人
々
が
生
み
出
さ
れ
る
状
況
が
出
来
し
た
と
語
ら
れ

て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
こ
う
し
た
批
判
的
な
言
辞
も
、
漱
石
が
そ
れ
だ
け
自
国
の
状

況
を
慮
る
が
ゆ
え
の
も
の
で
あ
り
、
彼
が
国
家
に
背
を
向
け
る
個
人
主
義

者
で
あ
っ
た
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。「
維
新
の
志
士
の

如
き
烈
し
い
精
神
」
で
文
学
を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
覚
悟
は
、
そ
れ
だ

け
自
己
の
表
現
を
国
家
の
命
運
と
強
く
関
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
の

表
明
で
も
あ
る
。
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
の
と
同
じ
明
治
三
九
年
に
出
さ

れ
た
狩
野
享
吉
宛
書
簡
で
は
、「
尤
も
烈
し
い
世
の
中
に
立
つ
て
（
自
分

の
為
め
、
家
族
の
為
め
は
暫
く
措
く
）
ど
の
位
人
が
自
分
の
感
化
を
う
け

て
、
ど
の
位
自
分
が
社
会
的
分
子
と
な
つ
て
未
来
の
青
年
の
肉
や
血
と
な

つ
て
生
存
し
得
る
か
を
た
め
し
て
見
た
い
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
連

続
し
て
書
か
れ
た
同
じ
日
時
、
同
じ
宛
先
の
手
紙
で
は
、
自
分
に
「
不
愉

快
」
や
「
不
快
」
を
も
た
ら
す
「
エ
ヂ
エ
ン
ト
を
以
て
社
会
の
罪
悪
者
と

認
め
て
此
等
を
打
ち
薨
さ
ん
と
力
め
つ
ゝ
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
れ
に
つ
づ
け
て
漱
石
は
「
た
だ
余
の
為
め
に
打
ち
薨
さ
ん
と
力

め
つ
ゝ
あ
る
の
で
は
な
い
。
天
下
の
為
め
、
天
子
様
の
為
め
、
社
会
一
般

の
為
め
に
打
ち
薨
さ
ん
と
力
め
つ
ゝ
あ
る
」
と
綴
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま

さ
に
「
維
新
の
志
士
」
の
気
概
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
烈
し
い
心

性
が
、
同
時
代
の
自
国
に
向
け
ら
れ
た
結
果
が
、
諸
作
品
と
し
て
表
象
さ

れ
た
批
判
的
表
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
、
同
時
代
の
社
会
に
対
す
る
批
判
意
識
が
、
江
戸
時
代
に
対

す
る
否
認
を
引
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
共
在
さ
せ
て
い
る
意
識
の
持
ち
主

は
、
明
治
時
代
に
お
い
て
決
し
て
稀
な
存
在
で
は
な
い
。
漱
石
の
三
歳
年

長
で
あ
る
二
葉
亭
四
迷
は
、
周
知
の
よ
う
に
早
く
か
ら
日
露
外
交
を
喫
緊

の
問
題
と
感
じ
て
ロ
シ
ア
語
を
習
得
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
交
の
前
線

で
活
動
す
る
機
会
を
得
ら
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
の
な
か
に
表
現
活
動
を

つ
づ
け
た
が
、
こ
の
文
学
者
も
や
は
り
愛
国
の
心
性
と
そ
れ
を
裏
返
し
た

自
国
へ
の
憤
り
を
内
に
わ
だ
か
ま
ら
せ
て
い
た
。
二
葉
亭
の
外
交
へ
の
関

心
自
体
が
前
者
の
表
出
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
志
向
に

よ
っ
て
二
葉
亭
は
東
京
外
国
語
学
校
の
ロ
シ
ア
語
教
授
の
職
を
捨
て
て

大
陸
に
渡
る
こ
と
に
な
る
。
北
京
に
滞
在
し
て
い
た
際
に
坪
内
逍
遙
に
宛

て
た
書
簡
（
一
九
〇
三
・
六
・
一
三
付
）
に
は
、
日
露
戦
争
の
引
き
金
に
な
っ

た
、
ロ
シ
ア
軍
の
満
州
駐
留
に
対
す
る
日
本
政
府
の
態
度
と
、
そ
の
背
後

に
あ
る
日
本
人
の
国
民
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

近
着
の
新
聞
で
み
る
と
議
会
は
相
変
ら
す
妥
協
騒
き
で
撤
兵
問
題
な
ど
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は
ね
ツ
か
ら
気
乗
の
様
子
見
え
す
何
の
為
の
妥
協
沙
汰
と
呆
れ
も
す
れ
は

憤
慨
も
さ
れ
申
候　

こ
ん
な
事
で
は
到
底
駄
目
ニ
候　

も
う
位
取
り
て
露

国
に
数
歩
を
譲
り
ゐ
る
も
の
と
い
ふ
も
の
ニ
候　

政
府
も
駄
目
な
ら
国
民

も
駄
目
、
支
那
に
続
い
で
亡
び
る
も
の
は
必
す
日
本
な
り
と
、
情
の
激
す

る
時
に
は
タ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
も
ぶ
ツ
け
て
や
り
た
い
や
う
に
成
り
候
へ

（
以
下
略
）

14

　

こ
う
し
た
憤
懣
を
ぶ
ち
ま
け
る
二
葉
亭
の
気
質
の
基
底
に
あ
る
も
の

が
、「
予
が
半
生
の
懺
悔
」（
一
九
〇
八
）
で
語
ら
れ
る
、「
維
新
の
志
士
肌
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
二
葉
亭
は
「
私
が
ず
つ
と
子
供
の

時
分
か
ら
も
つ
て
ゐ
た
思
想
の
傾
向

│
維
新
の
志
士
肌
と
も
い
ふ
べ

き
傾
向
が
、
頭
を
擡
げ
出
し
て
来
て
、
即
ち
、
慷
慨
憂
国
と
い
ふ
や
う
な

輿
論
と
、
私
の
そ
ん
な
思
想
と
が
ぶ
つ
か
り
合
つ
て
、
其
の
結
果
、
将
来

日
本
の
深
憂
大
患
と
な
る
の
は
ロ
シ
ア
に
極
ま
つ
て
る
」
と
い
う
認
識
を

持
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
半
自
伝
的
な
小
説
で
あ
る

『
平
凡
』（
一
九
〇
八
）
で
は
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
が
長
州
の
思
想
家

吉
田
松
陰
の
崇
拝
者
で
あ
り
、「
留
魂
録
は
暗
誦
し
て
た
ほ
ど
だ
つ
た
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
心
性
は
二
葉
亭
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
二
葉
亭
も
幕
末
の
抗
争
を
経
験
し
た
世
代
に
属
さ
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
自
国
の
現
況
を
刷
新
し
た
い
と
い
う
欲
求
に
よ
っ
て
、
そ
れ

を
徳
川
幕
府
に
向
け
て
実
行
し
た
人
び
と
へ
の
共
感
を
覚
え
て
い
る
点

で
は
、
漱
石
と
同
じ
遡
及
的
な
倒
幕
派
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
批
判
の
図
式
は
、
漱
石
、
二
葉
亭
と
同
世
代
の
批
評
家
で

あ
っ
た
田
岡
嶺
雲
の
言
説
に
も
認
め
ら
れ
る
。
明
治
三
二
年
の
『
嶺
雲
揺

曳
』（
一
八
八
九
）
で
は
、「
維
新
の
革
命
は
実
に
幾
多
不
平
の
徒
の
手
に

よ
つ
て
成
さ
れ
ぬ
、
家
も
な
く
位
も
な
く
而
か
も
才
あ
る
幾
多
浪
士
の
経

営
に
成
り
ぬ
、
今
日
の
弊
に
し
て
極
ま
ら
ば
、
今
の
天
下
失
意
の
才
豈
に

ま
た
往
日
の
歴
史
を
再
び
せ
ざ
ら
ん
や
」

15
と
述
べ
ら
れ
、
現
在
の
国
の

担
い
手
た
ち
に
お
い
て
「
往
日
幕
末
浪
士
の
熱
誠
と
熱
意
と
あ
る
頗
ふ
る

疑
ふ
べ
し
」
と
い
う
疑
念
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
倒
幕
派

の
志
士
た
ち
に
照
ら
す
形
で
、
彼
ら
を
動
か
し
て
い
た
「
熱
誠
と
熱
意
」

の
減
退
し
た
結
果
と
し
て
、
人
材
的
に
は
か
な
り
の
重
な
り
を
持
つ
現
行

の
政
治
家
た
ち
の
あ
り
方
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
別
の
節

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、「
文
明
な
り
と
い
ふ
、
開
化
な
り
と
い
ふ
、
燦
々

爛
々
ま
こ
と
に
人
目
を
駭
お
ど
ろ
かす
に
足
る
な
り
。
然
れ
ど
も
こ
れ
外
見
の
み
、

こ
れ
皮
相
の
み
」
と
い
っ
た
批
判
も
、
日
本
人
の
生
活
に
十
分
内
在
化
さ

れ
な
い
文
明
開
化
の
「
外
発
」
性
を
指
摘
す
る
漱
石
の
口
吻
に
近
似
し
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

４　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
日
露
戦
争

　

こ
の
よ
う
に
同
世
代
の
文
学
者
た
ち
の
言
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
漱
石
の

対
社
会
的
な
意
識
の
あ
り
方
を
眺
め
て
い
く
と
、
そ
の
佐
幕
派
的
心
性
の

表
出
と
し
て
し
ば
し
ば
捉
え
ら
れ
る
『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
が
む
し
ろ
遡
及
的
な
倒
幕
派
で
あ
る
漱
石
の
、
自
国
へ
の
愛
着
と
批
判

が
背
中
合
わ
せ
に
折
り
合
わ
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る

の
で
あ
る
。
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
作
品
の
執
筆
の
時
期
で

あ
る
。
漱
石
が
ま
だ
一
高
と
東
京
帝
大
の
教
職
に
あ
っ
た
明
治
三
九
年
の

春
に
一
気
呵
成
に
書
か
れ
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
同
年
四
月
号
に
掲
載
さ
れ

た
こ
の
作
品
は
、
未
だ
日
露
戦
争
の
余
韻
の
残
る
な
か
に
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
。
日
露
戦
争
へ
の
反
応
は
、
同
時
期
に
連
載
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
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た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
「
五
」
章
に
、
自
己
を
ロ
シ
ア
軍
と
戦
っ
て

い
る
日
本
兵
に
見
立
て
た
「
吾
輩
」
が
、「
敵
」
で
あ
る
鼠
を
捕
ろ
う
と

奮
闘
す
る
場
面
に
も
明
瞭
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
自
国
の
重
大
な
出
来

事
を
写
し
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
へ
の
歩
み
寄
り
を
見
せ
つ
つ
、
結
局

「
吾
輩
」
が
何
ら
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
様

相
の
描
出
に
、
時
局
へ
の
揶
揄
的
な
眼
差
し
を
織
り
交
ぜ
て
い
た
の
だ
っ

た
。
あ
る
い
は
「
八
」
章
に
描
か
れ
る
、「
吾
輩
」
の
飼
い
主
で
あ
る
苦

沙
弥
先
生
の
存
在
を
日
頃
苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
資
産
家
の
金
田
が
、
中

学
校
の
生
徒
た
ち
を
使
っ
て
、
苦
沙
弥
の
家
の
庭
に
野
球
の
ボ
ー
ル
を

ひ
っ
き
り
な
し
に
打
ち
込
ま
せ
、
苦
沙
弥
が
そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る

場
面
も
、「
沙
河
と
か
奉
天
と
か
又
旅
順
と
か
」
だ
け
で
な
く
、
自
分
の

飼
い
主
の
家
を
舞
台
と
し
て
ま
さ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
「
戦
争
」
と
し
て

語
ら
れ
て
い
た
。

　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
お
い
て
も
日
露
戦
争
へ
の
言
及
は
ち
り
ば
め
ら
れ

て
い
る
。「
三
」
章
に
あ
る
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
蕎
麦
屋
で
「
天
麩
羅
蕎
麦
」

を
四
杯
た
い
ら
げ
た
翌
日
、
教
室
の
黒
板
に
「
天
麩
羅
先
生
」
と
大
書
さ

れ
る
か
ら
か
い
を
受
け
る
場
面
で
、「
一
時
間
あ
る
く
と
見
物
す
る
町
も

な
い
様
な
狭
い
都
に
住
ん
で
、
外
に
何
も
芸
が
な
い
か
ら
、
天
麩
羅
事
件

を
日
露
戦
争
の
様
に

0

0

0

0

0

0

0

触
れ
ち
ら
か
す
ん
だ
ら
う
」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う

感
想
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
覚
え
る
の
で
あ
り
、
文
脈
的
に
と
く
に
必
要
が
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
「
日
露
戦
争
」
と
い
う
国
家
的
な
出
来
事
と
あ
え
て

関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る

16
。
あ
る
い
は
後
半
の
「
十
」
章
の
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
が
「
山
嵐
」
と
と
も
に
中
学
校
と
師
範
学
校
の
生
徒
た
ち
の
喧
嘩
を
止

め
に
入
る
場
面
で
も
、
巡
査
が
や
っ
て
来
た
の
を
見
た
生
徒
た
ち
が
一

目
散
に
逃
げ
て
い
く
様
を
描
写
す
る
の
に
、「
田
舎
者
で
も
退
却
は
巧
妙

だ
。
ク
ロ
パ
ト
キ
ン
よ
り
も
旨
い
位
で
あ
る
」
と
、
日
露
戦
争
時
の
ロ
シ

ア
軍
の
極
東
軍
総
司
令
官
の
名
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ク
ロ
パ

ト
キ
ン
は
極
東
軍
の
指
揮
を
執
り
な
が
ら
、
消
極
的
な
作
戦
を
取
り
が
ち

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
退
却
将
軍
」
と
あ
だ
名
さ
れ
た
軍
人
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
も
人
間
同
士
の
衝
突
が
戦
争
と
い
う
国
家
間
の
争
闘
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
舞
台
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
漱
石
が
と
く

に
愛
着
を
持
た
ず
、
十
年
前
に
去
っ
た
松
山
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
理

由
も
た
や
す
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
当
時
の

松
山
は
日
露
戦
争
に
き
わ
め
て
縁
の
深
い
都
市
だ
っ
た
か
ら
だ
。
日
本
の

勝
利
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
秋
山
好
古
、
真
之
兄
弟
は
松
山
の
出
身
で
あ

り
、
し
か
も
弟
の
真
之
が
、
漱
石
の
親
友
で
あ
っ
た
正
岡
子
規
と
知
己
の

間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
地
に
設
置

さ
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
兵
の
捕
虜
収
容
所
は
、
主
と
し
て
将
校
ク
ラ
ス
の
軍

人
を
多
く
収
容
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
で
も
ロ
シ
ア
で
も
捕
虜
収

容
所
の
代
名
詞
的
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
松
山
の
名
所
で
あ
る
道

後
温
泉
は
、
行
動
の
自
由
を
か
な
り
与
え
ら
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
た

ち
の
落
と
す
金
に
よ
っ
て
潤
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
人
公

が
温
泉
に
連
日
通
う
『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
、
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
の
姿
が
現
れ

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
日
露
戦
争
時
に
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
な

ら
、
そ
の
方
が
自
然
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
を

登
場
さ
せ
な
い
描
き
方
が
、
こ
の
作
品
を
覆
っ
て
い
る
も
の
を
示
唆
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
赴
い
た
先
が
〈
ロ
シ
ア
〉

の
比
喩
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
た
め
に
、
逆
に
そ
の
空
間
に
具
体
的
な
ロ

シ
ア
人
の
姿
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
で
〈
ロ
シ
ア
〉
の
比
喩
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
第
一
に
ロ

シ
ア
を
象
徴
す
る
色
で
あ
る
「
赤
」
を
つ
ね
に
身
に
ま
と
い
、釣
り
に
行
っ
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て
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
釣
り
上
げ
た
「
ゴ
ル
キ
」
に
つ
い
て
、「
ゴ
ル
キ
と

云
ふ
と
露
西
亜
の
文
学
者
み
た
様
な
名
だ
ね
」
と
ロ
シ
ア
へ
の
言
及
を
口

に
す
る
、
教
頭
の
「
赤
シ
ャ
ツ
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
人
物
が
な
ぞ

ら
え
ら
れ
る
の
が
ロ
シ
ア
一
国
に
限
定
さ
れ
ず
、
維
新
以
降
、
日
本
が
文

明
の
先
達
と
し
て
模
倣
の
対
象
と
し
つ
つ
、
日
本
に
対
し
て
は
軽
侮
の
眼

を
投
げ
つ
づ
け
た
西
洋
列
強
全
般
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
こ
に
は
当
然
、
漱
石
の
留
学
先
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
も
含
ま
れ

る
。
周
知
の
よ
う
に
漱
石
は
二
年
半
を
イ
ギ
リ
ス
で
過
ご
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
「
尤
も
不
愉
快
の
二
年
」（『
文
学
論
』「
序
」
一
九
〇
七
）
と
称
す
る

よ
う
な
〈
イ
ギ
リ
ス
嫌
い
〉
に
な
っ
て
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
平
岡

敏
夫
は
こ
の
漱
石
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
舞
台
で
あ

る
四
国
の
小
都
市
を
イ
ギ
リ
ス
に
見
立
て
て
い
る
。
平
岡
が
こ
の
見
立
て

を
お
こ
な
う
根
拠
と
な
る
の
は
、
主
と
し
て
赴
任
先
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
つ

ね
に
自
分
の
行
動
を
他
人
に
監
視
さ
れ
て
い
る
感
覚
に
捉
え
ら
れ
、
そ
の

結
果
生
徒
た
ち
に
「
神
経
衰
弱
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
様
相

が
、
漱
石
が
ロ
ン
ド
ン
で
陥
っ
た
状
況
に
相
当
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
こ
か

ら
平
岡
は
こ
の
作
品
の
素
材
と
な
っ
た
も
の
が
、
松
山
体
験
で
あ
る
以
上

に
ロ
ン
ド
ン
体
験
で
あ
る
と
推
察
し
て
い
る

17
。

　

こ
の
見
立
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
赴
任
先
を

〈
西
洋
列
強
〉
の
比
喩
と
見
な
す
根
拠
と
な
る
要
素
は
他
に
も
様
々
に
見

出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
教
室
の
生
徒
た
ち
を
「
大
き
な
奴

ば
か
り
」
と
感
じ
、
一
方
自
分
が
「
江
戸
っ
子
で
華
奢
に
小
作
り
に
出
来

て
ゐ
る
」
と
見
な
す
対
比
も
、〈
西
洋
人
〉
に
向
か
っ
た
〈
日
本
人
〉
の

イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
ず
に
い
な
い
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
、
家
の

庭
に
野
球
ボ
ー
ル
を
打
ち
込
む
生
徒
た
ち
と
苦
沙
弥
が
張
り
合
う
構
図

が
日
露
戦
争
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
が
物
理
的
に
対
峙
す
る
こ
と
に
も
な
る
生
徒
た
ち
も
は
や
り
〈
ロ
シ
ア

兵
〉
の
比
喩
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
の
い
る

教
室
に
臨
も
う
と
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
最
初
「
敵
地
に
乗
り
込
む
様
な

気
」
が
す
る
の
で
あ
る
。

  

皮
肉
な
の
は
、坊
っ
ち
ゃ
ん
が
赴
任
し
た
都
市
を
、〈
イ
ギ
リ
ス
〉
や
〈
ロ

シ
ア
〉
を
混
在
さ
せ
た
〈
西
洋
列
強
〉
の
比
喩
と
見
な
す
こ
と
が
、
こ
の

作
品
を
「
佐
幕
派
」
と
反
対
の
側
に
置
く
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

平
岡
敏
夫
は
漱
石
が
「
佐
幕
派
」
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
『
坊
つ
ち

や
ん
』
を
取
り
上
げ
た
の
だ
っ
た
が
、主
人
公
の
赴
任
先
を
「
ロ
ン
ド
ン
」

の
比
喩
と
見
な
す
こ
と
は
、
当
然
彼
を
西
洋
へ
の
追
随
と
対
峙
を
つ
づ
け

た
〈
近
代
日
本
〉
の
比
喩
と
し
て
浮
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
〈
近
代
日
本
〉
を
率
い
た
の
が
薩
長
を
中
心
と
す
る
倒
幕
派
の
勢
力
で

あ
る
以
上
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
は
む
し
ろ
倒
幕
派
を
受
け
継
ぐ
心
性
を
語
っ

た
作
品
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
舞
台
が
松
山
に
同
定
さ
れ
る
都

市
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
地
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
佐
幕
派
の
藩
だ
っ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
今
見
た
よ
う
な
日
露
戦
争
へ
の
縁
の
深
さ

に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
な
は
ず
で
あ
る
。

    

ま
た
平
岡
や
小
谷
野
敦
、
小
森
陽
一
の
よ
う
な
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
「
佐

幕
派
」
と
見
な
す
視
点
か
ら
は
、
終
盤
に
描
か
れ
る
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山

嵐
が
共
闘
し
て
赤
シ
ャ
ツ
、
野
だ
い
こ
に
制
裁
を
加
え
る
場
面
は
、
戊
辰

戦
争
の
意
趣
返
し
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
山
嵐
が
、

戊
辰
戦
争
に
敗
れ
た
会
津
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
と
手
を
組
む

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
そ
の
共
感
者
と
し
て
の
佐
幕
派
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
彼

ら
が
対
峙
す
る
赤
シ
ャ
ツ
ら
は
〈
薩
長
〉
の
比
喩
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
き
わ
め
て
蓋
然
性
の
低
い
解
釈
で
あ
る
。

第
一
に
漱
石
の
な
か
に
、
戊
辰
戦
争
を
作
中
で
表
象
し
な
く
て
は
な
ら
な
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い
動
機
は
な
い
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
漱
石
は
つ

ね
に
未
来
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
自
身
と
国
の
あ
り
方
を
考
え
よ
う
と

す
る
文
学
者
で
あ
り
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
が
発
表
さ
れ
た
明
治
三
九
年
の

「
断
片
」
に
は
、「
明
治
ノ
三
十
九
年
ニ
ハ
過
去
ナ
シ
。
単
ニ
過
去
ナ
キ
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
又
現
在
ナ
シ
、
只
未
来
ア
ル
ノ
ミ
」
と
記
し
て
い
る
。
加
え
て

漱
石
は
〈
江
戸
〉
や
〈
徳
川
〉
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
侮
蔑
的
な
姿
勢
を

示
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
志
向
を
持
つ
文
学
者
が
、
四
十
年
近
く
前
に
お

こ
な
わ
れ
た
国
内
の
戦
い
を
、
徳
川
幕
府
の
側
に
立
っ
て
作
中
に
盛
り
込

む
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
赤
シ
ャ
ツ
ら
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、

「
貴
様
等
は
奸
物
だ
か
ら
、
か
う
や
つ
て
天
誅
を
加
へ
る
ん
だ
」
と
宣
言

し
、
彼
ら
を
待
ち
受
け
つ
づ
け
る
場
面
で
は
、
自
分
た
ち
を
「
天
誅
党
」

に
見
立
て
て
い
る
が
、「
天
誅
党
」
は
幕
末
の
文
久
六
年
（
一
八
六
六
）、

大
和
五
条
の
幕
府
代
官
所
を
襲
っ
た
倒
幕
派
の
一
党
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

は
っ
き
り
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
自
分
を
過
激
な
倒
幕
派
に
擬
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
、
松
山

中
学
で
の
漱
石
の
同
僚
で
あ
っ
た
数
学
教
師
の
弘
中
又
一
に
し
て
も
長

州
の
出
身
で
あ
り
、
倒
幕
派
と
の
類
縁
を
持
つ
の
で
あ
る
。

５　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
し
て
の
日
本

　

こ
の
よ
う
に
眺
め
れ
ば
、
作
中
の
表
象
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
坊
っ

ち
ゃ
ん
を
佐
幕
派
で
は
な
く
倒
幕
派
の
側
に
置
く
方
向
性
を
示
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
逆
行
す
る
要
件
と
な
る
の
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん

が
赤
シ
ャ
ツ
ら
と
対
峙
す
る
べ
く
共
闘
す
る
こ
と
に
な
る
相
手
で
あ
る

山
嵐
が
、会
津
出
身
で
あ
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ
の
連
帯
の
関
係
が
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
を
佐
幕
派
と
す
る
重
要
な
根
拠
に
な
る
わ
け
だ
が
、
む
し
ろ

そ
こ
に
こ
そ
、
漱
石
の
未
来
志
向
の
眼
差
し
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
長
州

│
会
津
と
い
う
対
立
は
、
国
際
的
な
視

点
か
ら
見
れ
ば
無
意
味
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
国
内
的
な
反
目
を

乗
り
越
え
て
連
帯
す
る
度
量
が
な
け
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
と
い
っ

た
〈
西
洋
列
強
〉
に
対
峙
し
え
な
い
と
い
う
認
識
が
、
漱
石
の
内
に
抱
か

れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
見
逃
せ
な
い
の
は
、
戊
辰

戦
争
に
相
当
す
る
対
立
が
作
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、
イ
ナ
ゴ

騒
動
が
山
嵐
の
煽
動
に
よ
る
も
の
と
い
う
、
釣
り
船
で
の
赤
シ
ャ
ツ
の
さ

さ
や
き
を
鵜
呑
み
に
し
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
そ
れ
以
降
し
ば
ら
く
彼
と
口

も
き
か
な
い
険
悪
な
関
係
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
長
州
と
会
津

の
反
目
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
山
嵐
と
と
も
に
、
赤
シ
ャ
ツ
ら
と
対
峙
す
る
姿
勢
を
得
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
終
盤
の
展
開
に
込
め
ら
れ
た
寓
意
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
漱

石
は
佐
幕
、
倒
幕
と
い
う
幕
末
の
図
式
自
体
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
持
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
倒
幕
派
の
文
脈
を
強
く
備
え
て

い
る
の
は
、
結
局
そ
の
勢
力
に
よ
っ
て
近
代
日
本
の
進
展
が
形
成
さ
れ
て

き
た
か
ら
で
あ
り
、
漱
石
の
眼
目
は
も
っ
ぱ
ら
、
近
代
日
本
の
形
象
と
し

て
の
主
人
公
の
輪
郭
や
行
動
に
託
す
形
で
、
自
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係

を
、
批
判
を
交
え
つ
つ
表
象
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
主
人
公
を
中
心
と
す

る
登
場
人
物
間
の
人
間
関
係
を
、
日
本
と
他
国
と
の
関
係
の
寓
意
的
な
縮

図
と
し
て
表
象
す
る
の
は
、「
吾
輩
」
と
鼠
と
の
争
い
や
、
苦
沙
弥
と
中

学
校
の
生
徒
た
ち
の
対
立
を
日
露
戦
争
の
戯
画
と
し
て
提
示
し
て
い
た
、

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
以
降
、
漱
石
の
作
品
世
界
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
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手
法
で
あ
る

18
。『
坊
つ
ち
や
ん
』
は
そ
の
手
法
の
と
り
わ
け
露
わ
な
作

品
で
あ
り
、
赤
シ
ャ
ツ
に
対
峙
す
る
決
意
を
固
め
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
「
成

程
世
界
に
戦
争
は
絶
え
な
い
訳
だ
。
個
人
で
も
、と
ど
の
詰
り
は
腕
力
だ
」

と
考
え
、
個
人
間
の
喧
嘩
が
国
家
間
の
戦
争
の
写
し
絵
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
照
応
は
、
明
治
三
八
年
に
書
か
れ
た
「
創
作
家

の
立
場
」（
一
九
〇
五
）
で
、「
僕
は
軍
人
が
え
ら
い
と
思
ふ
、
西
洋
の
利

器
を
西
洋
か
ら
貰
つ
て
来
て
、
目
的
は
露
国
と
喧
嘩
で
も
し
や
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ

の
だ
」（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
傍
証
さ

れ
て
い
る
。
漱
石
の
着
想
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
「
喧
嘩
」
は
国
家
間

の
「
戦
争
」
の
代
理
的
表
象
な
の
で
あ
る
。

　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
が
、
日
本
が
経
験
し
た
国
家
間
の
争
闘
を
写
し
取
っ

て
い
る
こ
と
は
、
終
盤
の
展
開
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
至
る
全
体
の
構
図

に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
赤
シ
ャ
ツ
に
「
天
誅
」
を
加

え
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
は
、
直
接
に
は
同
僚
の
英
語
教
師
の
「
う
ら
な

り
」
の
婚
約
者
で
あ
っ
た
、「
マ
ド
ン
ナ
」
を
赤
シ
ャ
ツ
が
横
取
り
し
た

と
考
え
、
山
嵐
が
そ
れ
に
同
意
し
た
か
ら
で
あ
り
、「
今
度
の
事
件
は
全

く
赤
シ
ャ
ツ
が
、
う
ら
な
り
を
遠
ざ
け
て
、
マ
ド
ン
ナ
を
手
に
入
れ
る
策

略
な
ん
だ
ら
う
と
お
れ
が
云
つ
た
ら
、
無
論
さ
う
に
違
ひ
な
い
。
あ
い
つ

は
大
人
し
い
顔
を
し
て
、
悪
事
を
働
い
て
、
人
が
何
か
云
ふ
と
、
ち
や
ん

と
逃
道
を
拵
へ
て
待
つ
て
る
ん
だ
か
ら
、
余
つ
程
奸
物
だ
。
あ
ん
な
奴
に

か
か
つ
て
は
鉄
拳
制
裁
で
な
く
つ
ち
や
利
か
な
い
と
、
瘤
だ
ら
け
の
腕
を

ま
く
つ
て
見
せ
た
」
と
い
う
や
り
と
り
に
よ
っ
て
、
二
人
の
共
闘
関
係
が

成
立
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
う
ら
な
り
が
婚
約
者
の
マ
ド
ン
ナ
を
赤
シ
ャ
ツ
に
奪
い
去
ら
れ

る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
が
思
い
込
む
成
り
行

き
は
、
端
的
に
は
日
清
戦
争
後
の
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
起
き
た
、

ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
「
三
国
干
渉
」
と
、
そ
の
後
の
展

開
と
照
応
し
て
い
る
。
下
関
講
和
条
約
に
よ
っ
て
日
本
に
割
譲
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
遼
東
半
島
が
、
そ
の
直
後
の
三
国
の
「
干
渉
」
に
よ
っ
て
返

還
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
屈
辱
的
な
事

態
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
と
り
わ
け
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
へ
の
怨

嗟
が
、「
臥
薪
嘗
胆
」
の
十
年
間
を
経
て
日
露
戦
争
へ
と
至
る
こ
と
に
な
っ

た
。
極
東
の
平
和
を
保
全
す
る
と
い
う
「
干
渉
」
の
名
分
が
建
前
に
す
ぎ

な
い
こ
と
は
当
初
か
ら
明
瞭
で
あ
り
、
予
想
さ
れ
た
と
お
り
、
遼
東
半
島

に
は
ロ
シ
ア
が
み
ず
か
ら
進
出
し
、
三
年
後
の
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）

に
は
南
端
の
旅
順
、
大
連
を
租
借
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯

を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
終
盤
で
、
う
ら
な
り

に
代
わ
っ
て
赤
シ
ャ
ツ
に
加
え
ら
れ
る
「
天
誅
」
が
、
日
露
戦
争
の
寓
意

と
し
て
の
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
寓
意
が
成
り
立
つ
前
提
と
し
て
、
う
ら
な
り
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
分

身
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品
で
う
ら
な
り
は
ま
さ
に
そ
う
し
た

存
在
と
し
て
象
ら
れ
て
い
る
。
う
ら
な
り
は
そ
の
あ
だ
名
が
示
す
よ
う

に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
〈
裏
〉
に
ほ
か
な
ら
ず

19
、
日
清
・
日
露
と
い
う
戦

争
を
お
こ
な
っ
て
き
た
明
治
日
本
の
趨
勢
を
、そ
の
寓
意
で
あ
る
「
喧
嘩
」

を
周
囲
の
人
間
と
の
間
に
引
き
起
こ
し
が
ち
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
託
し
つ

つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
洋
諸
国
に
対
し
て
真
に
自
律
的
な
姿
勢
を
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
〈
裏
〉
の
弱
さ
を
、
う
ら
な
り
と
い
う
弱
々
し
い
男
の

輪
郭
に
込
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
分
身
性
を
示
唆
す
る
よ
う
に
、
同

僚
た
ち
に
総
じ
て
辛
辣
な
眼
を
向
け
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
な
ぜ
か
う
ら
な

り
に
だ
け
は
寛
容
で
あ
り
、「
お
れ
は
君
子
と
云
ふ
言
葉
を
書
物
の
上
で

知
っ
て
る
が
、
こ
れ
は
字
引
に
あ
る
ば
か
り
で
、
生
き
て
る
も
の
で
は
な

い
と
思
つ
て
ゐ
た
が
、
う
ら
な
り
君
に
逢
つ
て
か
ら
始
め
て
、
や
つ
ぱ
り
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正
体
の
あ
る
文
字
だ
と
感
心
し
た
位
だ
」
と
い
う
感
慨
を
覚
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

一
方
赤
シ
ャ
ツ
に
横
取
り
さ
れ
る
相
手
で
あ
る
マ
ド
ン
ナ
は
、
遼
東
半

島
に
相
当
す
る
形
象
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
女
に
付
与
さ
れ
た
名
前

は
そ
の
寓
意
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
彼
女
の
「
遠
山
」
と
い
う
姓
は
、

平
地
が
少
な
く
大
半
を
「
山
」
が
占
め
る
地
勢
で
あ
り
、
ま
た
中
国
と
い

う
〈
遠
方
〉
に
位
置
す
る
と
と
も
に
、
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
一
層
「
遠
」

ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
遼
東
半
島
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
し
て
い
る
。

極
東
戦
略
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
持
っ
た
こ
の
半
島
は
、
不
凍
港
と
し

て
ロ
シ
ア
が
渇
望
し
た
よ
う
に
、
帝
国
主
義
的
侵
攻
を
企
て
る
列
強
の
垂

涎
の
的
で
あ
り
、
い
わ
ば
誰
も
が
ほ
し
が
る
〈
美
女
〉
で
あ
っ
た
。
興
味

深
い
の
は
、
こ
の
時
期
に
現
実
に
遼
東
半
島
を
〈
美
女
〉
に
譬
え
る
俗
謡

的
な
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
作
者
は
森
鴎
外
で
あ
り
、

日
露
戦
争
時
の
明
治
三
八
年
に
作
ら
れ
、「
箱
入
娘
の
歌
」
と
題
さ
れ
た

そ
の
歌
の
一
番
は
次
の
よ
う
な
歌
詞
を
持
っ
て
い
る

20
。

西
施
楊
貴
妃
生
ま
せ
た
親
の　

自
慢
娘
の
旅
順
ぢ
や
け
れ
ど

昔
く
ど
い
た
ら
つ
ひ
落
ち
た
の
を　

い
つ
か
忘
れ
て
養
女
に
い
つ
て

今
ぢ
や
ロ
シ
ア
の
箱
入
娘　

お
ち
ぬ
噂
が
世
界
に
高
い

　

こ
こ
で
は
遼
東
半
島
の
要
所
で
あ
る
旅
順
が
、
美
し
い
「
自
慢
娘
」
に

譬
え
ら
れ
、
こ
の
娘
を
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
一
旦
日
本
が
手
に

入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
三
国
干
渉
後
の
経
緯
に
よ
っ
て
「
今

ぢ
や
ロ
シ
ア
の
箱
入
娘
」
に
な
っ
て
い
る
と
前
提
さ
れ
た
上
で
、
今
度
の

戦
争
に
お
い
て
「
落
ち
ぬ
靡
か
ぬ
名
代
の
娘　

日
本
男
子
が
落
し
て
見
せ

う
」
と
い
う
内
容
が
二
番
以
降
の
歌
詞
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌

が
俗
謡
と
し
て
流
通
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
う
し
た
内
容
が
描

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
旅
順
を
「
箱
入
娘
」
に
譬
え

る
比
喩
が
一
般
的
な
了
解
の
地
平
に
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、漱
石
が
旅
順
を
含
む
遼
東
半
島
を
「
マ
ド
ン
ナ
」

に
見
立
て
た
と
し
て
も
、
別
に
奇
矯
な
着
想
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
以
降
漱
石
の
多
く
の
作
品
で
、
女
性
は
男
性
同
士
の
間
で
獲

得
が
争
わ
れ
る
客
体
的
な
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
基
底
に
あ
る
も
の
が
、
日
本
も
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
列
強
の
帝

国
主
義
的
拡
張
の
せ
め
ぎ
合
い
で
あ
り
、
人
間
同
士
の
関
係
を
国
家
間
の

交
渉
の
写
し
絵
と
す
る
漱
石
的
手
法
の
な
か
で
、
女
性
た
ち
は
中
国
や
韓

国
と
い
っ
た
、
日
本
の
侵
略
の
対
象
と
な
る
植
民
地
的
空
間
の
寓
意
を
帯

び
て
描
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
三
八
、三
九
年
頃
の
「
断
片
」
に

見
ら
れ
る
、「
二
個
の
者
がsam

e space 

ヲoccupy

ス
ル
訳
に
は
行
か
ぬ
。

甲
が
乙
を
追
ひ
払
ふ
か
、
乙
が
甲
を
は
き
除
け
る
か
二
法
あ
る
の
み
ぢ

や
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
は
、
帝
国
主
義
の
論
理
と
漱
石
的
世
界

の
表
象
の
原
理
に
と
も
ど
も
響
き
合
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。　

　

こ
う
し
た
照
応
を
作
中
に
仮
構
す
る
こ
と
は
、
一
見
漱
石
が
帝
国
主
義

的
拡
張
を
志
向
す
る
日
本
の
趨
勢
に
加
担
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
現
に
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
、漱
石
を
「
佐
幕
派
」

的
な
反
国
家
主
義
者
と
し
て
見
な
そ
う
と
す
る
把
握
が
強
く
あ
る
一
方

で
、
朴
裕
河
の
よ
う
に
、
明
瞭
に
漱
石
を
国
家
主
義
へ
の
加
担
者
と
し
て

見
な
そ
う
と
す
る
論
者
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
新
し
い
漱
石
観
に

属
す
る
が
、
朴
に
よ
れ
ば
漱
石
は
「「
日
本
」
の
た
め
に
、〈
国
家
〉
の
た

め
に
文
学
を
や
っ
た
」
表
現
者
に
ほ
か
な
ら
ず
、
強
調
さ
れ
が
ち
な
そ
の

個
人
主
義
も
、「「
国
家
」
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
か
っ
た
」
と

さ
れ
る
。『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
つ
い
て
は
、「
田
舎
」
を
侮
蔑
的
に
見
る
主
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人
公
の
眼
差
し
が
、「
都
会
と
男
」
に
「「
文
明
」
＝
近
代
の
部
分
」
を
収

斂
さ
せ
つ
つ
、
国
民
の
統
合
を
図
ろ
う
と
し
た
近
代
日
本
の
趨
勢
と
符
合

す
る
と
さ
れ
る
。

　

朴
の
漱
石
に
対
す
る
把
握
は
基
本
的
に
は
誤
り
で
は
な
く
、
漱
石
が

「「
日
本
」
の
た
め
に
、〈
国
家
〉
の
た
め
に
文
学
を
や
っ
た
」
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
「「
日
本
」
の
た
め
」
と
は
、
母
国
を
盲
目
的
に
是

認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
現
況
を
不
十
分
な

も
の
と
見
な
し
、
未
来
に
向
け
た
展
開
の
な
か
で
そ
の
是
正
を
求
め
る
批

判
的
意
識
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
先
に
引
用
し

た
、
各
作
品
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
近
代
日
本
に
対
す
る
批
判
と
揶
揄
の
言

葉
が
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
お
け
る
「
田
舎
」
に
し
て
も
、
そ
れ
は
文
字
通
り
の

田
舎
で
あ
る
以
上
に
、
遠
方
の
国
と
し
て
の
〈
西
洋
〉
を
象
っ
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
赴
任
先
の
中
学
校
を
牛
耳
っ
て
い
る

赤
シ
ャ
ツ
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
よ
り
も
〈
都
会
的
〉
な
風
体
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
赤
シ
ャ
ツ
に
「
天
誅
」
を
加
え
る
こ
と

も
、
日
露
戦
争
の
経
緯
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
単
純
に
自
国
の
凱
歌
を
歌

う
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
争
い
の
結
果
、
中
学
校
を
去
る
こ
と
に
な

る
の
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
方
で
あ
り
、
赤
シ
ャ
ツ
の
こ
の
世
界
に
お
け
る

覇
権
は
持
続
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。
そ
れ
は
当
然
、
日
露
戦
争
に
勝
っ

た
と
こ
ろ
で
、
日
本
が
国
際
社
会
に
お
い
て
〈
西
洋
列
強
〉
を
凌
駕
し
た

存
在
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
主
導
権
は
や
は
り
彼
ら
の
側
に
あ
る
と
い

う
、
漱
石
の
醒
め
た
眼
差
し
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
呼
ば
れ
る
こ
と
自
体
が
、
維
新

以
降
の
日
本
の
進
み
行
き
に
対
す
る
漱
石
の
批
判
的
眼
差
し
の
表
現
で

あ
っ
た
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
「
野
だ
の
畜
生
、
お
れ
の
事
を
勇
み
肌
の
坊

つ
ち
や
ん
と
抜
か
し
や
が
つ
た
」
と
言
っ
て
腹
を
立
て
る
よ
う
に
、
周
囲

の
人
間
に
こ
の
呼
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
を
好
ん
で
い
な
い
が
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
そ
れ
が
作
品
の
表
題
に
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ば
メ
タ
レ
ベ

ル
か
ら
付
与
さ
れ
た
表
題
は
、
結
局
日
本
が
ロ
シ
ア
へ
の
勝
利
に
よ
っ
て

「
一
等
国
」
を
自
称
し
よ
う
が
、
冷
静
に
見
れ
ば
〈
大
人
〉
で
あ
る
西
洋

と
同
列
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、未
だ
に
「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
い
う
〈
子

供
〉
の
域
に
あ
る
と
い
う
作
者
の
認
識
を
物
語
る
も
の
以
外
で
は
な
い
。

福
沢
諭
吉
が
「
西
洋
流
の
事
を
行
ひ
西
洋
流
の
物
を
作
る
の
錬
磨
に
於
て

は
、
我
日
本
人
の
齢
は
僅
に
十
歳
以
上
未
だ
二
十
歳
に
足
ら
ざ
る
少
年
の

如
し
」（『
通
俗
国
権
論
』）と
述
べ
、勝
海
舟
が「
西
洋
は
規
模
が
大
き
く
て
、

遠
大
だ
。﹇
中
略
﹈
ま
る
で
、
日
本
な
ど
は
、
子
供
扱
い
だ
」（『
海
舟
餘
波
』

一
八
九
九

21
）
と
語
る
よ
う
に
、
西
洋
諸
国
と
の
比
較
の
な
か
で
、
近
代

化
の
途
上
に
あ
る
日
本
を
〈
子
供
〉
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
の
は
、
明
治

期
の
知
識
人
に
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
個
人
と
国
家

を
相
似
的
に
連
関
さ
せ
る
着
想
が
、
漱
石
を
含
む
彼
ら
の
思
考
の
基
底
に

あ
り
、
そ
こ
に
彼
ら
が
国
家
に
批
判
的
な
国
家
主
義
者
と
し
て
の
、
遡
及

的
な
「
倒
幕
派
」
で
あ
る
所
以
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
註

（
１
）
木
村
毅
は
こ
の
著
作
で
、「
幕
府
方
」
の
所
産
と
し
て
近
代
文
学
を
捉
え
る
見
方

の
さ
ら
な
る
先
行
者
と
し
て
山
路
愛
山
を
挙
げ
て
い
る
。
山
路
は
「
基
督
教
評
論
」

で
幕
臣
や
会
津
人
と
い
っ
た
「
国
破
山
河
在
の
境
遇
を
経
験
し
た
る
も
の
」
に
よ
っ

て
、
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
を
基
軸
と
す
る
言
説
が
担
わ
れ
た
と
い
う
観
点
を
提
示

し
て
い
る
。
た
だ
木
村
の
『
新
文
学
の
霧
笛
』
に
お
い
て
は
、も
っ
ぱ
ら
〈
出
身
地
〉
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に
よ
っ
て
作
家
を
幕
府
方
、
反
幕
府
方
に
分
類
す
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
、
そ
の
表

現
の
性
格
が
ど
の
よ
う
に
「
佐
幕
派
」
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
小
森
陽
一
「
矛
盾
と
し
て
の
『
坊
つ
ち
や
ん
』」（『
漱
石
研
究
』
第
12
号
、

一
九
九
九
・
一
〇
）。

（
３
）
半
藤
一
利
『
漱
石
先
生　

お
久
し
ぶ
り
で
す
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
）。

（
４
）
大
久
保
利
謙
『
佐
幕
派
談
義
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
）。

（
５
）
大
久
保
利
謙
は
福
地
の
『
幕
府
滅
亡
論
』
に
つ
い
て
、「
い
か
に
も
突
っ
ぱ
な
し

た
外
様
的
冷
淡
さ
」
が
あ
る
と
し
、
ま
た
福
沢
も
「
幕
府
に
対
す
る
同
情
は
露
ほ
ど

も
な
」
い
点
で
「
外
様
幕
臣
」
と
し
て
の
性
格
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
。

（
６
）
福
地
桜
痴
の
引
用
は
す
べ
て
明
治
文
学
全
集
11
『
福
地
桜
痴
集
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
六
六
）
に
よ
る
。

（
７
）
福
沢
諭
吉
の
引
用
は
『
福
翁
自
伝
』、
岩
波
書
店
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
七
巻

（
一
九
五
九
）
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
は
明
治
文
学
全
集
8
『
福
沢
諭
吉
集
』（
筑
摩
書

房
、
一
九
六
六
）
に
よ
っ
た
。

（
８
）
引
用
は
勝
海
舟
全
集
第
21
巻
『
氷
川
清
話
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
）
に
よ
る
。

（
９
）
漱
石
の
引
用
は
す
べ
て
岩
波
書
店
『
漱
石
全
集
』（
一
九
九
三
〜
九
九
）
に
よ
る
。

（
10
）『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
漱
石
の
滞
英
三
年
目
に
当
た
る
明
治

三
五
年
（
一
九
〇
二
）
で
あ
る
。
漱
石
は
帰
国
後
こ
の
ノ
ー
ト
を
東
京
帝
大
で
の
英

文
学
講
義
の
た
め
に
書
き
換
え
、『
文
学
論
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、『
ノ
ー
ト
』
執
筆
時
の
企
図
は
「（
1
）
世
界
ヲ
如
何
ニ
観
ル
ベ
キ
」「（
2
）
人

生
ト
世
界
ト
ノ
関
係
如
何
、
人
生
ハ
世
界
ト
ハ
関
係
ナ
キ
カ
、
関
係
ア
ル
カ
、
関
係

ア
ラ
バ
其
関
係
如
何
」（
い
ず
れ
も
「
大
要
」）
と
い
っ
た
、「
世
界
」
の
な
か
に
自

己
と
日
本
と
い
う
自
国
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
の
追
求
で
あ
り
、「
欧

州
」と
比
較
し
た「
日
本
ノ
地
位
」へ
の
考
察
も
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。『
文

学
論
』「
序
」
に
記
さ
れ
た
、「
一
切
の
文
学
書
を
行
李
の
底
に
収
め
た
り
」
と
い
う

記
述
も
、実
は
『
文
学
論
』
よ
り
も
『
ノ
ー
ト
』
の
方
に
よ
り
該
当
す
る
の
で
あ
る
。

（
11
）『
柳
橋
新
誌
』の
引
用
は
明
治
文
学
全
集
4
『
成
島
柳
北
・
服
部
撫
松
・
栗
本
鋤
雲
集
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
）
に
よ
る
。

（
12
）
前
田
愛
は
『
柳
橋
新
誌
』
に
つ
い
て
「
江
戸
の
洗
練
さ
れ
た
文
化
が
、
田
舎
武
士

の
異
質
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
遭
遇
し
た
さ
い
の
抵
抗
感
の
表
現
」
で
あ
り
、「
江
戸
人

で
あ
る
柳
北
の
繊
細
な
美
意
識
は
、薩
長
の
田
舎
侍
の
野
蛮
な
活
力
に
刺
戟
を
受
け
、

そ
こ
に
文
学
的
な
結
晶
作
用
が
促
進
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
本
文
学　

幕
末
の
文
学
』
学
生
社
、
一
九
七
七
）
佐
幕
派
の
本
質
が
そ
こ
に
あ
る

な
ら
ば
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
主
人
公
は
そ
の
「
異
質
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
や
「
野
蛮

な
活
力
」
に
よ
っ
て
、や
は
り
「
薩
長
の
田
舎
侍
」
的
な
性
格
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

（
13
）
さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
同
じ
年
の
森
田
草
平
宛
書
簡
で
も
漱
石
は
、「
功
業
は
百
歳

の
後
に
価
値
が
定
ま
る
。﹇
中
略
﹈
百
年
の
後
に
は
百
の
博
士
は
土
と
化
し
千
の
教

授
も
泥
と
変
ず
べ
し
」（
一
九
〇
六
・
一
〇
・
二
一
付
）
と
記
し
、
現
在
の
社
会
的
な

価
値
が
百
年
後
に
は
激
変
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
語
っ
て
い
る
。

（
14
）
二
葉
亭
四
迷
の
引
用
は
す
べ
て
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
）

に
よ
る
。

（
15
）
引
用
は
明
治
文
学
全
集
83
『
明
治
社
会
主
義
文
学
集
第
1
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
）
に
よ
る
。

（
16
）
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
た
い
ら
げ
た
「
天
麩
羅
蕎
麦
」
の
「
四
杯
」
と
い
う
数
も
、
日
本

の
近
代
化
の
経
緯
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
「
四
杯
」
と
い
う
言
葉
が
想
起
さ
せ
る

も
の
は
、「
黒
船
」
来
航
時
の
日
本
人
の
反
応
を
諷
し
た
「
泰
平
の
眠
り
を
覚
ま
す

蒸
気
船
（
上
喜
撰
）
た
つ
た
四
杯
で
夜
も
眠
れ
ず
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
狂
歌
で

あ
ろ
う
。「
天
麩
羅
」
も
〈
南
蛮
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
起
源
と

す
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
け
ば
、
こ
の
「
天
麩
羅
蕎

麦
」
を
「
四
杯
」
と
い
う
過
剰
な
食
欲
を
示
す
数
字
に
は
、〈
南
蛮

│
西
洋
〉
に

対
す
る
対
抗
的
な
姿
勢
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
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（
17
）
平
岡
敏
夫
『「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
』（
塙
新
書
、
一
九
九
二
）。

（
18
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『
漱
石
の
な
か
の
〈
帝
国
〉

│
「
国
民
作
家
」
と
近

代
日
本
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
）
で
詳
述
し
て
い
る
。

（
19
）
う
ら
な
り
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
〈
裏
〉
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
は
平
岡
敏
夫
『
漱
石　

あ
る
佐
幕
派
子
女
の
物
語
』（
前
出
）
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
引
用
は
岩
波
書
店
『
鴎
外
全
集
』
第
十
九
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
）
に
よ

る
。
な
お
こ
の
歌
詞
の
参
照
は
末
延
芳
晴
『
森
鴎
外
と
日
清
・
日
露
戦
争
』（
平
凡
社
、

二
〇
〇
八
）
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）朴
裕
河『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ー
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

│
漱
石
・
文
学
・
近
代
』

（
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
〇
七
）。

（
22
）
引
用
は
日
本
の
名
著
32
『
勝
海
舟
』(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
）
に
よ
る
。
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『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』、あ
る
い
は
、レ
ト
リ
ッ

ク
は
歴
史
か
ら
遊
離
し
な
い
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て

柳
原
孝
敦
著

『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』

エ
デ
ィ
マ
ン　
二
〇
〇
七
年
九
月

　

現
在
、
公
務
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
学
を
調
査
す
る
た
め
に
サ
ン
・

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
滞
在
し
て
い
る
。
明
後
日
に
は
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス

に
移
動
し
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
へ
と
移
動
す
る
。
か

ん
た
ん
に
い
う
と
、
こ
の
旅
に
出
発
す
る
ま
で
は
多
忙
で
、
落
ち
着
い
て

柳
原
孝
敦
氏
の
御
著
書
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
に
集

中
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
成
田
か
ら
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
向
か
う
機

中
と
、
つ
か
の
ま
の
休
日
と
な
る
到
着
直
後
の
日
曜
日
の
午
後
に
、
萎
え

る
思
考
力
を
奮
い
起
こ
し
、
三
百
ペ
ー
ジ
近
く
に
お
よ
ぶ
大
作
に
あ
ら
た

め
て
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
空
港
か
ら
の
移
動
に
際

し
て
、
こ
う
し
た
成
り
行
き
に
も
奇
妙
な
偶
然
の
一
致
と
思
わ
れ
か
ね
な

い
要
素
が
多
分
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス

は
旧
ス
ペ
イ
ン
領
で
あ
り
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
近
辺
の
町
の
内
外

を
つ
な
ぐ
交
通
機
関
バ
ー
ト
で
市
内
を
移
動
す
る
最
中
に
も
、
ス
ペ
イ
ン

風
の
建
築
が
立
ち
並
ぶ
景
色
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
線
路
に
平
行

し
て
走
る
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
側
壁
も
、
他
の
地
域
に
は
珍
し
い
ス
ペ
イ
ン
風

の
装
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
部
で
は
な
い

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
か
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
サ
ン
・
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
高
い
樹
」
を
意

味
す
るPalo A

lto

に
あ
る
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
建
物
は
、
異
国
的
だ

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
ラ
テ
ン
風
の
佇
ま
い
を
持
つ
。
ま
た
、
い
っ
た
ん

北
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
離
れ
て
、
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
や
サ
ン
・
デ
ィ

エ
ゴ
な
ど
の
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
地
域
に
足
を
踏
み
入
れ
れ
ば
、
あ
る
意

味
で
合
衆
国
を
代
表
す
る
と
も
言
え
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
が
、
じ
つ
は
合

衆
国
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
中
南
米
と
の
人
種
的
、

文
化
的
交
差
点
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
サ
ン
・
デ
ィ

エ
ゴ
ま
で
南
に
く
だ
れ
ば
、
国
境
を
隔
て
た
向
こ
う
側
が
す
ぐ
テ
ィ
フ
ァ

ナ
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
ハ
イ
・
ク
ラ
ス
を
気
取
っ

た
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
や
ジ
ャ
ズ
・
バ
ー
、
あ
る
い
は
ヒ
ッ
プ
な
ス

ペ
イ
ン
趣
味
で
は
な
く
、
た
く
み
に
日
本
語
を
あ
や
つ
り
、
外
貨
を
獲
得

し
よ
う
と
す
る
人
々
や
、
国
境
を
越
え
て
よ
り
豊
か
な
合
衆
国
と
融
合
す

る
こ
と
を
夢
見
る
人
々
が
、
国
境
の
こ
ち
ら
側
よ
り
も
濃
厚
な
熱
気
を
放

ち
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
メ
キ
シ
コ
の
人
々
は
、
お

そ
ら
く
柳
原
氏
が
同
書
で
十
九
世
紀
末
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
つ
い

て
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
敗
北
し
つ

つ
も
、
政
府
と
は
無
関
係
に
文
化
を
構
築
し
続
け
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て

い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
う
し
た
地
域
を
旅
す
る
に
あ
た
っ
て
、
柳
原
氏
の
ご
著
書
の
第
一
部

後
半
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
」、「
文
学
と
し
て

の
勝
利
／
政
治
と
し
て
の
敗
北
」
な
ど
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
読
み
進
む
際
に

感
じ
る
よ
う
な
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
化
と
の
心
地
よ
い
ず
れ
と
あ
る

種
の
祝
祭
性
を
感
じ
る
こ
と
が
な
く
も
な
い
。
そ
れ
を
「
現
実
」
と
そ
れ

に
た
い
す
る
「
幻
想
」
の
二
重
性
と
し
て
定
義
し
つ
つ
、「
マ
ジ
ッ
ク
リ
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ア
リ
ズ
ム
」
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
を
議
論
す
る
こ
と
は
差
し

控
え
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
ず
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
文
学
の
魅
力
と
さ
れ
て
き
た
祝
祭
性
を
生
み
出
す
装
置
と
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
実
感
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
柳
原
氏
が
描
か
れ
る
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
を
特
徴
づ
け
る
は
ず
の
ず
れ
、
あ
る
い
は
柳
原
氏
の
論
述
の
枠

組
み
の
特
異
性
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
の
基
本
概
念
と
し
て

の“différance”
に
結
び
つ
け
て
も
よ
い
よ
う
な
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
も
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
で
も
あ
り
う
る
奇
妙
な
ず
れ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
の
風
景
と
柳
原
氏
の
文
学
史
的
な
野
心
に
満
ち
た
記
述
が
オ
ー

ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
幻
想
に
見
舞
わ
れ
る
と
き
、
ラ
テ
ン
語
を
起
源
と
す

る
英
語vertigo

と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
な
目
眩
と
混
乱
に
襲

わ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
求
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的

に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
」
も
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
も
、
じ
つ
は
耳
慣
れ

な
い
言
葉
で
あ
る
。
評
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学

は
長
ら
く
日
本
の
読
者
に
は
親
し
み
深
い
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
最
初
の

ブ
ー
ム
は
、
お
そ
ら
く
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
起
き
た
。
学

生
の
頃
、
ま
だ
東
京
の
各
所
に
残
存
し
て
い
た
古
本
屋
の
店
頭
に
は
、
そ

の
頃
の
ブ
ー
ム
の
名
残
と
し
て
バ
ル
ガ
ス
・
リ
ョ
サ
、
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・

ボ
ル
ヘ
ス
そ
の
他
の
翻
訳
が
置
か
れ
て
い
た
し
、大
学
の
文
学
志
望
の
「
青

年
」
た
ち
の
間
で
は
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
ま
だ
新
し
い
未
知
の
作
家
と
し
て
読

ま
れ
て
い
た
。
い
い
か
た
は
悪
い
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
な
ど
が
い
わ
ば
正
統
派
の
作
家
で
あ
っ
た
の
に

た
い
し
て
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
し
ば
し
ば
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
な
ど
と
一

緒
に
さ
れ
、
倫
理
性
や
伝
統
的
な
美
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
作
家
た
ち

か
ら
は
一
線
を
画
す
る
、
深
遠
な
言
語
論
的
形
而
上
学
に
も
と
づ
い
た
作

品
を
書
い
た
異
端
の
作
家
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
お
そ

ら
く
第
二
次
ブ
ー
ム
は
八
〇
年
代
に
起
き
た
。『
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
』、「
逃
走
」
と
い
っ
た
時
代
的
な
学
芸
、
文
芸
の
意
匠
に
一
致
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
、
フ
ー
コ
ー
や
デ
リ
ダ
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
構

造
主
義
」
の
初
期
の
受
容
が
文
学
の
理
解
に
影
響
し
た
の
か
、
ア
メ
リ
カ

の
黒
人
文
学
ブ
ー
ム
な
ど
と
重
な
っ
て
も
い
た
は
ず
の
第
三
世
界
の
文
学

と
し
て
の
意
味
合
い
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
付
与
し
て
い
た
か
も
知

れ
な
い
第
一
次
ブ
ー
ム
と
は
違
い
、
焼
酎
の
商
標
と
し
て
つ
か
わ
れ
も
し

た
『
百
年
の
孤
独
』
の
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
作
家
た
ち
の
作
品
は
、
読
ま
れ
、
消
費
さ
れ
、
模
倣
さ
れ
、
こ

と
に
よ
る
と
忘
れ
去
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
頃
の
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
文
学
流
行
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
お
そ
ら
く
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ

ム
ソ
ン
な
ど
の
合
衆
国
の
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て
多
用
さ
れ
た
マ
ジ
ッ
ク

リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
学
作
品
を
模
倣
し
よ
う
と

し
た
、『
マ
シ
ア
ス
・
ギ
リ
の
失
脚
』
の
池
澤
夏
樹
の
よ
う
な
書
き
手
も

あ
ら
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

柳
原
氏
に
よ
る
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
」
の
定
義
は
明
快
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
力
と
経
済
力
、
お
よ
び
帝
国
主
義
的
な
拡
張
主
義

を
脅
威
と
感
じ
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
文
化
人
た
ち
が
構
成
し
た
反

近
代
、
反
ア
メ
リ
カ
を
趣
旨
と
す
る
言
説
、
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、

柳
原
氏
は
集
合
的
に
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
柳
原
氏
は
、
同
時
に
そ
の
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

主
義
」
が
ま
っ
た
く
凡
庸
な
紋
切
り
型
の
パ
タ
ン
で
あ
る
と
あ
っ
さ
り
と
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認
知
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
柳
原
氏
は
、
書
き
手
が
文
学
者
で
あ
っ
て
も
そ

う
で
な
く
て
も
、
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
の
範
疇
に
属
さ
な
い
テ
ク
ス
ト
を

冒
頭
か
ら
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
ル
ヘ
ス
や
ド
ノ
ソ
、
カ
ル
ペ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
、
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ

ス
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
英
米
文
学
に
影
響
さ
れ
、
文
芸
的
な
作
品
構
成

法
を
も
ち
い
た
作
家
た
ち
と
彼
ら
の
文
学
的
な
著
作
に
親
し
ん
だ
評
者
の

よ
う
な
古
典
的
読
者
に
と
っ
て
、
著
者
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
あ
る
種
驚

く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
た
。
柳
原
氏
の
著
作
が
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
時

代
は
、
巻
末
に
付
さ
れ
た
年
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
八
一
〇
年
以

降
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
化
史
で
あ
る
。
あ
え
て
「
文
化
史
」
と
呼
ぶ
理

由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
柳
原
氏
が

扱
わ
れ
て
い
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
時
代
は
、
欧
米
の
ロ
マ
ン
テ
ィ

シ
ズ
ム
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
つ
ま
り
近
代
文
学

の
幕
開
け
の
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
で
あ
り

な
が
ら
も
柳
原
氏
は
、
冒
頭
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の

建
築
に
つ
い
て
の
カ
ル
ペ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
や
、
三
百

ペ
ー
ジ
の
長
さ
の
本
書
の
各
所
で
引
用
さ
れ
る
、
文
人
た
ち
の
お
も
に
政

治
・
文
化
運
動
に
か
か
わ
る
文
書
を
取
り
あ
げ
、
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
を

ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
を
拒
む
ば
か
り
か
、
後
半
部
で
は
ツ

ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
に
言
及
す
る
な
ど
し
な
が
ら
も
、
作
品
の
構
造
分

析
を
行
う
こ
と
を
も
拒
否
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
に
は
な
か
っ
た
、
ま
っ
た
く
新
し
い
姿
勢
で
は
な
い

の
か
？

　

冒
頭
の
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
建
築
に
つ
い
て
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文

人
た
ち
の
言
葉
か
ら
本
書
の
論
述
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ

も
徴
候
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
西
欧
に
お
い
て
は

中
世
以
来
、
建
築
は
典
型
的
に
時
代
的
な
意
匠
や
、
柳
原
氏
が
好
む
ら
し

い
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
」
を

顕
著
に
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
本
書
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し

て
一
カ
所
だ
け
で
言
及
さ
れ
て
い
る
宗
教
と
結
び
つ
い
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
建

築
や
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
、
あ
る
い
は
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
大
学
の
建
築
に
際
し
て
も
ち
い
た
ギ
リ
シ
ャ
風
建
築
、
あ
る
い
は

柳
原
氏
が
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
な
ど
は
、
各
時
代

の
文
化
と
権
力
と
の
結
び
つ
き
を
、
構
築
物
と
し
て
顕
著
に
示
す
も
の
で

も
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
十
八
世
紀
、
十
九
世
紀
、
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い

て
は
、
そ
う
し
た
構
築
物
と
し
て
の
家
を
代
表
的
な
例
と
し
て
、
内
部
と

外
部
を
隔
て
、
三
次
元
的
な
構
築
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
建
築
や
そ
の

構
造
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
か
つ
有
機
的
な
全
体
性
と
弁
証
法
的
な
歴
史

性
を
持
っ
た
文
学
作
品
の
比
喩
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
部
と
し
て
も

ち
い
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
リ
ン
カ
ー
ン
の“house divided”

ス
ピ
ー
チ

に
お
け
る
よ
う
に
、
国
家
の
比
喩
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
か
ん
す
る
文
字
通

り
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
も
し
た
。
た
と
え
ば
ガ
ル
シ
ア
＝

マ
ル
ケ
ス
は
、『
族
長
の
秋
』、『
百
年
の
孤
独
』、『
予
告
さ
れ
た
殺
人
の

記
録
』
な
ど
で
同
様
の
レ
ト
リ
ッ
ク
や
比
喩
を
構
造
的
に
解
体
し
つ
つ
、

同
時
に
利
用
し
て
も
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？

　

構
造
化
と
脱
構
造
化
を
同
時
に
進
行
さ
せ
つ
つ
、
構
造
と
非
構
造
的

な
も
の
の
序
列
を
逆
転
さ
せ
る
形
式
を
お
そ
ら
く
「
脱
構
築
」
と
よ
ぶ

の
だ
が
、
建
築
物
と
し
て
の
家
そ
の
他
の
増
殖
を
、
ゴ
シ
ッ
ク
風
に
、

自
意
識
的
に
扱
う
『
百
年
の
孤
独
』
な
ど
に
お
い
て
も
、「
脱
構
築
」

（de-construction

）
は
当
然
の
ご
と
く
具
体
的
な
建
築
物
に
よ
っ
て
比
喩

的
に
表
象
さ
れ
る
「
家
」
の
イ
メ
ジ
に
そ
く
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ガ

ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
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ク
ナ
ー
に
し
て
も
、
初
期
作
品
か
ら
家
と
そ
れ
が
持
つ
閉
鎖
空
間
を
家
の

イ
メ
ジ
に
よ
っ
て
表
象
し
て
い
た
し
、
人
種
問
題
も
ま
た
、
西
欧
的
な
家

と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
に
似
て
合
衆
国
そ
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
が
な
い
ア
メ
リ
カ
南

部
を
描
く
代
表
的
作
品
で
あ
る
『
八
月
の
光
』
や
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
ア
ブ

サ
ロ
ム
！
』
が
、
原
稿
段
階
で
は
と
も
に“the dark house”

と
題
さ
れ
て

い
た
こ
と
な
ど
は
顕
著
に
知
ら
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
繰
り
返
し

描
く
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
郡
の
郡
役
所
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
建
築
物
で
あ

り
、
国
家
や
共
同
体
の
比
喩
と
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

　

柳
原
氏
は
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
建
築
に
た
い
す
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

の
文
人
た
ち
の
批
判
か
ら
本
書
を
書
き
起
こ
す
こ
と
で
、
建
築
に
代
表
さ

れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
的
構
築
性
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
に

違
い
な
い
。
こ
の
批
判
精
神
は
、「
私
た
ち
」
と
い
う
、
論
述
の
主
体
と

さ
れ
る
集
合
体
に
共
有
さ
れ
る
視
点
と
し
て
、
お
そ
ら
く
本
書
全
体
を
貫

き
、
文
学
作
品
を
論
じ
る
こ
と
を
柳
原
氏
に
許
さ
な
い
の
だ
。
お
そ
ら
く

こ
の
傾
向
に
は
、
近
代
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
そ
の
美
学
を
回
避
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
し
、
か
つ
西
欧
的
な
建
築
と

同
一
視
さ
れ
か
ね
な
い
、
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
文
学
の
制
度
か
ら

の
逃
走
の
意
志
が
読
み
取
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
二
項
対
立
的
「
構
造
」
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
冒
頭
部
分
で
、

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
建
築
に
つ
い
で
パ
リ
の
建
築
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
あ
る
種
の
連
続
性
を

持
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
＝
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
＝
構
築
性
＝
近
代
＝
文
学
／
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
＝
非
構
築
性
＝
近
代
の
否
定
＝
文
化
と
い
う
、
二
項
対
立
的
に
相
反
す

る
イ
メ
ジ
の
連
鎖
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
主
義
」
が
十
九
世
紀
以
来
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
帝
国
主
義
的
拡
張
主

義
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
そ
し
て
柳
原
氏
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
民
主

主
義
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
国
家
と
文
化
と
の
一
致
を
前
提
と
す
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
「
言
説
」
と
し
て
、
十
九
世
紀
初
頭
以
来
、

現
在
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
文
化
圏
内
で
反
復
さ
れ

て
き
た
と
い
う
の
が
本
書
に
お
け
る
柳
原
氏
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
主
張

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
上
記
の
二
項
対
立
的
な
比
喩
、
隠
喩
、
あ
る
い

は
お
そ
ら
く
正
確
に
は
換
喩
と
呼
ば
れ
る
べ
き
語
の
連
鎖
は
、「
反
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
に
違
い

な
い
に
し
て
も
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
お
そ
ら
く

は
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
り
あ
え
ず
よ
ん
で
も
よ
い
よ
う
な
態
度
と
連

接
す
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
本
書
に
お
け
る
柳
原
氏
の
議
論
の
骨
子
と

な
る
「
構
造
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
＝
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
＝
構
築
性
＝
近
代
＝
文
学
＝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
対
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
＝
非
構
築
性
＝
反
近
代
＝
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
、
二
項
対
立

的
な
構
図
で
あ
る
。

　

ガ
ヤ
ー
ト
リ
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
や
ポ
ー
ル
・

ド
・
マ
ン
の
視
点
が
批
評
的
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
い

る
し
、
後
半
で
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
か
か
わ
っ
て
、「
声
」
の
概
念

に
触
れ
る
コ
メ
ン
ト
も
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
本
書
が
脱
構
築
的

な
体
裁
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

な
い
も
の
ね
だ
り
は
覚
悟
の
う
え
で
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
的
な
換
喩
の

連
鎖
が
絶
対
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
ど

う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
上
記
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
連
綿
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の



167

Reviews

系
譜
を
系
譜
学
的
に
分
析
す
る
好
著
で
あ
る
。
あ
え
て
文
学
作
品
を
あ
つ

か
わ
な
い
潔
さ
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
強
い
親
近
感
を
抱
き
、
セ

ル
バ
ン
テ
ス
や
ラ
ブ
レ
ー
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
や
カ
フ
カ
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ

や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
習
っ
た
ボ
ル
ヘ
ス
や
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
に
触
れ

る
こ
と
を
し
な
い
大
胆
さ
も
、
こ
れ
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
な
の
か
と

叫
び
た
く
な
る
ほ
ど
に
新
し
い
。
柳
原
氏
の
方
法
論
を
「
新
歴
史
主
義
」

的
で
あ
る
と
陳
腐
に
定
義
し
て
み
る
よ
り
も
、
百
科
全
書
的
な
知
の
展
覧

に
目
を
み
は
る
こ
と
の
ほ
う
が
本
書
に
た
い
す
る
正
確
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン

の
と
り
か
た
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。「
文
学
」、「
文
芸
」
や
「
美
学
」

の
全
盛
期
を
恋
い
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
な
ど
吹
き
飛
ば

す
ほ
ど
に
、
本
書
は
資
料
的
な
魅
力
に
満
ち
満
ち
て
お
り
、
文
学
を
中
心

と
し
て
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
化
を
わ
ず
か
な
が
ら
に
覗
き
見
た
評
者
の
よ

う
な
生
半
可
な
文
学
屋
に
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
見

せ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ま
っ
た
く
申
し
分
な
い
野
心
作
で
あ
る

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、批
評
的
方
法
論
の
教
科
書
で
あ
る
と
い
っ

て
も
い
い
ほ
ど
に
、
各
章
の
必
要
に
応
じ
て
現
代
批
評
の
視
点
や
比
較
的

新
し
い
批
評
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す

る
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
上
記
の
フ
ー
コ
ー
、
ト
ド
ロ
フ
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
、

ド
・
マ
ン
、
デ
リ
ダ
だ
け
で
な
く
、
松
浦
寿
輝
、
東
浩
紀
、
古
矢
旬
、
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
な
ど
が
、「
私
た
ち
」
を
代
表
す
る
本
書

語
り
手
の
対
話
者
た
ち
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
豊
か
な
対
話
を
な
し
え
た

著
者
に
、
評
者
は
羨
望
を
覚
え
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
書
は
、

優
れ
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
化
研
究
者
に
よ
る
、
七
〇
年
代
か
ら
現
在
ま

で
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
批
評
の
成
果
の
集
大
成
で
も
あ
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
も
し
上
記
の
「
構
造
」
が
本
書
に
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
る

の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
構
造
を
特
権
的
な
も
の
と
し
て
批
判
す
る
は
ず
の

ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
前
提
が
覆
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
も
感
じ

る
。
こ
れ
は
、
評
者
に
よ
っ
て
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か
も
知
れ
な
い
。

現
在
の
評
者
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
構
造
は
文
化
体
系
な
ど
の
閉
じ

た
領
域
の
特
質
と
し
て
特
定
さ
れ
、
議
論
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
が
、
そ

う
し
た
「
構
造
」
は
実
際
に
ど
こ
か
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
文
化
や
言
説
を
分
析
す
る
際
に
、
も
し
文
化
な
り
テ
ク
ス
ト

な
り
の
構
造
を
特
権
化
し
て
語
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
来
的
に
は

不
在
で
あ
る
も
の
を
本
来
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
特
権
化
す
る
と
い

う
意
味
で
、
西
欧
中
心
主
義
的
な
存
在
論
や
構
築
性
に
加
担
す
る
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
立
場
を
と
る
批
評

に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
柳
原
氏
が
古
矢
旬

氏
に
よ
る
現
実
的
、
歴
史
的
な
ア
メ
リ
カ
政
治
論
を
参
照
し
つ
つ
構
造
と

し
て
抽
出
す
る
、
独
立
し
た
個
人
や
州
の
集
合
体
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
」
の
あ
り
か
た
も
ま
た
、
歴
史
的
に
合
衆
国
が
持
ち
得
た
現
実
の

力
と
は
別
個
に
、
柳
原
氏
が
古
矢
氏
を
引
用
し
な
が
ら
合
衆
国
が
成
立
し

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
他
の
可
能
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
政
治
的
構
造
の
あ
り
か
た
を
抑

圧
し
た
う
え
で
し
か
特
定
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
構
造
化
と
同
時
に
生

起
す
る
階
層
構
造
を
必
然
的
に
前
提
と
す
る
。
お
そ
ら
く
、
柳
原
氏
が
こ

の
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
の
理
解
の
過
程
に
と
っ
て
非

常
に
重
要
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
批
評
的
言
説
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
に
し
て
も
、
特
権
化
さ
れ
た
単
一
の
構
造
が
テ
ク
ス
ト
に
現
前

す
る
こ
と
は
な
く
、
脱
構
築
の
過
程
を
経
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
構
造

は
あ
ら
か
じ
め
存
在
せ
ず
、
つ
ね
に
す
で
に
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
デ
リ
ダ
の“différance”

な
ど
の
基
本
的
概
念
は
、
共
時
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性
、
通
時
性
両
方
に
お
い
て
絶
対
的
な
存
在
や
構
造
の
も
と
に
お
い
て
意

味
生
成
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
の
位
相
を
前
提
と
し
て
い
る
。
柳
原
氏
が
文
献
リ
ス
ト
に
挙
げ
て
お
ら

れ
る
、
東
浩
紀
に
よ
る
教
科
書
的
な
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
解
説
書
の
タ

イ
ト
ル
に
し
た
が
っ
て
述
べ
る
な
ら
ば
、「
存
在
論
的
」で
あ
る
こ
と
と「
郵

便
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
柳
原
氏
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
人
た
ち
が
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
準
点
と
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
文
化
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
言
説
と
の
関
係
に
似
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
項
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
ま
さ
に
対

立
項
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
じ
つ
は
同
時
的
で
双
子
的
で
あ
り
、
し
か
も

異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
東
が
「
存
在
論
」
で
は
な
く
「
存
在

論
的
」
と
い
う
言
葉
を
、「
郵
便
」
で
は
な
い
「
郵
便
的
」
と
い
う
言
葉
と
、

接
続
詞
を
つ
け
ず
に
あ
い
ま
い
に
併
置
し
た
理
由
だ
ろ
う
。
評
者
の
理
解

が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
だ
が
、柳
原
氏
が
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
、ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
体
現
す
る
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
そ
れ
に
先
立
つ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
、
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
国
家
・
政
治

と
文
化
の
同
一
性
を
前
提
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
解
体
す
る
べ
く
、

「
政
治
に
お
い
て
敗
亡
し
つ
つ
も
文
学
と
し
て
勝
利
」
す
る
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
主
義
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
東
が
「
存
在
論
的
」、「
郵
便
的
」
と
呼

ぶ
も
の
と
同
一
の
、
同
時
的
な
双
子
的
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

評
者
に
と
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
も
っ
と
も
説
得
力
が
あ
っ
た
議
論
は
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
な
る
も
の
が
、
国
家
の
境
界
と
同
一
視
さ
れ
な
い

か
た
ち
で
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
反
復
さ
れ
た
の
だ
と
す
る

柳
原
氏
の
主
張
で
あ
っ
た
。
実
際
、
柳
原
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
多

く
が
す
で
に
独
立
国
家
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
、
か

な
ら
ず
し
も
国
家
の
単
位
、
境
界
に
か
か
わ
り
な
く
、
反
米
的
と
も
い
え

る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
言
説
が
編
み
出
さ
れ
、
反
復
さ
れ
た
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。
柳
原
氏
が
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
」
を
取
り
上
げ
ら
れ

た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
ひ
と
つ
に
は
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト

リ
ッ
ク
」
が
、
国
家
の
統
制
を
有
機
的
に
構
築
す
る
と
想
定
さ
れ
る
境
界

線
に
た
い
し
て
越
境
的
で
あ
り
、
脱
構
築
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
同
形
の
政
治
的
形
態
を
実
現
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
の

も
と
で
、
各
国
に
お
い
て
合
衆
国
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
が
反
復

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
、
各
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
れ

ぞ
れ
に
固
有
の
反
米
的
言
説
と
し
て
創
り
だ
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
浅
学
な
評
者
の
憶
測
と
し
て
、
柳
原
氏
が
触
れ
ら
れ

な
い
と
こ
ろ
で
、「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
は
異
な
っ

た
言
説
も
ま
た
編
み
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
が
、
漠

然
と
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
あ
る
い
は
文
化
に
お

い
て
反
復
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ

ト
リ
ッ
ク
」
は
、
本
書
に
お
い
て
国
家
の
境
界
線
と
一
致
す
る
こ
と
が
な

い
「
私
た
ち
」
の
連
帯
を
形
作
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
特
権
化
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
言
説
と
し
て
流
通
し
、
歴
史
的

時
間
を
と
お
し
て
反
復
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

や
民
主
主
義
的
な
個
人
主
義
を
も
超
越
し
う
る
文
化
の
形
態
と
し
て
、
現

代
の
批
評
的
土
壌
に
お
い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。

本
書
の
前
提
事
項
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
承
知
の
う
え

で
、
本
稿
冒
頭
で
「
祝
祭
性
」（
カ
ル
ナ
ヴ
ァ
レ
ス
ク
）
と
い
う
言
葉
を

つ
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
本
書
の
論
述
形
態
そ
の
も
の
が
示
唆
す
る

か
に
思
わ
れ
る
非
構
築
性
と
越
境
的
な
言
説
の
形
態
の
好
ま
し
さ
と
そ
の

特
質
を
指
摘
し
た
い
と
感
じ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
そ
の
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言
葉
が
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
が
論
じ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
に

お
け
る
よ
う
な
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
た
階
層
構
造
の
逆

転
を
意
味
し
得
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、
評
者
の
自
家
撞
着
的
で
無
意
味
な
こ
だ
わ
り
で
な
い
こ
と
を

祈
り
つ
つ
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
構
造
化
に
よ
る
メ
タ
の

視
点
と
超
越
的
な
主
体
を
前
提
す
る
構
造
が
存
在
す
る
と
言
え
る
か
も

知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
柳
原
氏
の
言
わ
れ
る
「
文
化
」

が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
一
致
す
る
こ
と
の
な
い
が
ゆ
え
に
ま
さ
に
「
文

化
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、「
ア
メ
リ
カ
（
＝
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
）
＝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
一
化
し
た
文
化
」
対
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

＝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
一
化
し
な
い
文
化
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
、

上
記
で
特
定
し
よ
う
と
試
み
た
本
書
に
お
け
る
二
項
対
立
的
な
関
係
性
の

リ
ス
ト
を
改
訂
す
る
か
た
ち
で
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も

し
、
最
初
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
一

化
し
た
文
化
」
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
し
た
よ
う

に
、
精
神
分
析
的
な
意
味
も
含
む
抑
圧
を
行
使
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
政

治
に
お
い
て
勝
利
し
て
い
る
、
国
家
に
従
属
し
た
文
化
と
し
て
の
ハ
イ
カ

ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
（
と
い
う
よ

り
も
、
お
そ
ら
く
文
学
）
と
、
政
治
に
お
い
て
敗
北
し
て
い
る
、
国
家
に

従
属
し
な
い
文
化
と
し
て
の
ロ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
か
ね

な
い
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
化
と
は
、
国
家
に
も
似
た
全
体
性
と
自
律
性
を

前
提
と
し
た
精
神
分
析
的
な
「
意
識
」
の
領
域
と
「
無
意
識
」
の
領
域
が
、

同
時
に
生
起
す
る
様
と
似
た
様
相
を
呈
し
て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。

評
者
は
、
脱
構
築
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
視
点

を
持
つ
本
書
の
論
述
が
、「
私
た
ち
」
と
い
う
仮
想
の
主
語
の
も
と
に
導

か
れ
る
こ
と
に
い
く
ぶ
ん
違
和
感
を
覚
え
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
理

由
も
、
言
説
や
言
語
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
弱
め
ら
れ
る
は
ず
の
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
個
人
主
義
に
も
と
づ
い
て
構
想
さ
れ
た
主
体
が
、
柳
原
氏
が

述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
フ
ー
コ
ー
的
な
言
説
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
結

果
と
し
て
、「
意
識
＋
無
意
識
」
の
全
体
性
が
あ
ら
た
め
て
集
合
的
な
超

越
的
主
体
と
し
て
本
書
の
論
述
の
全
体
性
を
前
提
す
る
枠
組
み
と
し
て
居

座
り
、
強
化
さ
れ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
く
る
。

　

話
題
を
整
理
し
よ
う
。
文
化
と
い
う
言
葉
の
現
在
の
使
用
法
は
、
八
〇

年
代
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
欧
列
強
に
よ
る
植
民
地
主
義
と
も
重
な
る
、

十
九
世
紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ま
で
の
時
代
に
固
有
だ
と

さ
れ
た
、
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
植
民
地
化
に
貢
献
し
た
従
来
的
な
西

欧
文
化
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
存
在
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
の
あ
い
だ
に
、
西
欧
的
な
音
声
中
心
主
義
や
現
前
の
形
而
上
学
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
階
層
構
造
が
自
然
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
批
判
的
に
再
検

討
し
た
結
果
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
分
離
と
等
価
性
を
前
提

と
し
た
い
わ
ゆ
る
表
象
研
究
と
し
て
文
化
を
再
検
討
し
た
結
果
生
ま
れ
た

制
度
的
改
変
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
。
現
在
文
化
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、

記
号
論
的
な
境
界
を
持
た
な
い
非
存
在
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
構
造
化
さ

れ
て
も
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
化
は
、「
ハ
イ
」
で
も
「
ロ
ー
」

の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
現
在
利
用
で
き
る
「
文
化
」
の
概
念
は
、
少
な
く
と

も
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
柳
原
氏
も
名
前
を
挙
げ
て
お
ら

れ
る
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（
発
音
は
、
英
語
で
は
「
マ
シ
ュ
ー
」
で

あ
る
は
ず
）
ら
が
植
民
地
化
の
規
範
と
し
て
利
用
し
た
、
国
家
主
義
や
政

治
と
結
び
つ
き
、
政
治
に
お
い
て
勝
利
し
た
、
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て

の
「
文
化
」
が
ひ
と
つ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
べ
く
構
想
さ
れ
た
、
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植
民
地
と
非
植
民
地
の
絶
対
的
な
差
異
を
正
し
く
否
定
し
、
国
家
主
義
や

政
治
か
ら
逃
走
し
、
政
治
に
お
い
て
勝
利
も
敗
北
も
し
な
い
は
ず
の
「
文

化
」
が
も
う
ひ
と
つ
で
あ
る
。
後
者
が
政
治
に
お
い
て
勝
利
も
敗
北
も
し

な
い
の
は
、
柳
原
氏
が
論
じ
ら
れ
る
文
人
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
で
政
治
と
連

結
さ
れ
て
い
る
文
化
の
逃
れ
が
た
く
政
治
的
な
解
釈
や
構
造
化
は
、
文
化

そ
の
も
の
の
あ
り
か
た
と
決
し
て
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
柳

原
氏
の
論
述
が
、「
政
治
に
お
い
て
敗
北
し
、
文
学
に
お
い
て
勝
利
す
る
」

「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
ハ
イ
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
高
い
」
は
「
低
い
」
で
あ
り
、「
低

い
」
は
「
高
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
階
層
構
造
そ
の
も
の
は
破
棄
さ
れ

な
い
ま
ま
に
、
歴
史
を
肯
定
し
つ
つ
上
下
の
転
倒
が
起
き
る
の
み
で
あ
る

だ
ろ
う
し
、
文
化
研
究
や
脱
構
築
の
あ
り
か
た
と
齟
齬
を
き
た
す
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
耳
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
と
評
者
が
述
べ
た
こ
と

に
違
和
感
を
覚
え
る
読
者
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
に
『
旧
修
辞
学
』
な
る
著
作
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
レ
ト
リ
ッ

ク
と
い
う
言
葉
が
普
遍
的
に
共
有
さ
れ
る
意
味
を
持
ち
得
な
い
だ
ろ
う
と

想
像
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
語
に
も
特
定
の
具
体
的
な
限
定
さ
れ
た
使
用
法

が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
か
と
も
思
う
。
柳
原
氏
が
フ
ー
コ
ー
の
「
言
説
」

と
同
一
視
さ
れ
る
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
遣
い
は
、
い
く
ぶ
ん
独

特
な
本
書
の
論
調
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら

く
、「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
や
「
修
辞
」
は
、
ラ
テ
ン
語
に
お
け
る
雄
弁
術
な

ど
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
過
程
に
あ
る
と
さ
れ
る
存
在
と

し
て
の
個
々
人
の
声
や
パ
ロ
ー
ル
の
起
源
と
し
て
の
主
体
や
身
体
性
と
の

密
接
な
結
び
つ
き
を
想
起
さ
せ
る
の
に
た
い
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
「
言
説
」

は
、
柳
原
氏
も
そ
う
認
識
さ
れ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、
個
々
人
の
歴
史
的

な
パ
ロ
ー
ル
や
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
と
直
接
結
び
つ
く
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
で

も
評
者
は
、
上
記
の
構
造
や
文
化
、
語
り
の
想
像
上
の
主
体
と
し
て
本
書

で
措
定
さ
れ
た
「
私
た
ち
」
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
形
の
問
題
に
つ

き
あ
た
る
。
言
説
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
於
け
る
個
人
と
国
家
と
の
関

係
の
相
似
形
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
個
々
人
の
レ
ト
リ
ッ
ク
や
発
話
の

集
合
体
と
し
て
集
団
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
が
わ
き
お
こ
る
。
柳
原
氏
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
本

稿
で
評
者
が
反
復
し
て
使
用
し
て
い
る
階
層
構
造
の
解
釈
の
ス
キ
ー
マ
に

付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
階
層
構
造
の
上
位
に
置
か
れ
る

べ
き
項
目
な
の
だ
。
主
体
と
さ
れ
る
も
の
と
言
語
と
が
、
あ
ら
か
じ
め
国

家
と
文
化
が
そ
う
で
あ
り
得
る
よ
う
な
か
た
ち
で
自
然
化
さ
れ
て
連
接
さ

れ
て
い
る
ゆ
え
に
、「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
は
「
ハ
イ
」
な
概
念
で
あ
り
、「
政

治
に
お
い
て
敗
北
し
、
文
学
に
お
い
て
勝
利
す
る
」
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の

文
化
の
描
写
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
、
か
な
ら
ず
し
も
適
切
で
は
な

い
か
も
知
れ
な
い
。「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
」
が
言
説
と
呼
ば
れ
る
ま

ま
に
放
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
階
層
構
造
を
本
来
的
に
意
識
す
る
必
要
が
な

く
な
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
…
…
。「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
「
言
説
」
と
は
、

や
は
り
「
存
在
論
」
と
「
郵
便
」
と
の
関
係
に
似
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
体

や
国
家
に
よ
る
言
語
と
し
て
の
文
化
の
統
制
と
、
主
体
や
国
家
に
よ
る
言

語
と
し
て
の
文
化
が
フ
ー
コ
ー
の
言
う
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

支
配
的
と
な
る
以
前
の
、
テ
ク
ス
ト
的
な
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
評
者
に
は
あ
ま
り
に
も
難
解
に
す

ぎ
、
解
説
書
な
ど
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
解
釈
で
き
な
い
こ
と
も
多
い

と
認
め
つ
つ
、
そ
う
し
た
解
釈
の
ひ
と
つ
を
も
と
に
し
て
紹
介
す
る
な
ら

ば
、
ラ
カ
ン
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
の
意
識
と
無
意
識
の
再
定
義
の
ひ
と
つ
の
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解
釈
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
た
と
え
ば
、Elizabeth G

roz

に
よ
る

ラ
カ
ン
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
解
釈
を
趣
旨
と
す
る
解
説
書
に
依
拠
す
る

と
（Elizabeth G

roz, Jacques Lacan:A
 Fem

inist Introduction (London: 
Routledge, 1990)

）、「
意
識
」
と
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
社

会
的
な
、
自
然
化
さ
れ
た
結
び
つ
き
が
す
で
に
形
成
さ
れ
た
領
域
で
あ
り
、

「
無
意
識
」
と
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
連
接
さ
れ
な
い
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
戯
れ

る
場
で
あ
る
。
想
像
界
か
ら
言
語
化
さ
れ
た
象
徴
界
へ
と
幼
児
が
移
行
す

る
に
際
し
て
、
父
の
法
に
よ
っ
て
機
能
す
る
抑
圧
が
創
り
だ
す
の
は
、
こ

の
二
つ
の
領
域
の
区
分
で
あ
る
。
あ
る
種
単
純
化
さ
れ
た
解
釈
で
申
し
訳

な
い
よ
う
だ
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
解
釈
や
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

の
な
か
で
第
一
義
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
「
意
識
」
が
、
ラ
カ

ン
的
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
戯
れ
る
場
で
あ
る
「
無
意
識
」

の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
解
釈
な
の
で
お
許
し
頂
き
た
い
。
ま

た
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
具
体
的
な
連
接
が
実
現
さ
れ
、
シ

ニ
フ
ィ
エ
と
結
び
つ
か
な
い
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
「
意
識
」
と
さ
れ
る
領
域

か
ら
排
除
さ
れ
る
抑
圧
の
過
程
は
、「
意
識
」
を
第
一
義
的
な
も
の
と
し

て
生
成
し
た
の
ち
に
「
無
意
識
」
を
生
成
す
る
の
で
は
な
く
、
言
う
ま
で

も
な
く
そ
の
両
方
を
同
時
に
生
成
す
る
の
で
あ
り
、「
意
識
」
と
「
無
意
識
」

は
、
一
と
二
、
前
と
後
、
存
在
と
不
在
と
い
っ
た
よ
う
に
序
列
化
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、「
ハ
イ
」
で
も
「
ロ
ー
」
で
も
な
い
。「
意
識
」
は
、
テ
ク

ス
ト
に
見
い
だ
さ
れ
た
意
味
、
構
造
、
解
釈
な
ど
に
似
て
お
り
、「
無
意
識
」

は
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
似
て
い
る
。
こ
れ
は
い
く
ぶ
ん
い
い
加
減
な
憶

測
に
す
ぎ
な
い
が
、
フ
ー
コ
ー
の
言
う
言
説
は
、
か
な
ら
ず
し
も
権
力
と

結
び
つ
く
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
文
化
的
な
無
意
識
の
領
域
に
属
す
る
の

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　

ど
う
し
て
も
気
に
な
る
の
で
書
い
て
し
ま
う
と
、
評
者
は
み
ず
か
ら
が

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
学
を
専
門
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
柳
原
氏
が
導
入

さ
れ
る
批
評
家
や
批
評
的
テ
ク
ス
ト
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
関

連
し
た
も
の
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
思
議
な
の
だ
。
こ
う
し

た
論
述
の
方
法
は
、
非
常
に
具
体
的
な
批
評
的
階
層
構
造
化
で
あ
る
か
も

知
れ
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
批
評
を
ハ
イ
・
カ

ル
チ
ャ
ー
と
し
て
特
権
化
し
た
り
、
メ
タ
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
し
て
利

用
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
ど
う
し
て
も
拭
い
切
れ
な

い
。
し
か
も
、議
論
さ
れ
る
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
が「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」

の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
ハ
イ
」
な
「
意
識
」
と
し
て
の
抑
圧
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
「
ロ
ー
」
な
無
意
識
と
し
て
の
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
と
い
う
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
以
前
の
主
体
の
構
造
化
の
図
式
が
、

ひ
と
つ
の
全
体
性
を
な
す
組
み
合
わ
せ
と
し
て
現
れ
で
て
こ
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
階
層
構
造
が
、「
政
治
に
お
い
て
敗
北
し
、
文
学
に
お
い
て
勝

利
す
る
」
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
論
述
の
基
底
に
あ
ら
か
じ
め
あ

る
が
ゆ
え
に
、
階
層
構
造
の
破
壊
で
は
な
く
逆
転
が
、
西
欧
的
な
歴
史
や

文
化
、
社
会
の
枠
組
み
に
固
有
な
祝
祭
性
を
と
も
な
っ
て
可
能
と
な
る
の

で
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
が
。
政
治
と
文
化
の
結
び
つ
き
は
、
し
ば
し
ば
批

評
と
批
評
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
に
も
似
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
批
評

と
批
評
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
は
、
西
欧
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
文
化
の
連
接
関

係
を
警
察
的
に
監
視
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文

化
と
「
他
」
な
る
文
化
に
も
類
似
し
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
指
摘
が
何
ら
か
の
意
味
を
持
ち
う
る
と
し
て
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
な
い
も
の
ね
だ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
柳
原
氏
の

論
述
が
「
意
識
」
と
し
て
の
合
衆
国
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
特
殊
な
形
態

と
し
て
相
対
化
し
う
る
「
無
意
識
」
と
し
て
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
諸
言
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説
と
そ
の
同
時
代
的
性
質
に
焦
点
を
あ
て
る
と
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
実

現
さ
れ
て
い
る
通
時
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
な
ら
ん
で
共
時
的
な

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
実
現
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ね
に
否
定
的

に
語
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
無
意
識
的
に
似
た
言
説
の
束
と
し
て
の
「
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
主
義
」
を
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
言
説
」
な
ど
の
タ
イ

ト
ル
の
も
の
で
無
機
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
書

が
持
つ
よ
う
な
迫
真
の
雄
弁
さ
は
実
現
さ
れ
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
本
稿

で
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
を
文
化
史
と
あ
え
て
呼
ん

で
み
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
柳
原
氏
の
御
著
書
は
お
そ
ら
く
歴
史
書
で

あ
り
、
と
り
あ
え
ず
の
と
こ
ろ
、
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
「
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
新
歴
史
主
義

に
な
ら
う
か
た
ち
で
実
践
的
に
示
す
好
著
で
あ
る
と
言
っ
て
お
い
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
最
後
に
、
デ
リ
ダ
に
お
け
る
「
声
」
と
「
郵
便
」
の
関
係
が
議
論

さ
れ
る
後
半
の
一
節
で
、
本
書
が
必
然
的
に
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
矛
盾
点
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い

だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
の
著
作
に
お
い
て
、
つ
ね
に
起
源
と
切
り
離
さ
れ
て
い

る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
や
署
名
は
、
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
力
と

し
て
の
意
味
を
生
成
し
う
る
。
し
か
し
、「
声
」
や
「
パ
ロ
ー
ル
」
や
「
作

品
」
は
、
起
源
と
し
て
の
発
話
者
や
作
者
の
身
体
性
と
結
び
つ
い
た
概
念

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
意
識
」

と
「
無
意
識
」
の
関
係
に
似
た
こ
と
が
起
き
る
。「
声
」
や
「
パ
ロ
ー
ル
」

は
存
在
と
し
て
の
身
体
性
や
声
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
現
象
学
的
な
概
念
で

あ
り
、む
し
ろ「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
。
柳
原
氏
が
、

「
声
」
と
「
手
紙
」
を
同
一
視
さ
れ
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
が
、
評

者
は
そ
の
見
解
に
は
反
対
で
あ
る
。「
手
紙
」
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
っ

て
、
書
き
手
の
意
志
を
そ
の
ま
ま
に
読
者
に
伝
達
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

身
体
性
や
「
声
」
を
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
起
源
と
し
、
そ
れ
が
伝
達
す
る

と
想
定
さ
れ
る
内
容
が
そ
の
ま
ま
に
伝
達
さ
れ
う
る
と
す
る
見
方
は
、
じ

つ
は
構
築
性
や
構
造
化
を
前
提
と
す
る
文
学
の
制
度
に
こ
そ
な
じ
み
深
い

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
も
、
そ
う
し
た
箇
所
に
、
柳
原
氏

の
書
き
手
と
し
て
の
無
理
か
ら
ぬ
矛
盾
と
好
ま
し
さ
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ

で
あ
る
。

　

ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
に
「
大
佐
に
手
紙
は
こ
な
い
」
と
い
う
短
編
が

あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
柳
原
氏
も
冒
頭
か
ら
し
ば
し

ば
「
愛
の
不
在
」
や
「
郵
便
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
ガ

ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
得
意
と
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
評
者
は
よ
く
、

ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
「
愛
」
が
い
っ
た
い
何
を
指
示
す
る
言
葉
な
の

か
と
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
評
者
に
は
い
ま
だ
に
意
味
不

明
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ひ
と
つ
の
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
、
聖
書
で
は

神
の
わ
ざ
と
し
て
提
示
さ
れ
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
理
想
と
し

て
反
復
さ
れ
も
し
た
、
言
語
と
存
在
の
一
致
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
な
い

か
と
想
像
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
百
年
の
孤
独
』
に
お
い
て
は
、

マ
コ
ン
ド
の
創
世
に
あ
た
っ
て
ジ
プ
シ
ー
の
メ
ル
キ
ア
デ
ス
に
よ
っ
て
羊

皮
紙
に
記
さ
れ
た
記
述
が
、
作
品
で
記
述
さ
れ
る
マ
コ
ン
ド
の
歴
史
と
一

致
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
構
成
と
密
接
に
関
連
し
た
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
話
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
す
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
初
め
に
あ
っ
た
の
は
ジ
ュ
リ
ア
・
ク

リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
言
う
よ
う
な
愛
で
は
な
く
、
羊
皮
紙
と
い
う
保
存
可
能
な

物
質
と
特
殊
な
か
た
ち
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
記
号
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味

で
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
一
致
す
る
場
と
し
て
の
「
愛
」
は

不
在
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
政
府
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か
ら
の
退
役
軍
人
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
を
確
約
す
る
手
紙
が
大
佐
に

届
か
な
い
こ
と
も
、
大
佐
の
過
去
の
忠
誠
に
た
い
す
る
政
府
か
ら
の
愛
が
、

大
佐
の
愛
と
一
致
し
な
い
た
め
に
愛
は
不
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

と
同
時
に
、
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
と
価
値
と
を
保
証
さ
れ
る
は
ず
の

手
紙
な
る
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
本
来
的
に
は
そ
の
意
味
を
何
者
に
も

保
証
さ
れ
ず
、
何
と
も
一
致
し
な
い
、
ま
さ
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
し
か

あ
り
得
な
い
こ
と
を
伝
え
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
え
て

く
る
。
愛
の
不
在
と
は
し
た
が
っ
て
、
起
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば

『
愛
そ
の
他
の
悪
霊
に
つ
い
て
』
で
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
よ
る
迫
害
の
も

と
で
死
ん
だ
少
女
を
め
ぐ
っ
て
、ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
の
『
緋
文
字
』

を
な
ぞ
り
つ
つ
否
定
的
に
「
悪
霊
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
愛
の
不
在
＝

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
は
、
起
源
と
連
接
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
も

の
と
し
て
は
否
定
的
で
あ
っ
て
も
、
柳
原
氏
の
議
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
は
肯
定
的
に
機
能
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
柳
原
氏
が
声
と

手
紙
に
言
及
さ
れ
る
と
き
、
も
し
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
に
お
け
る
手
紙

の
モ
チ
ー
フ
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
書
で
直
接
的
に
言

及
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
や
古
典
的
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
文
学
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
本
書
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
向
き
合
っ
て
み
ら
れ
て
は
い
か
が
か
と
い
う

の
は
、
古
く
さ
い
文
学
研
究
者
か
ら
の
親
し
み
に
満
ち
た
御
提
案
の
つ
も

り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　

昨
年
の
春
に
知
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
柳
原
氏
は
評
者
と
同
年
の
生
ま
れ

で
、
同
学
年
で
あ
る
。
し
か
も
、
評
者
の
小
学
校
在
学
時
以
来
の
友
人
で
、

外
語
大
ス
ペ
イ
ン
語
科
に
在
籍
し
た
か
つ
て
の
英
語
学
習
の
最
強
の
ラ
イ

バ
ル
と
同
期
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
上
記
の
よ
う
な
偶

然
と
、
こ
う
し
た
わ
た
く
し
ご
と
に
お
け
る
些
末
な
細
部
が
、
文
学
・
文

化
研
究
の
実
践
者
と
し
て
の
立
場
の
起
源
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
に
し
て
も
、
背
景
や
環
境
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
び
の
場
か
ら
、
一
方
は
メ
キ
シ
コ
へ
、
も
う
一
方
は
反
対
側
の
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
へ
と
旅
立
ち
、
い
わ
ば
あ
ち
ら
が
わ
と
こ
ち
ら
が
わ
に
つ
い
て

観
察
し
続
け
る
同
僚
と
な
っ
た
こ
と
に
も
、
意
味
づ
け
さ
れ
る
こ
と
を

執
拗
に
拒
む
種
類
の
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
偶
然
性
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
ま
た
、
評
者
も
柳
原
氏
同
様
、
東
京
外
国
語
大
学
に
赴
任
以
後
、
故

牛
島
信
明
先
生
に
親
し
く
し
て
頂
い
た
こ
と
を
光
栄
に
思
っ
て
き
た
。
サ

ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
後
に
し
て
、
一
昨
日
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
郊
外

に
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
リ
ヴ
ァ
ー
サ
イ
ド
校
を
訪
れ
た
後
、
昨
日

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
に
着
い
た
。
ま
た
別
の
偶
然
が
、
評
者
の
記
憶
を
過
去

へ
と
引
き
戻
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
十
年
以
上
ま
え
、
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル

ス
近
郊
の
大
学
で
客
員
研
究
員
を
さ
せ
て
頂
い
た
際
に
、
他
の
些
末
で
雑

多
な
出
来
事
に
煩
わ
さ
れ
な
が
ら
、
出
発
前
に
牛
島
先
生
か
ら
頂
戴
し
た

御
著
書
を
サ
ン
・
ノ
ゼ
空
港
近
く
の
黄
色
い
禿
げ
山
を
見
な
が
ら
読
ん
で

い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
含
め
て
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
に
は
悲
し
い
、「
愛
」
の
な
い
記
憶
が
多
す
ぎ
る
と
感
じ
な
く
も

な
い
。
た
だ
、
外
語
大
の
学
生
た
ち
を
思
い
出
さ
せ
る
、
日
本
人
の
大
学

生
の
一
群
が
明
る
く
は
し
ゃ
い
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
喪
失
を

繰
り
返
し
つ
つ
旅
を
続
け
る
こ
と
の
喜
び
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ

の
時
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
て
い
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー
ヴ
ァ
イ

ン
校
で
は
、
毎
週
月
曜
日
の
夕
方
に
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
セ
ミ
ナ
ー
が
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開
か
れ
て
い
た
。
デ
リ
ダ
は
、
い
つ
も
授
業
の
た
め
に
原
稿
を
用
意
し
た

う
え
で
、“the stranger”

と“hospitality”

に
つ
い
て
綿
密
な
講
義
を
し
、

講
義
が
終
わ
る
と
、
学
内
の
カ
フ
ェ
で
ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
の
学
生
た
ち
の
質

問
に
答
え
て
い
た
。
そ
の
デ
リ
ダ
も
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
い
ま
、
牛
島
先
生

に
か
わ
っ
て
柳
原
氏
の
教
え
を
う
け
る
べ
く
本
書
を
書
評
さ
せ
て
頂
い
た

こ
と
に
も
、
不
思
議
な
感
覚
を
覚
え
な
く
も
な
い
と
お
断
り
さ
せ
て
頂
い

て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
本
書
を
書
評
さ
せ
て
頂
く
機
会
を
頂

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
と
研
究
が
も
っ
と
長
い
旅
路
を
必
要
と
す

る
も
の
な
の
だ
と
、
牛
島
先
生
や
デ
リ
ダ
の
思
い
出
と
と
も
に
確
認
さ
せ

て
頂
く
結
果
に
終
わ
り
そ
う
で
も
あ
る
の
で
、
今
後
さ
ら
に
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
や
文
化
に
つ
い
て
教
え
て
頂
き
つ
つ
、
積
極
的
な
議
論
を
交
わ
し
て

頂
け
る
こ
と
を
祈
念
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
文
学
、
文
化
や
批
評
が

大
き
な
力
に
な
り
得
る
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
に
育
っ
た
も
の
同

士
と
し
て
の
親
近
感
と
、
本
書
の
よ
う
な
長
大
な
力
作
を
上
梓
さ
れ
た
だ

け
で
な
く
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
優
れ
た
御
業
績
を
発
表
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
に
た
い
す
る
尊
敬
心
を
柳
原
氏
に
覚
え
な
が
ら
、
優
れ
た
師
に
恵
ま

れ
た
外
語
大
の
「
私
た
ち
」
は
、
経
験
と
し
て
身
に
つ
け
た
学
問
を
さ
ら

に
再
検
討
し
、
洗
練
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
感
じ
て
い

ま
す
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
か
ら
の
「
手
紙
」
と
し
て

 
 

 
 

 

　
　
（
加
藤
雄
二
）
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谷
川
道
子
・
柳
原
孝
敦
編
著

『
劇
場
を
世
界
に
│
外
国
語
劇
の
歴
史
と
挑
戦
』

東
京
外
国
語
大
学　
二
〇
〇
八
年
三
月

　
「
語
劇
」
は
二
十
六
言
語
を
専
攻
語
と
し
て
持
つ
、
本
学
の
特
色
が
も
っ

と
も
顕
著
に
現
れ
る
場
で
あ
り
、
大
学
祭
の
中
心
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ

で
あ
る
と
と
も
に
、
学
生
が
外
国
語
の
劇
を
上
演
す
る
と
い
う
行
為
を
通

じ
て
、
自
己
と
言
葉
や
肉
体
と
の
関
わ
り
を
見
直
す
こ
と
に
な
る
貴
重
な

機
会
で
も
あ
る
。
本
書
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
「
特

色
あ
る
大
学
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
営
ま
れ
た
「
生
き
た
言
語

習
得
の
た
め
の
26
言
語
・
語
劇
支
援
」
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
、
講
演
・

鼎
談
や
、
そ
れ
を
対
象
と
し
た
論
考
・
エ
ッ
セ
イ
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
演
劇
・
教
育
・「
語
劇
」」「
外
の
世
界
に
拓
い
て
い
く
演
劇
／
語
劇
」「
身

体
を
拓
く
・
心
を
拓
く
・
言
葉
を
拓
く
」「
文
化
修
得
の
メ
ソ
ッ
ド
と
し

て
の
演
劇
／
語
劇
」「
語
劇
百
年
」
と
い
う
五
つ
の
章
で
全
体
が
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
語
劇
の
性
格
に
叶
っ
た
章
立
て
に
な
っ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
語
劇
に
は
演
劇
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

と
し
て
の
自
律
性
と
、
そ
れ
を
通
し
て
専
攻
語
へ
の
関
わ
り
を
深
め
る
教

育
の
場
と
し
て
の
側
面
が
共
在
す
る
か
ら
で
、
本
書
の
内
容
も
多
彩
な
執

筆
者
・
講
演
者
・
発
言
者
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
面
性
を
バ

ラ
ン
ス
よ
く
追
求
し
て
い
る
。

　

本
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
形
で
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
わ
っ
た
の
は
、
谷

川
道
子
氏
を
中
心
と
す
る
本
学
の
七
名
の
教
員
と
、
外
部
か
ら
招
か
れ
た

野
田
秀
樹
、
栗
山
民
也
、
鴻
英
良
、
松
本
幸
四
郎
、
島
田
雅
彦
と
い
っ
た

ゲ
ス
ト
の
講
演
者
、
執
筆
者
で
あ
る
。
こ
の
参
加
者
の
多
彩
さ
に
よ
っ
て
、

大
ま
か
に
い
え
ば
語
劇
の
持
つ
実
践
的
な
外
国
語
教
育
の
場
と
し
て
の
性

格
は
本
学
教
員
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
文
化
表
象
と

し
て
の
演
劇
の
あ
り
方
を
、
と
く
に
異
文
化
と
の
交
叉
の
な
か
で
考
え
る

側
面
は
、
ゲ
ス
ト
の
参
加
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
が

融
合
す
る
こ
と
で
、
語
劇
の
可
能
性
と
問
題
点
が
総
合
的
に
照
射
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

も
っ
と
も
こ
う
し
た
区
分
は
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
た
と
え
ば
谷

川
氏
の
よ
う
に
、
演
劇
の
専
門
家
で
も
あ
る
教
員
に
と
っ
て
は
、
語
劇
は

学
生
と
い
う
ア
マ
チ
ュ
ア
が
外
国
語
（
氏
の
場
合
は
ド
イ
ツ
語
）
を
媒
体
と

し
て
、
観
客
と
い
う
第
三
者
が
見
る
に
耐
え
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
お
こ

な
い
う
る
可
能
性
を
見
極
め
る
機
会
で
あ
る
。
谷
川
氏
に
よ
る
「
序
章
」

の
「
語
劇
／
教
育
劇
の
位
相
と
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
」
で
は
、
今
触

れ
た
語
劇
の
二
面
性
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
観
点
に
よ
れ
ば
、

演
劇
に
取
り
組
む
こ
と
自
体
が
、
人
間
を
教
育
の
原
点
に
立
ち
返
ら
せ
る

意
味
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
「
学
ぶ
」
こ
と
の
原
点
が
〈
ま
ね
ぶ
│
真
似
る
〉

こ
と
に
あ
り
、
真
似
る
こ
と
が
本
来
身
体
的
行
為
で
あ
る
以
上
、
劇
の
場

で
自
己
の
身
体
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
学
び
に
対
す
る
人
間
の
潜
勢
力
を

覚
醒
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
演
劇
が
他
者
の
行
動
や
感
情
を
自
分

の
も
の
と
し
て
表
現
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
、
他
者
に
対
す
る
想
像
力

と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
の
重
要
な
能
力
を
賦
活
す
る
契
機
と
も
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
劇
の
台
詞
を
「
耳
で
確
認
し
つ
つ
、
い
わ
ば
身
体
で

覚
え
、
そ
れ
を
同
じ
よ
う
な
同
級
生
の
相
手
と
の
演
劇
的
対
話
の
な
か
で
、
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見
て
く
れ
る
人
＝
お
客
に
も
通
じ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
稽
古
を
重
ね

て
も
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
語
劇
の

持
つ
「
教
育
」
の
側
面
と
、「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
し
て
の
側
面
は
、

十
分
連
携
し
、
ひ
と
つ
な
が
り
に
な
り
う
る
。

　

序
章
で
提
示
さ
れ
て
い
る
、
語
劇
の
二
面
性
の
う
ち
、「
外
国
語
教
育
」

の
場
と
し
て
の
面
を
焦
点
化
し
て
い
る
の
が
、
川
上
茂
信
氏
の
「
語
学
教

育
と
し
て
の
語
劇
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
普
段
の
教
室
に
お
い
て
は
主

に
「
テ
ク
ス
ト
」
を
通
じ
て
外
国
語
（
氏
の
場
合
は
ス
ペ
イ
ン
語
）
の
学
習

に
励
み
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
も
自
身
の
肉
体
と
融
合
し
た
形
で
そ
れ
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
学
生
た
ち
が
、
劇
に
お
け
る
虚
構
の
行
動
に
身

を
置
く
こ
と
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
肉
体
的
な
感
情
に
裏
打
ち
さ
れ
、
他

者
の
行
動
を
左
右
す
る
力
を
持
っ
た
媒
体
と
し
て
の
外
国
語
と
関
わ
る
に

至
る
過
程
が
、
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
語
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な
の

は
、
身
体
の
体
制
が
日
本
文
化
の
浸
透
に
よ
っ
て
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い

る
た
め
に
、「
授
業
で
は
関
心
が
な
い
の
か
恥
ず
か
し
い
の
か
、
棒
読
み

で
す
ま
せ
る
よ
う
な
学
生
で
も
、
語
劇
で
演
じ
る
と
な
る
と
例
外
な
く
表

情
を
つ
け
て
セ
リ
フ
を
言
お
う
と
す
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ス
ペ
イ

ン
語
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
体
系
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
か
ら
、
彼
ら
な

り
の
中
間
言
語
に
基
づ
く
抑
揚
で
発
音
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
身
振
り
も
日

本
語
的
だ
」
と
い
う
事
態
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
語
劇
は
、

修
得
し
て
い
る
外
国
語
と
生
き
た
形
で
関
わ
る
機
会
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
ズ
レ
の
な
か
で
、
自
身
の
肉
体
に
浸
透
し
、
行
動
や

表
現
を
規
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
自
国
の
文
化
を
あ
ら
た
め
て
知
る
場
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
言
語
表
現
を
通
し
た
自
国
文
化
と
異
文
化
の
ズ
レ
、
落
差
を
明

瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
が
、
野
田
秀
樹
氏
と
鴻
英
良
氏
と
の
対
談

「〈
赤
鬼
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
と
語
劇
」
や
、
松
本
幸
四
郎
氏
に
よ
る
モ
ノ
ロ
ー

グ
「
古
典
と
現
代
、日
本
と
世
界
」
で
あ
る
。
前
者
で
は
野
田
氏
の
戯
曲
「
赤

鬼
」
を
イ
ギ
リ
ス
、
韓
国
、
タ
イ
と
い
っ
た
外
国
で
上
演
す
る
際
に
生
じ
る

問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
後
者
で
は
歌
舞
伎
役
者
で
あ
る
松
本
氏
が
、
ブ

ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
で
「
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
」
を
、
イ
ギ
リ
ス
で
「
王
様
と
私
」

を
主
演
し
た
際
に
、
英
語
に
よ
っ
て
自
己
表
現
す
る
こ
と
の
困
難
を
い
か
に

克
服
し
た
か
と
い
う
経
緯
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

野
田
氏
の
「
赤
鬼
」
に
つ
い
て
は
、
本
学
の
学
生
た
ち
が
タ
イ
語
の
語

劇
と
し
て
上
演
し
て
お
り
、
対
談
に
つ
づ
い
て
、
野
田
氏
と
タ
イ
語
専
攻

の
学
生
た
ち
と
の
や
り
取
り
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
赤
鬼
」
は
海
辺
の

共
同
体
に
「
赤
鬼
」
と
称
さ
れ
る
、
異
質
な
言
語
を
し
ゃ
べ
る
人
間
が
漂

着
し
、
そ
の
他
者
性
に
よ
っ
て
彼
を
恐
れ
る
共
同
体
の
人
々
が
、「
赤
鬼
」

と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
く
か
を
主
た
る
内
容
と
し
て
持
つ
戯
曲

で
あ
る
。
共
同
体
と
外
部
の
人
間
の
間
に
生
じ
る
痙
攣
的
な
関
係
と
い
う

主
題
は
、
時
代
や
国
を
超
え
る
普
遍
性
を
持
つ
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
決

し
て
そ
う
で
は
な
く
、
野
田
氏
に
よ
れ
ば
ア
ジ
ア
の
観
客
に
と
っ
て
は
共

同
体
の
内
│
外
の
対
峙
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
疎
外
の
問
題
は
理
解
さ
れ
や

す
い
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
他
者
」
が
宗
教
的
、
民
族
的
と
い
っ
た

多
様
な
次
元
で
生
じ
る
た
め
に
、
こ
の
作
品
の
構
図
は
き
わ
め
て
「
古
い
」

も
の
に
映
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

　

こ
れ
は
戯
曲
の
言
説
レ
ベ
ル
で
生
じ
る
ズ
レ
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、

舞
台
上
で
は
「
モ
シ
ャ
モ
シ
ャ
」
と
い
う
感
じ
の
音
の
羅
列
と
し
て
表
現

さ
れ
る
、
赤
鬼
が
し
ゃ
べ
る
〈
通
じ
な
い
言
葉
〉
が
、
た
と
え
ば
タ
イ
語

の
よ
う
な
ア
ジ
ア
の
言
語
を
想
起
さ
せ
る
響
き
を
帯
び
て
現
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
我
々
の
肉
体
の
は
ら
ん
だ
文
化
コ
ー
ド
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
限
定
さ
れ
な
い
〈
ア
ジ
ア
人
〉
と
い
う
次
元
で
も
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存
在
す
る
多
元
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
演
劇
と
い
う
場
で
顕
在
化

し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
異
質
な
文
化
コ
ー
ド
に
お
け
る
表
現
を
具
現
化
す
る
た
め
に

は
、
外
的
な
〈
形
〉
か
ら
入
っ
て
い
く
方
が
賢
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
。
英
米
の
舞
台
に
立
っ
た
経
験
を
語
る
松
本
幸
四
郎
氏
は
、
歌
舞
伎
役

者
と
し
て
台
詞
と
演
技
を
こ
な
す
の
に
、
先
人
か
ら
伝
え
ら
れ
た
発
声
や
身

振
り
を
完
全
に
真
似
る
し
か
手
立
て
の
な
い
世
界
に
三
歳
か
ら
身
を
置
い
て

き
た
た
め
に
、
英
語
の
台
詞
に
対
し
て
も
、
内
面
の
感
情
を
い
か
に
表
出
す

る
か
よ
り
も
、
実
際
に
英
米
人
に
よ
っ
て
発
声
さ
れ
た
と
お
り
を
真
似
る
こ

と
を
重
視
し
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
〈
見
せ
る
〉
こ
と
に
徹
し
た
プ
ロ
の
役

者
と
し
て
の
意
識
が
見
て
取
ら
れ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
表
現
を
な
か
な
か

真
似
る
こ
と
の
で
き
な
い
語
劇
の
場
合
に
こ
そ
、
異
質
な
文
化
コ
ー
ド
の
ズ

レ
が
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
「
赤
鬼
」
に
戻

れ
ば
、
本
学
の
学
生
が
タ
イ
語
に
よ
っ
て
演
じ
る
場
合
、「
赤
鬼
」
の
〈
通

じ
な
い
言
葉
〉
も
そ
れ
以
外
の
役
者
の
台
詞
も
、
日
本
人
の
観
客
に
は
と
く

に
落
差
を
も
っ
て
聞
こ
え
な
い
と
い
う
難
し
さ
が
あ
り
、
戯
曲
に
は
ら
ま
れ

て
い
た
問
題
性
が
、
上
演
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
見
え
な
く
な
る
側
面
も
存
在

す
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
タ
イ
語
に
よ
る
「
赤
鬼
」
に
限
ら
ず
、
語
劇
一
般

が
持
つ
困
難
で
あ
り
、
逆
に
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
字
幕
ば

か
り
見
て
肝
心
の
舞
台
に
な
か
な
か
眼
を
向
け
て
く
れ
な
い
と
い
う
声
も
、

出
演
者
か
ら
し
ば
し
ば
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。　

　

本
書
で
は
、
主
と
し
て
〈
演
じ
る
〉
側
か
ら
語
劇
の
意
味
に
つ
い
て
検

討
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
言
語
を
解
さ
な
い
者
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
観

客
に
と
っ
て
、
語
劇
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
さ
ら
に
追
求
さ
れ

て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
収
め
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
は
、
黒
澤

直
俊
氏
に
よ
る
、
静
岡
県
大
東
町
で
本
学
学
生
に
よ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で

の
「
桃
太
郎
」
を
上
演
し
た
記
録
は
、〈
見
る
側
〉
に
と
っ
て
語
劇
が
ど

う
い
う
意
味
を
持
つ
か
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
上
演
が
ブ

ラ
ジ
ル
人
の
多
く
居
住
す
る
地
域
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
観
客
が
日
本

人
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
融
合
体
で
あ
っ
た
と
い
う
条
件
は
あ
る
に
し
て
も
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
条
件
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
語
劇
が
大
学
祭

の
外
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
く
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
大
学
祭
の

外
に
お
け
る
語
劇
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
で
ウ

ル
ド
ゥ
ー
語
劇
「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
が
上
演
さ
れ
た
と
い
う
き
わ
め
つ
け

の
例
が
あ
り
、
麻
田
豊
氏
に
よ
る
そ
の
記
録
は
、
開
か
れ
た
語
劇
の
可
能

性
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
形
で
伝
え
て
い
る
。

　

紙
数
の
都
合
で
、
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
言
説
に
触
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
、
ど
れ
も
舞
台
と

い
う
空
間
に
お
け
る
異
質
な
言
語
を
媒
体
と
す
る
語
劇
と
い
う
表
象
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
本
質
的
な
洞
察
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
言

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
上
演
の
写
真
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
対

照
の
中
味
に
読
み
手
を
近
づ
け
る
た
め
に
は
効
果
的
で
あ
る
。
ま
た
渡
邊
雅

司
氏
に
よ
る
、
本
学
の
語
劇
百
年
の
歩
み
の
紹
介
は
、
こ
の
長
い
時
間
の
間

に
、
大
学
や
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
、
上
演
の
条
件
が
大
き
く
変
わ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
こ
の
催
し
に
対
す
る
学
生
の
熱
意
が
綿
々

と
保
た
れ
て
き
た
と
い
う
、
変
わ
ら
な
い
方
の
側
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て

い
て
興
味
深
か
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
舞
台
と
い
う
可
視
的
な
空
間
で
、

生
身
の
人
間
が
言
葉
と
肉
体
を
通
し
て
観
客
に
訴
え
る
し
か
な
い
、
あ
る
意

味
で
は
〈
ロ
ー
テ
ク
〉
の
域
を
超
え
ら
れ
な
い
演
劇
の
持
つ
宿
命
を
物
語
っ

て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
人
間
の
営
み
と
し
て
の
演
劇
の
永
遠

性
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

                                      　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柴
田
勝
二
）
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カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
著
、
山
口
裕
之
・
河
野
英
二
訳

『
黒
魔
術
に
よ
る
世
界
の
没
落
』

現
代
思
潮
社　
二
〇
〇
八
年
四
月

技
術
の
危
険
性
？

　

カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
は
「
技
術
の
危
険
性
」
に
か
こ
つ
け
て
建
物
の
装

飾
を
非
難
す
る
。
い
や
、
本
気
で
非
難
し
て
い
る
か
い
な
か
は
、
定
か
で

な
い
。
何
し
ろ
韜
晦
に
満
ち
た
そ
の
文
章
で
、
私
が
ク
ラ
ウ
ス
の
意
見
と

理
解
し
た
箇
所
は
、「
軽
薄
な
人
間
」
の
抱
く
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
し

て
開
陳
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
ま
っ
た
く
…
…
、
何
と
も
錯
綜
し
た
自
意
識

だ
。
乗
り
合
い
自
動
車
導
入
の
頃
、
そ
の
重
量
と
振
動
に
よ
っ
て
通
り
に

面
し
た
建
物
の
装
飾
が
緩
み
、
事
故
が
誘
発
さ
れ
る
、
だ
か
ら
乗
り
合
い

は
軽
量
化
す
べ
き
だ
し
、
道
路
は
舗
装
す
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
「
あ
る

新
聞
」
の
記
事
を
引
用
し
、「
な
ん
と
簡
単
に
装

オ
ル
ナ
メ
ン
ト

飾
が
緩
む
こ
と
か
」
と

皮
肉
混
じ
り
に
詠
嘆
し
た
後
で
、
そ
の
「
意
見
」
は
述
べ
ら
れ
る
。

軽
薄
な
人
間
で
あ
れ
ば
、
装
飾
を
廃
止
し
、
乗
り
合
い
自
動
車
の
お
か
げ

で
装
飾
を
は
ず
し
て
し
ま
う
こ
と
が
簡
単
に
な
っ
た
こ
と
を
神
に
感
謝
し

よ
う
、
と
い
う
提
案
さ
え
行
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
装
飾
を
は
ず

す
こ
と
が
、
乗
り
合
い
自
動
車
の
振
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
意
志
で
行
う
よ
う
に
し
よ
う
と
提
案
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
通
り
、
技
術
の
も
た
ら
す
危
険
性
は
真
の
幸グ

リ
ュ
ッ
クい

で
あ
り
、
乗

り
合
い
自
動
車
の
発
明
は
神
の
摂
理
の
現
れ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
ま

さ
に
で
き
よ
う
。（
97
）

　

つ
ま
り
、「
軽
薄
な
人
間
」
は
技
術
を
言こ

と
ほ祝

ぎ
、
建
物
の
装
飾
を
排
除

し
た
が
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

装
飾
は
バ
ス
の
振
動
で
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
ば
か
り
で
な
い

こ
と
は
、
次
の
一
節
を
読
め
ば
わ
か
る
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
話
だ
が
、
村
の
学
校
に
通
う
子
供
に
、
板
塀
を
ど
う

や
っ
て
作
る
ん
だ
い
、
と
尋
ね
る
と
、
そ
の
子
は
よ
く
心
得
て
い
る
。
枠

組
み
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
に
「
く
そ
く
ら
え
！
」
っ
て
、
さ
っ
と
書
け
ば

板
塀
の
出
来
上
が
り
だ
よ
、
と
。
し
か
し
、
カ
フ
ェ
・
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
を

感
激
し
て
訪
問
す
る
も
の
た
ち
は
、
枠
組
み
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
う
前

に
そ
れ
が
書
い
て
あ
る
の
で
、
も
う
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
塀
は
今

日
で
も
、
実
用
性
よ
り
む
し
ろ
美
し
さ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。（
100
）

　

こ
こ
に
翻
訳
者
の
山
口
氏
は
注
を
つ
け
て
い
る
。「
カ
フ
ェ
・
イ
ン
ペ

リ
ア
ル
に
『
く
そ
く
ら
え
！
』
そ
の
も
の
が
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
カ
フ
ェ
の
装
飾
が
こ
う
い
っ
た
落
書
き
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
」（
107　

訳
注
8
）
と
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
装

飾
と
は
ラ
イ
オ
ン
の
頭
の
よ
う
に
フ
ァ
サ
ー
ド
や
ひ
さ
し
や
屋
根
に
取

り
付
け
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
壁
に
描
か
れ
る
絵
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
例
え
ば
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
で

名
高
い
マ
ジ
ョ
リ
カ
・
ハ
ウ
ス
の
外
壁
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
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れ
な
い
。

　

し
か
し
、
何

よ
り
も
興
味
深

い
の
は
、
ク
ラ

ウ
ス
が
こ
れ
ら

の
装
飾
を
髭
に

譬
え
て
い
る
こ

と
だ
（
な
る
ほ

ど
、
マ
ジ
ョ
リ

カ
・
ハ
ウ
ス
の

外
壁
の
装
飾
は
髭
に
見
え
な
く
も
な
い
）。

よ
り
悪
し
き
世
界
は
あ
ま
り
に
苦
し
み
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
た
め

に
、
乗
り
合
い
自
動
車
が
改
築
さ
れ
た
カ
フ
ェ
ハ
ウ
ス
の
そ
ば
を
通
り
過

ぎ
て
く
れ
れ
ば
と
願
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
カ
フ
ェ
の
絢
爛
豪
華
な
装
飾

を
す
べ
て
一
掃
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
そ
こ
の
壁
に

取
り
付
け
て
あ
る
装
飾
、
そ
こ
の
耳
に
張
り
付
け
て
あ
る
髭

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
す
べ
て
き

れ
い
さ
っ
ぱ
り
持
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
こ
と
に
な
る
。（
101　

傍

点
は
引
用
者
）

　

こ
の
よ
う
に
装
飾
を
髭
に
譬
え
た
上
で
、
そ
れ
を
実
用
性
と
美
の
ふ
た

つ
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
連
中
の
付
け
髭
は
、
そ
の
細
工
が
さ
ら
に
進
歩
し
た
と
す
れ

ば
、
次
の
瞬
間
に
は
、
照
明
器
具
と
か
、
文
鎮
と
か
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
マ
ッ

ト
と
か
に
な
っ
て
姿
を
現
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
に
は
何
か
意
味
が

あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
自
体
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ

う
か
ら
。
何
か
隠
れ
た
意
味
が
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
が
そ
ん
な
も
の
を
顔

に
つ
け
て
歩
き
回
っ
た
り
、
い
つ
ま
で
も
商
品
と
し
て
売
り
に
だ
し
た
り

す
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、答
え
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
無
駄
な
こ
と
、

何
も
出
て
こ
な
い
。
何
か
別
の
も
の
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
さ
て
、
こ

う
い
っ
た
顔
髭
は
実
用
的
で
は
な
い
。「
で
も
、
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
」
と
、

こ
う
い
っ
た
場
合
、
う
ち
の
女
中
は
い
う
。（
101
）

　

ク
ラ
ウ
ス
の
文
章
が
一
筋
縄
で
い
か
な
い
の
は
、
こ
こ
か
ら
実
際
に
髭

を
は
や
し
た
人
間
た
ち
を
批
判
し
、
揶
揄
し
て
い
る
か
ら
だ
（「
顔
全
体

に
髭
を
は
や
す
に
値
し
な
い
顔
こ
そ
が
、
そ
の
よ
う
な
髭
を
必
要
と
し
て
い
る

の
だ
」、
103
）。
い
っ
た
い
こ
の
文
章
は
建
築
批
判
の
文
章
な
の
か
、
人
物

批
判
の
文
章
な
の
か
？　

　

こ
こ
は
ク
ラ
ウ
ス
ば
り
に
実
用
性
の
観
点
か
ら
、「
何
か
隠
れ
た
意
味

が
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
が
そ
ん
な
も
の
を
顔
に
つ
け
て
歩
き
回
」
る
だ
ろ

う
か
と
言
っ
て
み
よ
う
。
ク
ラ
ウ
ス
の
こ
の
文
章
は
建
築
も
髭
を
生
や
し

た
人
を
も
批
判
す
る
た
め
の
文
章
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
な
り
の
隠

れ
た
意
味
と
機
能
を
持
つ
。

ウ
ィ
ー
ン

　

カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
が
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
が
一
九
一
三
年
の

ウ
ィ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
常
に
念
頭
に
置
い
た
方
が
よ
い
。
こ
れ
よ
り
少

し
前
の
時
代
、
い
わ
ゆ
る
世
紀
末
の
頃
に
、
退
嬰
的
な
装
飾
に
そ
の
特
徴

を
発
揮
す
る
い
わ
ゆ
る
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
芸
術
潮
流
が
最
後
に
花

（図版はマジョリカ・ハウス、橋本：72）
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開
き
、
そ
の
後
一
気
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
の
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
流
れ

を
牽
引
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
海
野
、
129
）、
こ
こ
は
そ
の
当
の
都
市
な
の

だ
。
こ
こ
で
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
よ
る
都
市
改
造
が
始
ま
る
の

が
一
八
九
四
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
ク
リ
ム
ト
を
領
袖
に
仰
い
で
い
わ
ゆ
る

ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
が
立
ち
上
が
る
の
が
そ
の
二
年
後
（
橋
本
、
70
─
78
）。

芸
術
と
文
化
の
都
、
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
が
こ
う
し
て
誕
生
し
た
。

　

建
築
家
は
新
し
い
様
式
の
建
物
で
街
の
景
観
を
変
え
る
だ
ろ
う
。
ア
ー

ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
、
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
建
築
が
ど
れ
だ
け
従

来
の
建
物
と
違
っ
た
か
。

　

リ
ン
グ
大
通
り
建
設
最
終
段
階
の
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に

か
け
て
造
ら
れ
た
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ベ
ン
・
リ
ン
グ
に
ゆ
く
と
、
東
側
に
バ
ウ

マ
ン
の
設
計
に
な
る
ネ
オ
・
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
い
か
め
し
い
陸
軍
省
の
建

物
が
建
て
ら
れ
、
建
物
の
前
に
旧
陸
軍
省
の
あ
っ
た
ア
ム
・
ホ
ー
フ
広
場

か
ら
移
し
た
ラ
デ
ツ
キ
ー
の
騎
馬
像
が
据
え
ら
れ
る
一
方
、
大
通
り
を
挟

ん
だ
向
か
い
側
に
は
Ｏ
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
設
計
の
郵
便
貯
金
局
が
、
当
時

最
新
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
様
式
（
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
「
分

離
派
」
様
式
と
呼
ば
れ
た
）
の
新
し
い
優
美
さ
を
見
せ
て
お
り
、
両
者
の

0

0

0

様
式
の
落
差
に
驚
か
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。（
田
口
、66　

図
版
指
示
を
削
除
。

傍
点
は
引
用
者
）

　

こ
う
し
て
ウ
ィ
ー
ン
の
街
は
様
相
を
変
え
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
う
い
っ
た
変
化
へ
の
反
動
と
い
う
よ
り
は
そ
の
こ
と
の
帰
結
に

違
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
世
紀
も
変
わ
り
二
十
数
年
も
す
れ
ば
、
人
々

の
美
意
識
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
機
械
化
の
時
代
の
流
れ
の

中
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
美
意
識
が
優
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
る

に
違
い
な
い
。
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
や
、
ド
イ
ツ
の
表
現
主
義
の
と
り
わ

け
映
画
だ
。
装
飾
や
デ
ザ
イ
ン
で
あ
れ
ば
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
で
モ
ダ
ン
な

ア
ー
ル
・
デ
コ
が
誕
生
す
る
だ
ろ
う
。
一
九
一
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
と
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
美
術
史
の
流
れ
の
途
上
に
あ
っ
て
変
化
を
先
取
り
し
、

体
現
し
、
跡
づ
け
た
都
市
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

　

そ
う
し
た
都
市
の
そ
う
し
た
時
代
に
な
さ
れ
た
発
言
で
あ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ス
の
こ
の
文
章
の
立
場
を
ど
う
位
置
づ
け
す
べ
き
か

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ウ
ス
は
到
来
し
つ
つ
あ
る

機
能
性
重
視
の
時
代
の
足
音
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
直
前
の
過
去
の
美
意

識
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
だ
。

ユ
ダ
ヤ
人
問
題

　

一
方
で
こ
の
時
期
の
ウ
ィ
ー
ン
を
語
る
際
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

の
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
だ
。
芸
術
や
文
化
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
牽
引
さ

れ
て
い
た
。
既
に
定
住
し
て
い
て
、
自
由
主
義
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
精
神
を
引

き
継
ぎ
発
展
さ
せ
た
層
だ
。
そ
こ
に
新
た
な
移
民
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が

入
り
込
み
、
両
者
の
軋
轢
、
お
よ
び
両
者
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
軋
轢
が
生
ま

れ
る
の
が
一
九
一
〇
─
二
〇
年
代
の
ウ
ィ
ー
ン
の
特
徴
だ
。
シ
オ
ニ
ズ
ム

と
反
セ
ム
主
義
が
き
し
み
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
こ
で
若
き
ヒ
ト
ラ
ー
が
彼

の
思
想
を
形
成
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
ば
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
ウ
ィ
ー
ン

の
重
要
さ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
（
増
谷
、
76
─
88
）。

　

ユ
ダ
ヤ
人
と
い
え
ば
、
髭
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
髭
を
生
や
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ク
ラ
ウ
ス
も
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
が
、
一
生
髭
を
蓄
え
な
か
っ
た
そ
う
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だ
（
108
、
訳
注
14
）。
し
か
し
、
典
型
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
像
と
い
う
と
、
私
た

ち
は
ど
う
し
て
も
、
黒
い
法
衣
に
帽
子
、
も
み
あ
げ
か
ら
顎
ま
で
の
た
っ

ぷ
り
と
し
た
髭
づ
ら
（「
耳
に
張
り
付
け
て
あ
る
髭
」）
を
思
い
描
か
な
い
で

は
い
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
ク
ラ
ウ
ス
の
こ
の
文
章
は
、
建
築
批
判
に
仮
託

し
た
ユ
ダ
ヤ
人
批
判
と
取
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

自
身
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
揶
揄
し
批
判
す
る

か
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
既
に
述

べ
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
古
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
と

新
し
く
流
入
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
に
軋
轢
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

「
ウ
ィ
ー
ン
の
『
ユ
ダ
ヤ
化
』
を
、
わ
け
て
も
声
高
に
批
判
し
た
の
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
自
身
で
あ
っ
た
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
人
に
強

か
っ
た
の
で
あ
る
」（
池
内
、
82
─
83
）
と
の
こ
と
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ク
ラ
ウ
ス
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
（
反
セ
ム
主

義
）
を
声
高
に
叫
ん
で
い
た
と
早
合
点
す
る
の
も
控
え
た
方
が
い
い
だ
ろ

う
（「
人
種
問
題
の
よ
う
な
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
思
い
を
め
ぐ
ら
せ

た
こ
と
は
ま
だ
全
然
な
い
」、
244
）。
彼
は
建
築
物
に
仮
託
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
的

な
髭
づ
ら
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
世
紀
末
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け

て
の
ウ
ィ
ー
ン
の
文
化
を
牽
引
し
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

文
学
や
学
問
、
音
楽
の
分
野
に
比
べ
、
美
術
・
建
築
の
分
野
で
は
ユ
ダ
ヤ

人
の
存
在
感
は
際
だ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
（
た
だ
し
、
資
金
提
供

者
は
多
か
っ
た
ら
し
い
が
。　

増
谷
、
84
─
86
）。

批
評

　

要
す
る
に
ク
ラ
ウ
ス
の
文
章
は
、
同
時
代
の
ウ
ィ
ー
ン
に
あ
っ
て
存
在

感
を
誇
る
二
つ
の
事
象
を
揶
揄
し
、
批
判
し
た
も
の
だ
。
そ
の
「
二
つ
の

事
象
」
は
建
築
物
と
人
々
と
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
的
な
も

の
と
非
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
と
も
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
両
面
作
戦
の
ご
と
く
二
つ
の
も
の
の
間
に
あ
っ
て
二
つ
の
も
の
に
等

し
く
痛
快
な
一
撃
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
や
が
て
来
る
は
ず

の
時
代
を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
を

人
は
批
評
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
。

（
柳
原
考
敦
）

　
　
文
献
一
覧

ク
ラ
ウ
ス
、
カ
ー
ル
『
黒
魔
術
に
よ
る
世
界
の
没
落
』
山
口
裕
之
・
河
野
英
二
訳
（
現

代
思
潮
社
、
二
〇
〇
八
）

こ
の
書
物
か
ら
の
引
用
は
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
し
た
。

池
内
紀
「
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌

─
一
九
二
〇
年
代
の
ウ
ィ
ー
ン
」『
現
代
思
想　

臨
時
増

刊　

総
特
集　

１
９
２
０
年
代
の
光
と
影
』
第
七
巻
第
八
号
（
一
九
七
八
）、
81
─

83
ペ
ー
ジ
。

海
野
弘『
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
世
界

─
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
源
泉
』（
中
公
文
庫
、改
版
、

二
〇
〇
三
）

田
口
晃
『
ウ
ィ
ー
ン

─
都
市
の
近
代
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
）

橋
本
文
隆
『
図
説　

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
建
築

─
華
麗
な
る
世
紀
末
』（
河
出
書
房

新
社
、
二
〇
〇
七
）

増
谷
英
樹
『
歴
史
の
な
か
の
ウ
ィ
ー
ン

─
都
市
と
ユ
ダ
ヤ
と
女
た
ち
』（
日
本
エ
デ
ィ

タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
三
）
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今
福
龍
太
著

『
群
島
―
世
界
論
』

岩
波
書
店　
二
〇
〇
八
年
一
一
月

　
「
群
島
」（archipelago
）
に
は
、
大
陸
・
国
家
・
領
土
の
歴
史
と
は
異

な
る
時
空
間
が
息
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
育
ま
れ
た
言
葉
は
、
世
界
の
時

空
間
を
ず
ら
し
、
反
転
さ
せ
る
よ
う
な
眩
暈
を
ひ
き
お
こ
す
。

　

た
と
え
ば
、
本
書
の
五
章
「
二
世
の
井
」
に
描
か
れ
る
奄
美
群
島
・
沖

永
良
部
の
島
こ
と
ば
「
旅
（
タ
ビ
）」。
東
京
生
ま
れ
の
沖
永
良
部
二
世
の

作
家
・
干
刈
あ
が
た
が
、
父
母
の
故
郷
の
島
を
訪
れ
て
耳
に
し
た
の
は
、

「
タ
ビ
の
冬
は
寒
い
で
し
ょ
う
」「
タ
ビ
は
人
が
多
い
か
ら
生
活
も
大
変
で

し
ょ
う
」
と
い
っ
た
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
だ
っ
た
。

　

こ
の
「
タ
ビ
」
と
は
、
た
ん
に
船
旅
や
旅
行
の
こ
と
で
は
な
く
、
島
に

た
い
す
る
「
本
土
」、
さ
ら
に
は
「
本
土
」
で
の
暮
ら
し
の
総
体
を
指
し

て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
、
多
く
の
島
人
が
故
郷
を
は
な
れ
て
離
散
し
、

異
郷
で
の
暮
ら
し
を
重
ね
て
き
た
時
空
間
が
息
づ
い
て
い
る
。
干
刈
あ
が

た
が
東
京
で
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
二
十
数
年
の
暮
ら
し
は
、
島
人
か
ら
見

る
と
き
、
異
郷
に
お
け
る
「
タ
ビ
」
の
継
続
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
の
言

葉
を
聴
く
と
き
、
大
地
の
上
で
の
定
住
は
、
船
旅
の
揺
れ
と
と
も
に
、
多

島
海
の
流
動
の
な
か
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
い
く
。

　

本
書
で
描
か
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
響
き
を
聴
き
と
り
な
が

ら
、「
島
渡
り
」
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
感
受
さ
れ
、
そ
の
姿
を

現
わ
し
て
く
る
「
群
島
地
図
」
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
湾
に
そ
そ
ぐ
大
河
ミ

シ
シ
ッ
ピ
の
デ
ル
タ
地
帯
に
は
じ
ま
る
旅
路
で
は
、
カ
リ
ブ
海
、
奄
美
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、さ
ら
に
幻
の
「
ブ
ラ
ジ
ル
島
」
や
「
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
島
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
場
所
が
、
時
空
間
を

こ
え
て
、
錯
綜
す
る
補
助
線
に
よ
っ
て
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
こ
で
聴
き
と
ら
れ
、
読
み
解
か
れ
る
の
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
読
む

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
グ
リ
ッ
サ
ン
、
ギ
リ
シ
ア
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
・
日
本
を
流
浪
し
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
、
奄
美
・
沖

縄
に
出
会
い
「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
」
論
を
紡
ぎ
だ
し
た
島
尾
敏
雄
、
カ
リ
ブ

海
の
群
島
を
渡
り
歴
史
の
瓦
礫
を
生
き
た
詩
人
デ
レ
ク
・
ウ
ォ
ル
コ
ッ

ト
、
英
語
詩
と
訣
別
し
ゲ
ー
ル
語
で
「
私
は
舌
」（Teanga M

ise

）
と
記

し
た
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
、
イ
ン
ド
系
ク
ー
リ
ー
の
末
裔
と
し
て

ガ
イ
ア
ナ
に
生
ま
れ
イ
ギ
リ
ス
へ
移
民
し
た
詩
人
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ダ
ビ

デ
ィ
ー
ン
な
ど
、
越
境
す
る
狭
間
の
生
を
生
き
た
文
学
者
た
ち
の
言
葉
で

あ
る
。

　

時
空
間
の
歪
み
に
分
け
入
る
こ
の
旅
路
で
は
、
方
法
と
し
て
の
〈
時
間

錯
誤 

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
〉
と
〈
空
間
錯
誤 

ア
ナ
ロ
キ
ス
ム
〉
が
自
覚
的

に
選
び
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、
世
界
を
反
転
さ

せ
、
別
様
に
感
受
し
て
い
く
よ
う
な
惑
乱
す
る
迷
宮
で
あ
る
。

　

そ
の
迷
宮
は
、
東
欧
を
旅
し
た
島
尾
敏
雄
が
、
幾
た
び
も
国
境
の
移
動

を
経
験
し
、
亡
国
・
廃
滅
を
生
き
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
感
受
し
た
も
の
で
も

あ
っ
た
。「
錯
誤
を
か
さ
ね
て
二
枚
あ
わ
せ
の
ガ
ラ
ス
の
領
域
図
を
右
に

ず
ら
せ
左
に
移
し
し
て
い
る
う
ち
、
現
在
の
立
場
に
よ
う
や
く
焦
点
が

合
っ
た
様
子
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の
ま
ま
動
か
ず
に
す
む
と
も
思
え
な

い
」。
そ
の
と
き
彼
は
、「
自
分
の
中
に
含
み
も
つ
混
沌
の
地
下
道
」
を
感
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じ
て
い
た
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
震
洋
隊
（
海
上
特
攻
隊
）
の
基
地
だ
っ
た
横
穴
を
、
各

地
の
「
浦
」
に
訪
ね
歩
い
た
島
尾
敏
雄
の
足
跡
を
辿
り
な
お
し
な
が
ら
、

未
知
の
「
群
島
地
図
」
を
「
既
視
感
」
と
と
も
に
幻
視
し
た
今
福
氏
の
経

験
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
万
華
鏡
の
よ
う
な
書
物
を
読
み
す
す
め
る
読
者
も
ま

た
、
時
空
間
の
眩
暈
の
な
か
で
、
幻
聴
の
よ
う
な
響
き
に
出
会
う
こ
と
に

な
る
。

　

沖
縄
・
コ
ザ
の
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
パ
ブ
で
開
か
れ
た
多
言
語
朗
読
会
で
、

沖
縄
の
詩
人
・
高
良
勉
が
琉
球
語
で
読
ん
だ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
一
節
。「
あ
ん
し
ん
わ
ん
ね
ー
、
う
み
ち
っ
ち
し
か

ん
さ
っ
て
ぃ
、
く
る
し
み
ら
っ
と
ー
る
民
族
ぬ
一
人
ん
や
い
び
ー
く
と
ぅ

よ
ー
」（
そ
れ
に
ぼ
く
は
、
忌
み
嫌
わ
れ
迫
害
さ
れ
て
い
る
民
族
に
属
し
て
も

い
ま
す
）。

　

こ
の
よ
う
な
声
の
響
き
に
寄
り
そ
っ
て
い
く
「
島
渡
り
」
は
、
た
ん
に

越
境
す
る
軽
や
か
な
快
楽
の
道
行
き
で
は
な
い
。
大
陸
・
帝
国
の
力
に

よ
っ
て
お
し
ひ
し
が
れ
、
散
種
さ
れ
た
歴
史
の
瓦
礫
を
、
そ
の
苦
楽
と
と

も
に
抱
き
と
り
な
が
ら
一
つ
一
つ
拾
い
あ
つ
め
、
別
の
世
界
を
夢
み
て
い

く
旅
路
で
あ
る
。

　

そ
の
企
て
は
、
具
体
的
な
場
所
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
そ
こ
で
発
せ
ら

れ
た
密
や
か
な
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、
時
空
間
を
こ
え
て
い
く
旅
で
あ

る
。
本
書
の
終
章
は
い
う
。

　
重
要
で
な
い
も
の
は
な
い
。
す
べ
て
の
も
の
は
重
要
で
あ
る
。
…
…
小

さ
な
差
異
こ
そ
に
気
づ
き
、
併
合
す
る
こ
と
も
包
含
す
る
こ
と
も
せ
ず
、

そ
の
小
さ
な
差
異
を
永
続
化
さ
せ
、
そ
の
差
異
の
上
に
〈
わ
た
し
〉
の
位

置
を
見
い
だ
す
こ
と
。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、「
神
は
細
部
に
宿
り
た
ま
う
」、
あ
る
い
は
「
神
の

み
ぞ
知
る
」
と
い
っ
た
慣
用
句
に
あ
る
よ
う
な
、
全
世
界
を
統
括
す
る

一
神
教
的
な
眼
差
し
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
世
界
」
と
「
反
―
世
界
」
の

狭
間
で
、
幻
の
よ
う
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
別
様
な
〈
世
界
〉。
そ
こ
に
は
、

新
た
な
認
識
論
・
存
在
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〈
詩
学
〉
が
息
づ
き
、
別
様

に
離
散
す
る
〈
神
学
〉
が
垣
間
見
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
旅
路
が
次
に
め
ざ
す
の
は
、「
群
島
―
世
界
論
」
内
陸
篇
と
さ
れ

る
。
そ
の
鍵
と
な
る
「
沙
漠
」
に
分
け
入
る
と
き
、
刻
々
と
揺
れ
う
ご
く

風
紋
と
と
も
に
大
陸
は
流
動
し
、
多
島
海
へ
と
溶
け
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
く
だ

ろ
う
。
そ
こ
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
〈
群
島
世
界
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
言
葉

と
と
も
に
響
き
わ
た
る
の
か
。
待
機
し
つ
つ
耳
を
澄
ま
せ
た
い
と
思
う
。

（
米
谷
匡
史
）
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シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
著
・
宇
戸
清
治
訳

『
罪
と
の
闘
い
』

財
団
法
人　
大
同
生
命
国
際
文
化
基
金　
二
〇
〇
八
年
一
一
月

　

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
か
か
っ
た
薄
い
金
茶
色
に
塗
ら
れ
た
よ
う
な
小

石
や
タ
イ
ル
の
地
模
様
（
こ
れ
は
、
大
同
生
命
国
際
文
化
基
金
か
ら
刊
行
さ

れ
る
「
ア
ジ
ア
の
現
代
文
芸
」
の
﹇
タ
イ
﹈
シ
リ
ー
ズ
に
共
通
）
に
、
タ
イ
文

字
と
日
本
語
に
よ
る
「
罪
と
の
闘
い
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
カ
バ
ー
を
見

る
と
、
小
難
し
い
印
象
を
受
け
る
。
だ
が
、
ア
ジ
ア
の
文
学
の
翻
訳
書
に

多
く
見
ら
れ
る
「
注
の
呪
縛
」
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
日
本
語
で
書
か
れ

た
か
の
よ
う
な
作
品
を
読
む
う
ち
に
、
そ
う
い
っ
た
危
惧
は
消
え
、
い
つ

の
間
に
か
シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
の
小
説
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
特

に
タ
イ
の
隣
国
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
長
ら
く
関
わ
っ
て
き
た
私
に
と
っ
て
は
、

非
常
に
興
味
深
い
作
品
の
数
々
で
あ
り
、
ま
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
を
含
む
多

く
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
関
係
者
に
も
読
ん
で
も
ら
い
た
い
作
品
で
あ
る
。

　

巻
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
長
編
小
説「
ま
た
会
う
日
ま
で
」（
一
九
五
〇
）

は
、
シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
の
長
編
小
説
の
中
で
も
後
期
の
作
品
に
あ
た
る
。

読
者
の
先
入
観
を
壊
し
て
い
く
よ
う
な
出
だ
し
で
あ
る
。「
そ
の
日
は
一

月
末
の
真
夏
の
日
差
し
が
目
に
痛
い
ほ
ど
ま
ぶ
し
い
日
で
、
し
か
も
休
日

に
あ
た
っ
て
い
た
。」
最
初
の
一
行
を
読
め
ば
、
乾
季
真
っ
只
中
の
暑
い

タ
イ
を
思
い
描
く
。
だ
が
二
行
目
の
「
お
そ
ら
く
は
数
千
人
に
及
ぶ
人
々

が
メ
ル
ボ
ル
ン
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
セ
ン
ト
・
キ
ル
ダ
・
ビ
ー
チ
や
エ
ル

ウ
ッ
ド
・
ビ
ー
チ
や
モ
ー
ニ
ン
ト
ン･

ビ
ー
チ
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
」
と
い
う
文
章
で
、
舞
台
が
タ
イ
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
か
つ
て
は
私
自
身
何
度
と
な
く
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
し
、
景
観
を
楽
し
ん
だ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
楽
し
い
遊
び
を
し
た

こ
と
が
あ
る
な
じ
み
の
場
所
だ
。」
主
人
公
「
私
」
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
在
住
し
て
い
る
タ
イ
人
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
い
な
が
ら
読
み
進
め

る
と
、「
私
の
耳
に
、
風
に
運
ば
れ
た
声
が
届
い
た
の
だ
。『
ド
ロ
シ
ー
、

あ
な
た
は
自
分
の
慰
め
の
た
め
に
身
内
の
命
を
絶
と
う
な
ん
て
考
え
る

人
間
で
は
な
か
っ
た
は
ず
。
こ
の
小
魚
は
本
当
は
あ
な
た
の
身
内
な
の

よ
。』」
と
い
う
文
章
に
突
き
当
た
る
。「
私
」
は
、タ
イ
人
で
は
な
く
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
人
な
の
だ
。
た
だ
そ
こ
に
は
釣
っ
た
魚
が
自
分
の
身
内
で
あ

る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
た
り
、
川
に
放
し
た
魚
が
何
度
も
足
元

に
戻
っ
て
き
た
り
と
、
仏
教
説
話
的
な
匂
い
も
微
か
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
私
」
は
、
偶
然
に
コ
メ
ー
ト
と
い
う
名
の
青
年
に
出
会
い
、
親
交
を

深
め
て
い
く
。
コ
メ
ー
ト
は
タ
イ
の
貴
族
の
子
弟
で
メ
ル
ボ
ル
ン
に
留
学

中
で
あ
っ
た
。「
私
」
は
、
コ
メ
ー
ト
か
ら
、
今
は
亡
き
か
つ
て
の
恋
人

ナ
ン
シ
ー
に
触
発
さ
れ
、
自
我
に
目
覚
め
て
タ
イ
社
会
の
変
革
を
決
意
し

た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
読
者
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
女
性
ド

ロ
シ
ー
と
い
う
「
私
」
に
対
し
て
語
る
タ
イ
人
男
性
コ
メ
ー
ト
の
話
を
通

じ
て
、
彼
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
女
性
ナ
ン
シ
ー
の
親
交
を
た
ど
っ
て
い

く
、
と
い
う
複
雑
な
設
定
と
な
っ
て
い
る
。　

　

ド
ロ
シ
ー
は
タ
イ
の
こ
と
は
全
く
知
ら
ず
、
コ
メ
ー
ト
に
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
人
が
紅
茶
と
羊
で
暮
し
て
い
る
の
に
対
し
、
自
分
の
国
は
米
と
水

で
暮
ら
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
、「
東
洋
の
桃
源
郷
の
よ
う
な
神
秘
的
な

世
界
」
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
す
る
。
以
後
、
本
書
の
読
者
、
つ
ま
り
日
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本
人
読
者
は
ド
ロ
シ
ー
と
一
体
と
な
っ
て
、
コ
メ
ー
ト
の
話
に
耳
を
傾
け

る
。

タ
イ
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
田
圃
に
籾
を
蒔
け
ば
、
神
様
が
天
か
ら
降
ら
せ

た
慈
雨
で
自
然
に
茎
や
葉
が
伸
び
、
や
が
て
見
事
な
黄
金
の
稲
穂
が
実
る

と
い
う
。
そ
れ
は
国
中
の
人
間
が
食
べ
る
の
に
困
ら
な
い
ほ
ど
の
量
で
、

余
っ
た
大
量
の
米
は
外
国
に
も
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
の
大
地
は
と
て

も
地
味
に
富
ん
で
い
て
、
マ
ン
ゴ
ー
を
食
べ
終
わ
っ
た
後
、
そ
の
種
を
地

面
に
捨
て
れ
ば
、
自
ず
と
芽
が
出
て
幹
と
な
る
﹇
中
略
﹈
熱
帯
地
域
に
位

置
し
て
い
る
の
は
事
実
だ
が
、
耐
え
難
い
暑
さ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

雨
や
優
し
い
風
に
中
和
さ
れ
て
天
候
は
き
わ
め
て
穏
や
か
で
あ
る
。都
会
、

農
村
を
問
わ
ず
、
人
々
は
一
年
を
通
し
て
月
の
柔
ら
か
な
光
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
…
…
（
33
─
34
）

　

コ
メ
ー
ト
が
美
し
く
描
く
「
日
差
し
や
月
の
光
を
浴
び
て
営
ま
れ
、
雨

や
風
で
癒
さ
れ
て
い
る
、タ
イ
の
農
村
の
生
活
」
と
、タ
イ
の
農
民
が
持
っ

て
い
る
「
他
人
に
対
す
る
深
い
慈
悲
心
や
優
し
さ
」
に
、
私
た
ち
読
者
は

す
っ
か
り
タ
イ
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
そ
れ
ほ
ど
心
根
の

優
し
い
人
々
と
触
れ
合
い
た
い
、
そ
ん
な
に
豊
か
な
大
地
の
上
で
暮
し
た

い
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
コ
メ
ー
ト
は
警
告
す
る
。

そ
の
住
み
や
す
い
は
ず
の
国
で
生
活
し
て
い
る
人
々
の
暮
ら
し
は
、
情
け

容
赦
の
な
い
政
治
制
度
と
社
会
制
度
の
せ
い
で
言
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
醜

い
不
正
義
に
満
ち
、
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
の
不
公
平
に
満
ち
て
い
る
。
タ
イ

の
九
〇
％
に
及
ぶ
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
民
の
生
活
が
劣
悪
な
状
態
に
置

か
れ
て
い
る
ん
だ
。
…
…
住
民
は
、
じ
つ
は
そ
の
日
そ
の
日
を
生
き
延
び

る
お
金
を
得
る
た
め
に
汗
水
垂
ら
し
て
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の

労
働
が
生
み
出
し
た
価
値
の
大
部
分
を
、
首
都
に
住
む
ほ
ん
の
一
握
り
の

人
々
が
度
を
過
ぎ
た
享
楽
の
た
め
に
浪
費
し
て
い
る
。（
42
）

　

こ
の
作
品
は
、
お
よ
そ
六
〇
年
も
昔
に
書
か
れ
て
い
る
。
訳
者
解
説
に

も
あ
る
よ
う
に
、
現
在
の
タ
イ
で
は
、
社
会
的
公
平
、
身
分
意
識
の
一
掃
、

民
主
主
義
と
い
う
指
標
は
、
相
対
的
で
は
あ
る
も
の
の
す
で
に
実
現
さ
れ

て
い
る
。
物
語
の
終
盤
で
、コ
メ
ー
ト
は
「
自
国
の
人
々
の
将
来
の
た
め
、

ひ
い
て
は
人
類
兄
弟
の
た
め
に
で
き
る
仕
事
に
着
手
し
た
い
」
と
、
帰
国

を
決
意
し
、
ド
ロ
シ
ー
と
別
れ
る
。

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
も
、
コ
メ
ー
ト
と
同
様
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持

ち
、
同
時
代
を
生
き
て
い
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
た
ち
は
少
な
か
ら
ず
い
た
。

彼
ら
は
留
学
先
で
、
母
国
を
思
い
、
民
衆
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
だ
が

コ
メ
ー
ト
と
、
あ
る
い
は
シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
と
何
が
異
な
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
後
に
ポ
ル
・
ポ
ト
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
サ
ロ
ト
・
サ
ル
と
の

違
い
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

一
方
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
長
編
『
罪
と
の
闘
い
』

（
一
九
三
四
）
は
、
タ
イ
ト
ル
の
い
か
め
し
さ
と
は
裏
腹
に
、
恋
愛
小
説

と
し
て
も
読
め
る
。
裕
福
な
ク
プ
タ
ワ
ス
伯
爵
家
に
は
結
婚
適
齢
期
の
長

男
マ
ナ
ッ
ト
、
次
男
マ
ヌ
ー
ン
、
末
娘
の
モ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
若
い
家
政

婦
ジ
ェ
ン
が
い
る
。
マ
ナ
ッ
ト
は
品
行
方
正
で
読
書
家
で
あ
り
正
義
感
の

強
い
裁
判
官
、
マ
ヌ
ー
ン
は
遊
び
好
き
の
学
生
で
あ
っ
た
が
、
富
豪
の
娘

ワ
ン
ペ
ン
と
密
か
に
つ
き
あ
っ
て
い
る
。
病
に
倒
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
ジ
ェ
ン
を
妊
娠
さ
せ
て
し
ま
っ
た
マ
ナ
ッ
ト
は
、
ジ
ェ
ン
の
好
意
に
甘

え
て
、
自
分
が
父
親
で
あ
る
こ
と
を
表
明
せ
ず
、
両
親
の
い
わ
れ
る
が
ま

ま
に
ワ
ン
ペ
ン
と
結
婚
す
る
。
だ
が
、
罪
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
、
苦
悩
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し
、
ま
だ
夫
婦
の
契
り
を
結
ん
で
い
な
い
ワ
ン
ペ
ン
と
別
れ
、
家
を
出
る
。

連
続
ド
ラ
マ
で
あ
れ
ば
続
き
を
心
待
ち
に
し
そ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
解
説
に
あ
る
よ
う
に
「
マ
ナ
ッ
ト
の
行
為
や

心
理
描
写
か
ら
は
、
訪
日
や
訪
豪
以
降
の
思
想
的
転
換
を
果
た
す
前
の

シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
の
、
近
代
的
個
我
の
獲
得
を
目
指
し
て
苦
悩
す
る
屈
折

し
た
姿
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
登
場
人
物
の
名
前
や
、
状
況
設

定
に
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
現
代
小
説
を
多
読
し
た
身
と
し
て
は
、
親
近
感

を
覚
え
る
。
し
か
し
「
罪
と
の
闘
い
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
、
切
な
く
重
い

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
、
こ
の
作
品
が
一
九
三
四
年
に
書
か
れ
た
こ
と
（
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
初
の
近
代
小
説
は
一
九
三
八
年
）
を
考
え
る
と
、
ま
た
隔
た
り
も

感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
解
説
に
よ
る
と
、
著
者
シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
は
、
一
九
〇
五
年
に

バ
ン
コ
ク
で
生
ま
れ
、
一
九
七
四
年
に
亡
命
先
の
北
京
で
六
十
九
歳
で
そ

の
生
涯
を
終
え
た
。
立
憲
革
命
後
、
政
治
の
世
界
に
誘
わ
れ
た
が
固
辞
し

て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
作
家
の
道
を
貫
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
、
朝

日
新
聞
社
の
招
待
で
来
日
し
、
戦
後
は
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
政
治
学
を
専

攻
し
た
。
単
な
る
タ
イ
文
学
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
虐
げ
ら
れ
た

労
働
者
や
農
民
へ
の
熱
い
共
感
と
社
会
変
革
の
志
を
持
ち
続
け
、
実
践
政

治
と
は
距
離
を
お
い
た
文
筆
家
と
し
て
、
民
衆
啓
発
の
役
割
に
徹
す
る
姿

勢
を
貫
い
た
知
識
人
」
で
あ
っ
た
。
作
品
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
は
時

代
を
超
え
て
普
遍
性
を
持
ち
、
そ
の
普
遍
性
は
タ
イ
国
内
に
留
ま
ら
ず
、

今
後
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
世
界
に
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
タ
イ
の
国
際
空
港
が
反
政
府
組
織
に
占
拠
さ

れ
、
一
時
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
た
事
件
は
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。
そ
の

一
般
の
人
々
の
政
治
に
対
す
る
強
い
関
心
と
行
動
力
に
は
目
を
見
張
る
。

コ
ン
ビ
ニ
や
カ
フ
ェ
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ー
ド
店
が
建
ち
並
び
、
音
楽
メ

デ
ィ
ア
を
聞
き
な
が
ら
颯
爽
と
歩
く
人
々
は
、
東
京
と
変
わ
ら
ぬ
、
あ
る

意
味
、
東
京
よ
り
も
便
利
で
活
気
の
あ
る
大
都
市
バ
ン
コ
ク
を
象
徴
し
て

い
る
。
宇
戸
氏
に
よ
っ
て
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
次
々
と
紹
介
さ
れ
る
、
プ

ラ
ー
プ
ダ
ー
・
ユ
ン
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
や
映
像
、
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ
を

テ
ー
マ
に
し
た
マ
ン
ガ
、
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ズ
系
の
ア
イ
ド
ル
か
ら
は
、
タ
イ

が
位
置
す
る
「
東
南
ア
ジ
ア
」
と
い
う
言
葉
か
ら
想
像
し
が
ち
な
、「
素

朴
さ
」
や
「
泥
臭
さ
」
は
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、
社
会
意
識
の
高
さ
、
社
会
の
発
展
、
文
化
の
重
層
性
と

多
様
性
は
、
タ
イ
の
人
々
が
「
タ
イ
文
学
の
巨
匠
」
シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
と

い
う
作
家
、
思
想
家
を
持
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
今
な
お
タ
イ
人
の
心
に

生
き
続
け
る
」
ほ
ど
の
多
く
の
著
作
の
読
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

金
茶
色
の
外
カ
バ
ー
を
外
し
た
布
で
装
丁
さ
れ
た
表
紙
に
は
、
シ
ー

ブ
ー
ラ
パ
ー
の
直
筆
サ
イ
ン
が
刻
字
さ
れ
て
お
り
、
つ
い
指
先
で
何
度
も

撫
で
て
し
ま
う
。
タ
イ
文
字
の
並
ん
だ
下
に
、
ま
っ
す
ぐ
右
に
向
か
っ
て

引
か
れ
た
線
に
は
、「
東
方
光
輝
（
シ
ー
ブ
ー
ラ
パ
ー
）」
の
強
い
意
志
が

み
な
ぎ
り
、
そ
の
輝
き
は
失
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。（岡

田
知
子
）



講演会
　「ドストエフスキーの現代性─『罪と罰』から
　『カラマーゾフの兄弟』」
　　7 月 3 日　亀山郁夫

　「Between East and West」
　　10 月 2 日　アン・アプルボーム（作家）

　「American Romance: Hawthorne's Polarities and Delillo's 
　Particles」
　　12 月 3 日　Samuel Coale（ウィートン・カレッジ）

　「Connecting the 19th Century with the Contemporary」
　　12 月 13 日　Samuel Coale（ウィートン・カレッジ）
　　　　　　　　鷲津浩子（筑波大学）
　　　　　　　　加藤雄二

　「ロシアを語る─ロシア的精神とは何か？」
　　1 月 28 日　佐藤　優

　「カンボジアの影絵芝居」
　　2 月 4 日　福富友子（スバエクの会）

シンポジウム
　「グローバリゼーションの空隙─文化と周縁」
　　1 月 29 日
　　福島富士男（東京都立大学）
　　都甲幸治（早稲田大学）　
　　沼野恭子　
　　柳原孝敦

レクチャー・コンサート
　「「チェオボン」が奏でる森」
　　10 月 14 日　
　　「チェオボン」・虫明悦生（京都大学）

　「Headhunters Music of Sarawak, Borneo」
　　11 月 17 日
　　ランディ・レイン・ルーシュ（作曲家）
　　　

編
集
後
記

　
本
号
で
は
〈
日
本
〉
特
集
を
お
送
り
す
る
。
近
年
村
上
春
樹
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
文
学
へ
の
関
心
と
需
要
が
広
く
海
外
で
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
同

時
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
や
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
揚
逸
の
よ
う
に
、
日
本
語
で
表
現

す
る
外
国
人
作
家
も
珍
し
く
な
く
な
り
、「
日
本
語
文
学
」
と
い
う
べ
き
領
域

が
次
第
に
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
日
本
語
文
学
」
自

体
は
、
戦
前
、
戦
中
の
満
州
、
台
湾
、
朝
鮮
と
い
っ
た
植
民
地
的
空
間
で
す
で

に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
植
民
地
主
義
の
産
物
で
あ
っ
た

表
現
の
領
域
が
、
新
し
い
位
置
づ
け
で
浮
上
し
て
き
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
本
特
集
で
は
そ
の
〈
国
際
化
〉
の
担
い
手
た
る
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
や
多
和

田
葉
子
と
い
っ
た
先
端
的
な
作
家
た
ち
が
、
多
彩
な
執
筆
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
現
在
よ
り
も
切
迫
し
た
〈
国
際
化
〉
の
要
請
に

迫
ら
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
明
治
期
の
文
化
状
況
に
も
光
が
当
て
ら
れ
て
い

る
。
日
本
文
化
の
近
代
を
概
観
す
る
に
足
る
、
充
実
し
た
特
集
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
文
化
の
国
際
交
流
は
近
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

周
知
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
葛
飾
北
斎
ら
の
日
本
の
浮
世
絵
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
画
家
た
ち
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
相
互
の
摂
取
に

よ
っ
て
文
化
表
現
の
可
能
性
が
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
ま
す
ま
す
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
号
の
表
紙
で
は
そ
の
交
流
の
端
的
な
例
と
も
い
う

べ
き
、
安
藤
広
重
の
浮
世
絵
と
そ
れ
を
模
写
し
た
ゴ
ッ
ホ
の
絵
を
重
ね
合
わ
せ

て
み
た
。
　

　
今
号
の
編
集
で
は
教
務
補
佐
の
大
塚
ち
は
や
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く

の
大
学
院
後
期
課
程
の
院
生
の
み
な
さ
ん
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
あ
ら
た
め
て

お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
　

（
柴
田
勝
二
）
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