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山
口
裕
之

　『
シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
』
に
対
す
る
衝
撃
的
な
襲
撃
事
件
の
後
、
現
在
（
二
〇
一
五
年
一
月
下
旬
）

さ
ま
ざ
ま
な
国
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
次
々
に
生
じ
て
い
る
連
鎖
的
反
応
に
は
、
そ
の
衝
撃
に
由
来
す
る

き
わ
め
て
感
情
的
な
要
素
が
い
ま
だ
強
烈
に
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
身
近
な
人
々
が
暴
力
的
に

惨
殺
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
シ
ョ
ッ
ク
と
怒
り
と
い
う
個
人
的
な
領
域
に
か
か
わ
る
感
情
が
及
ぶ
範
囲
は
、

も
ち
ろ
ん
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
。Je suis Charlie

と
い
う
プ
ラ
カ
ー
ド
を
誇
り
高
く
掲
げ
て

連
帯
を
表
明
す
る
人
た
ち
、
そ
し
て
基
本
的
に
そ
れ
を
支
持
す
る
視
点
か
ら
報
道
す
る
西
側
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
は
、
明
ら
か
に
非
難
を
免
れ
る
余
地
の
な
い
テ
ロ
リ
ズ
ム
的
行
為
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
側
面
だ

け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
イ
ス
ラ
ム
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
懐
疑
的
な
距
離
感
が
し
ば
し
ば
つ

き
ま
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
イ
ス
ラ
ム
」
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
「
表

現
の
自
由
」
が
蹂
躙
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
傷
つ
け
ら
れ
た
プ
ラ
イ
ド
を
回
復
す
る
た
め
の
攻
撃
性
さ

え
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
〇
一
四
年
末
か
ら
ド
イ
ツ
で
展
開
し
つ
つ
あ
る
ペ
ギ
ー
ダ（「
西

洋
の
イ
ス
ラ
ム
化
に
反
対
す
る
欧
州
愛
国
者
」）
が
、
二
〇
一
五
年
一
月
七
日
の
シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド

襲
撃
事
件
の
あ
と
に
も
関
連
し
た
デ
モ
を
繰
り
広
げ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
数
の
上
で
遥
か
に
凌
駕
す

る
対
抗
デ
モ
の
グ
ル
ー
プ
が
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る
」
と
い
う
ド
イ
ツ
基
本
法
の
冒
頭
の
文
言

を
掲
げ
て
、
多
民
族
多
文
化
の
状
況
を
擁
護
す
る
姿
勢
を
目
に
す
る
と
、
ほ
っ
と
安
堵
す
る
一
面
も
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
あ
る
新
聞
で
は
、
ド
イ
ツ
で
の
こ
の
対
抗
デ
モ
の
写
真
を
掲
げ
な
が
ら
も
、「
欧
州
で

反
イ
ス
ラ
ム
拡
大
」
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
見
出
し
が
そ
の
下
に
置
か
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
一
連
の
で
き
ご

と
に
お
い
て
動
い
て
い
る
の
は
、
本
来
の
意
味
で
の
信
条
や
論
理
の
せ
め
ぎ
合
い
で
は
も
は
や
な
く
、
感

情
の
対
立
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
感
情
が
増
幅
さ
れ
る
反
応
で
し
か
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
圏
の
な
か
で
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
諷
刺
の
伝
統
や
そ
の
多
様
な
形
態
を
と
ら
え
な
が
ら
諷
刺

と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
、
イ
ス
ラ
ム
の
真
の
宗
教
的
感
覚
や
文
化
的
伝
統
を
敬
意
を
も
っ
て
理
解
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
特
定
の
文
化
・
時
代
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
「
表
現
の
自

由
」
が
、
現
在
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
変
容
を
遂
げ
て
来
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と

|
「
総
合
文
化
研
究
所
」
は
、
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
、
思
考
の
枠
組
み
、
文
化
的
伝
統
を
横

断
す
る
場
で
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
新
た
な
政
治
的
連
鎖
反
応
を
目
に
し
な
が
ら
、
文
化
と
文
化
の
あ
い
だ

を
つ
な
ぐ
可
能
性
を
思
う
。
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ヴ
ォ
ー
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
『
農
民
＝
令
嬢
』
も

マ
リ
ヴ
ォ
ー
を
引
き
継
ぐ
か
の
ご
と
く
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
衣
服
を
取
り
換

え
、
社
会
階
層
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
の
戯
れ
の
き
っ
か
け
が

生
ま
れ
、
物
語
が
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
。
つ
ま
り
、

貴
族
の
令
嬢
リ
ー
ザ
が
農
民
の
衣
服
を
着
て
農
民
ア
ク
リ
ー
ナ
に
変
装

し
、
気
に
な
る
男
性
の
目
を
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
の
引
用

は
、
リ
ー
ザ
が
衣
裳
の
交
換
を
思
い
つ
き
、
下
女
の
ナ
ー
ス
チ
ャ
に
話
す

場
面
だ
。

「
…
…
そ
う
だ
わ
、
ナ
ー
ス
チ
ャ
！

　
こ
う
い
う
の
は
ど
う
か
し
ら
？

　

私
が
農
民
の
女
の
子
に
扮
装
す
る
の
！
」

「
た
し
か
に
そ
れ
は
い
い
で
す
ね
。
だ
ぶ
だ
ぶ
の
ル
バ
ー
シ
カ
と
サ
ラ
フ
ァ

ン
を
お
召
し
な
さ
い
ま
せ
。
そ
れ
で
ト
ゥ
ギ
ロ
ヴ
ォ
に
堂
々
と
お
い
で
な

さ
い
ま
し
。
ベ
レ
ス
ト
フ
様
は
お
嬢
様
だ
っ
て
こ
と
、
ぜ
っ
た
い
に
お
わ

か
り
に
な
り
ま
せ
ん
よ
」

「
そ
れ
に
私
、こ
の
土
地
の
言
葉
だ
っ
て
上
手
に
使
え
る
も
の
。
あ
あ
、ナ
ー

ス
チ
ャ
、
可
愛
い
ナ
ー
ス
チ
ャ
！

　
な
ん
て
素
敵
な
思
い
つ
き
か
し
ら
！
」 

2

　

こ
う
し
て
リ
ー
ザ
は
ル
バ
ー
シ
カ
と
サ
ラ
フ
ァ
ン
を
着
て
農
民
の
娘
の

衣
服
の
二
重
性         

ま
た
は
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
挑
戦

沼
野
恭
子

「
彼
女
は
第
二
の
シ
ャ
リ
ャ
ー
ピ
ン
だ
！
」

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

（
一
）
衣
服
の
二
重
性

　
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
言
葉
か
ら
始
め
よ
う
。
彼
は
、「
何
世
紀
に
も
わ

た
っ
て
、
社
会
階
級
の
数
と
同
じ
数
の
衣
服
が
存
在
し
た
。
一
つ
一
つ
の

身
分
に
そ
れ
ぞ
れ
の
衣
服
が
あ
り
、
身
な
り
は
何
の
支
障
も
な
く
真
の
記

号
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
」

1 

と
記
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
い

た
る
ま
で
ロ
シ
ア
社
会
も
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
っ
た
。
と
く
に
貴
族
と

農
民
の
服
装
の
間
に
は
歴
然
と
し
た
差
が
あ
り
、
衣
服
を
見
れ
ば
、
そ
れ

を
着
て
い
る
者
が
貴
族
に
属
す
る
の
か
農
民
に
属
す
る
の
か
は
一
目
瞭

然
だ
っ
た
。

　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
プ
ー
シ
キ
ン
の
作
品
集
『
ベ
ー
ル
キ
ン
物
語
』

（
一
八
三
一
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
中
編
『
農
民
＝
令
嬢
』
は
、
そ
の
こ

と
を
端
的
に
示
す
よ
い
例
だ
ろ
う
。
バ
ル
ト
は
フ
ラ
ン
ス
の
劇
作
家
マ
リ
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———　知覚の変容と文化表象　———

ふ
り
を
し
、
隣
家
の
貴
族
の
子
息
ア
レ
ク
セ
イ
に
会
う
が
、
ア
レ
ク
セ
イ

は
リ
ー
ザ
が
貴
族
の
令
嬢
だ
と
は
気
づ
か
な
い
。
こ
こ
で
ル
バ
ー
シ
カ
と

サ
ラ
フ
ァ
ン
が
、
農
民
を
あ
ら
わ
す
記
号
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。「
ル
バ
ー
シ
カ
」
と
は
古
来
ロ
シ
ア
で
着
用
さ
れ
て

き
た
ブ
ラ
ウ
ス
ま
た
は
シ
ャ
ツ
の
こ
と
、「
サ
ラ
フ
ァ
ン
」
は
主
に
農
民

女
性
が
着
る
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
こ
と
を
い
い
、
し
ば
し
ば
袖
の
な
い
、
い
わ

ゆ
る
ジ
ャ
ン
パ
ー
ス
カ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
。
図
版
①
は
、

ロ
シ
ア
の
一
九
世
紀
前
半
の
農
村
風
景
や
農
民
の
肖
像
に
優
れ
た
才
能

を
発
揮
し
た
画
家
ア
レ
ク
セ
イ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
フ
の
『
井
戸
端
で

の
出
会
い
』（
一
八
四
三
）
だ
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
っ

白
い
ル
バ
ー
シ
カ
に
赤
い
サ
ラ
フ
ァ
ン
と
い
う
恰
好
が
無
垢
な
若
い
農

民
娘
の
定
番
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
。
た
し
か
に
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
指
摘
す

る
と
お
り
、社
会
階
層
を
交
換
す
る
に
は
「
衣
服
の
文
法
」

3 
に
し
た
が
っ

て
衣
服
を
交
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
図
版
①

し
か
し
、
衣
服
は
記
号
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
防
寒
性
、
機
動

性
、
装
飾
性
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
担
う
「
モ
ノ
」
で
あ
る
と
い
う

実
用
的
な
面
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ロ
シ

ア
の
記
号
論
学
者
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ボ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
ョ
フ
が
、「
衣
裳
は
い

つ
も
実
用
的
な
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
い
つ
も
記
号
で
あ
る
だ
け
で
な
く

モ
ノ
で
も
あ
る
」

4 

と
的
確
に
規
定
し
て
い
る
。
ボ
ガ
ト
ゥ
イ
リ
ョ
フ
に

よ
れ
ば
、
衣
服
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ
り
、
実
用
的
機
能
と
美
的
機

能
の
一
部
は
モ
ノ
と
し
て
の
衣
裳
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
他

の
多
く
の
機
能
は
、
モ
ノ
に
属
す
る
と
同
時
に
記
号
と
し
て
も
何
ら
か
の

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
衣
服
が
具
体
的
な
三
次
元
の
モ
ノ
で
あ
る

こ
と
を
〈
身
体
性
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
〈
身
体
性
〉
と
〈
記
号
性
〉

を
併
せ
持
つ
と
い
う
「
衣
服
の
二
重
性
」
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ロ
シ
ア
に

起
こ
っ
た
衣
服
の
変
容
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く

る
に
違
い
な
い
。

　
例
え
ば
、
コ
ル
セ
ッ
ト
か
ら
女
性
の
身
体
を
解
放
す
る
こ
と
。
こ
の
問

題
に
関
し
て
は
後
で
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
女
性
解
放
の
理
念
と
分
か
ち

が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
コ
ル

セ
ッ
ト
は
、
現
実
に
女
性
の
身
体
を
い
び
つ
な
も
の
に
し
極
端
な
場
合
は

病
的
な
も
の
に
変
形
し
て
し
ま
う
拘
束
具
と
し
て
の
モ
ノ
（
身
体
性
）
で

あ
る
と
同
時
に
、
女
性
と
い
う
階
層
の
隷
属
性
を
表
す
シ
ン
ボ
ル
（
記
号

性
）
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
革
命
前
後
に
現
れ
た
職
業
革
命
家
や
人コ

ミ

ッ

サ

ー

ル

民
委
員
が
、
そ
れ
以
前

は
主
と
し
て
運
転
手
が
着
て
い
た
革
製
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
着
る
こ
と
を

好
ん
だ
と
い
う
事
実
を
思
い
起
こ
し
て
も
い
い
。
こ
れ
は
、
実
際
に
当
時
、

革
ジ
ャ
ン
パ
ー
が
流
行
し
た
と
い
う
現
実
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
と

も
に
、
革
命
家
と
い
う
新
し
い
階
層
が
革
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
自
ら
の
記
号
と

し
て
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
さ
さ
や
か
な
証
拠

と
し
て
、
作
家
ボ
リ
ス
・
ピ
リ
ニ
ャ
ー
ク
が
、
ロ
シ
ア
革
命
を
実
験
的
な

手
法
で
描
い
た
小
説
『
裸
の
年
』（
一
九
二
一
）
に
お
い
て
、「
新
し
い
世
界
」
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の
建
設
に
情
熱
を
燃
や
す
革
命
的
な
男
た
ち
を
「
革
ジ
ャ
ン
パ
ー
」
と
い

う
メ
ト
ニ
ミ
ー
で
表
象
し
た
こ
と
を
持
ち
だ
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

い
。
小
説
の
中
で
も
革
ジ
ャ
ン
パ
ー
は
、
実
用
的
・
身
体
的
な
機
能
と
記

号
と
し
て
の
役
割
の
二
重
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
ロ
シ
ア
は
、
革
命
と
内
戦
で

社
会
全
体
が
疲
弊
し
、
経
済
が
大
打
撃
を
被
っ
た
た
め
、
衣
服
の
分
野
に

お
い
て
も
仕
立
て
る
布
す
ら
な
い
と
い
う
悲
惨
な
状
況
に
陥
っ
た
。
そ
う

し
た
混
乱
の
さ
な
か
、
不
平
等
と
悪
弊
に
満
ち
た
「
古
い
世
界
」
が
破
壊

さ
れ
た
後
、
新
た
に
建
設
さ
れ
る
の
は
自
由
で
平
等
な
社
会
で
あ
る
は
ず

だ
と
い
う
革
命
の
夢
が
共
有
さ
れ
る
一
方
、
衣
服
の
〈
記
号
性
〉
の
前
提

だ
っ
た
階
級
社
会
が
消
滅
し
た
世
界
で
、
人
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
装

い
を
す
る
べ
き
な
の
か
、
理
想
の
社
会
に
住
む
「
新
し
い
身
体
」
に
見
合

う
民
主
的
な
衣
服
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ

と
が
課
題
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
革
命
後
の
ロ
シ
ア
で
「
新
し
い
衣
服
」
の
問
題
が
浮
上
し
た

と
き
、
い
ち
早
く
そ
れ
に
取
り
組
み
答
え
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
・
ラ
ー
マ
ノ
ワ
（
図
版
②
）
と
い
う
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。

（
二
）
ラ
ー
マ
ノ
ワ
と
は
何
者
か

　
図
版
②

ラ
ー
マ
ノ
ワ
に
つ
い
て
何
よ
り
も
驚
異
的
な
の
は
、
ロ
シ
ア
革
命
が
起

こ
る
ま
で
は
上
流
階
級
の
顧
客
の
注
文
に
応
じ
て
華
や
か
な
ド
レ
ス
を

作
る
名
高
い
ク
チ
ュ
リ
エ
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
に
、
革
命
後
、
一
転

し
て
民
衆
の
た
め
の
シ
ン
プ
ル
で
実
用
的
な
衣
服
を
作
る
べ
く
革
命
の

理
念
に
し
た
が
っ
て
精
力
的
に
活
動
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
は
単

に
、
彼
女
が
社
会
の
激
変
に
巧
み
に
合
わ
せ
た
「
変
節
」
的
な
処
世
術
に

長
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
時
代
精
神
を
敏
感

に
感
じ
取
り
、
革
命
に
夢
を
託
し
て
新
し
い
道
を
模
索
し
た
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
ラ
ー
マ
ノ
ワ
と
は
何
者
な
の
か
？

　
以
下
、
主
と
し
て
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
ラ
ー
マ
ノ
ワ
再
評
価
に
貢
献
し
た
先
駆
的

な
文
献
で
あ
る
タ
チ
ヤ
ー
ナ
・
ス
ト
リ
ジ
ェ
ノ
ワ
の
研
究
書
『
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
衣
服
の
歴
史
よ
り
』
と
、
大
量
の
写
真
を
惜
し
げ
も
な
く
配
し
た
ロ
シ

ア
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
通
史
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ワ
シ
ー
リ
エ
フ

の
ア
ル
バ
ム
『
ロ
シ
ア
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
：
写
真
に
見
る
一
五
〇
年
』
に

依
拠
し
な
が
ら
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
生
涯
を
再
現
し
て
み
よ
う
。

5

　
ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
・
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
一
八
六
一
年
、
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
県

シ
ュ
ジ
ロ
ヴ
ォ
村
の
軍
人
の
家
に
生
ま
れ
た
。
両
親
と
も
早
く
亡
く
な

り
、
家
は
裕
福
で
な
か
っ
た
た
め
、
幼
い
妹
た
ち
を
養
う
た
め
に
自
ら

仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
中
学
（
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
）

八
年
を
終
了
し
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
、
当
時
モ
ス
ク
ワ
で
評
判
だ
っ
た
オ
リ

ガ
・
ス
ー
ス
ロ
ワ
の
洋
裁
学
校
で
二
年
学
ん
で
手
に
職
を
つ
け
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
後
、
マ
ダ
ム
・
ヴ
ォ
イ
ト
ケ
ヴ
ィ
チ
の
工
房
で
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
し
て
働
き
始
め
る
と
、
た
ち
ま
ち
頭
角
を
現
し
た
。
そ
し
て
こ
の
頃
、

ア
ン
ド
レ
イ
・
カ
ユ
ト
フ
と
結
婚
し
、
一
八
八
五
年
に
は
、
夫
の
経
済
的

援
助
を
得
て
モ
ス
ク
ワ
に
自
分
の
メ
ゾ
ン
を
開
い
た
。
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カ
ユ
ト
フ
は
保
険
会
社
「
ロ
シ
ア
」
の
モ
ス
ク
ワ
支
店
長
を
務
め
て
い

た
が
、
大
の
芝
居
好
き
で
、
自
ら
ヴ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
い
う
芸
名
で
ア
マ

チ
ュ
ア
演
劇
に
も
携
わ
り
、
俳
優
た
ち
に
知
人
が
た
く
さ
ん
い
た
。
彼

は
女
優
や
バ
レ
リ
ー
ナ
に
妻
の
店
を
紹
介
し
て
、
妻
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が

増
え
る
の
に
一
役
買
っ
た
よ
う
だ
。
事
実
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
得
意
客
に
は
、

グ
リ
ケ
リ
ヤ
・
フ
ェ
ド
ー
ト
ワ
、
ヴ
ェ
ー
ラ
・
ホ
ロ
ド
ナ
ヤ
、
オ
リ
ガ
・

ク
ニ
ッ
ペ
ル
、
ア
ー
ラ
・
タ
ラ
ー
ソ
ワ
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
・
ゲ
リ
ツ
ェ
ル

な
ど
と
い
っ
た
名
だ
た
る
女
優
陣
が
顔
を
揃
え
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み

に
、
図
版
③
は
、
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
妻
で
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の

看
板
女
優
だ
っ
た
ク
ニ
ッ
ペ
ル
が
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
コ
ー

ト
を
着
て
い
る
写
真
（
一
九
一
三
年
）
で
あ
る
。　

図
版
③

ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
店
を
開
い
た
と
き
、
夫
の
苗
字
で
は
な
く
、
自
分
の
苗

字「
ラ
ー
マ
ノ
ワ
」を
店
の
名
と
し
、ロ
ゴ
は
、白
い
リ
ボ
ン
の
上
に「
ラ
ー

マ
ノ
ワ
」
の
サ
イ
ン
を
金
で
か
た
ど
っ
た
も
の
に
し
た
。
才
能
が
認
め
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
、
一
八
九
〇
年
代
に
は
「
皇
室
御
用
達
」
の
看
板
を
店
に

掲
げ
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
ロ
シ
ア
皇
室
最
後
の
皇
后
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・

フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ナ
に
ド
レ
ス
や
ガ
ウ
ン
を
納
め
る
よ
う
に
な
る
。

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
に
は
、
ラ
ー

マ
ノ
ワ
の
店
で
作
ら
れ
た
ド
レ
ス
の
実
物
が
一
四
点
残
っ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
の
一
点
（
図
版
④
）
は
、一
九
一
〇
年
代
の
初
め
に
制
作
さ
れ
た
ラ
ー

マ
ノ
ワ
の
ロ
ゴ
入
り
で
、
黄
色
い
ビ
ロ
ー
ド
で
で
き
た
エ
レ
ガ
ン
ト
な
舞

踏
会
服
（
ボ
デ
ィ
ス
と
ス
カ
ー
ト
）
だ
。
こ
れ
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
フ
ョ
ー

ド
ロ
ヴ
ナ
皇
后
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
襟
ぐ
り
（
デ

コ
ル
テ
）
の
大
き
く
開
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ン
な
シ
ル
エ
ッ
ト
、
細
く
絞
ら
れ

た
ウ
エ
ス
ト
、
長
い
引
き
裾
が
特
徴
で
、
咲
き
誇
る
ア
ジ
サ
イ
を
ア
ッ
プ

リ
ケ
、
レ
ー
ス
、
刺
繍
で
か
た
ど
っ
た
大
胆
な
図
柄
は
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
」
風
と
言
え
る
。

　
図
版
④

　
ワ
ル
ワ
ー
ラ
・
ド
ル
ゴ
ル
ー
カ
ヤ
公
爵
夫
人
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
を
回

想
す
る
著
作
で
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
才
能
に
つ
い
て
こ
う
述
懐
し
て
い
る
。

モ
ス
ク
ワ
の
有
名
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
・
ペ

ト
ロ
ー
ヴ
ナ
・
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
驚
く
べ
き
才
能
、
趣
味
、
ス
タ
イ
ル
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
優
雅
さ
に
か
け
て
ロ
シ
ア
の
産
ん
だ
天
才
。
私
た
ち
の
誇

り
で
し
た
。
彼
女
は
だ
れ
と
も
比
べ
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち

ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
の
大
き
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
メ
ゾ
ン
と
比
べ
て
も
引
け
を
取

ら
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

6
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こ
こ
で
公
爵
夫
人
が
ラ
ー
マ
ノ
ワ
を
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
比

較
し
て
い
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
一
八
世
紀
以
来
、
ロ
シ

ア
の
貴
族
文
化
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
圧
倒
的
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、
流

行
に
敏
感
な
女
性
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
と
り
わ
け
追
随
が
激
し

か
っ
た
。
ラ
ー
マ
ノ
ワ
も
頻
繁
に
パ
リ
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
最
先
端
の

パ
リ
・
モ
ー
ド
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
同

時
代
の
ロ
シ
ア
人
貴
族
に
は
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
セ
ン
ス
の
良
さ
が
パ
リ
・

モ
ー
ド
に
も
劣
ら
な
い
と
思
え
た
、
あ
る
い
は
思
い
た
か
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
ポ
ー

ル
・
ポ
ワ
レ
と
親
交
を
結
ん
で
お
り
、
一
九
一
二
年
に
ポ
ワ
レ
が
ロ
シ
ア

を
訪
れ
た
と
き
は
、
自
分
の
店
で
彼
の
シ
ョ
ー
を
開
い
て
い
る
。
ポ
ワ
レ

は
、
コ
ル
セ
ッ
ト
を
用
い
な
い
画
期
的
な
ハ
イ
ウ
エ
ス
ト
・
ド
レ
ス
を

一
九
〇
六
年
に
発
表
し
女
性
の
身
体
を
コ
ル
セ
ッ
ト
か
ら
解
放
し
た
こ

と
で
有
名
だ
が
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
も
一
九
〇
〇
年
代
後
半
に
は
、
図
版
⑤
の

よ
う
な
、
コ
ル
セ
ッ
ト
を
つ
け
ず
ウ
エ
ス
ト
の
く
び
れ
て
い
な
い
ド
レ
ス

を
制
作
し
て
い
る
。

　
図
版
⑤

こ
う
し
た
す
と
ん
と
し
た
直
線
的
な
筒
型
の
ド
レ
ス
を
見
る
と
、
身
体

を
外
側
か
ら
人
工
的
に
造
形
す
る
と
い
う
志
向
を
捨
て
「
自
然
な
身
体
の

表
出
」

7 

を
テ
ー
マ
に
し
た
ポ
ワ
レ
や
マ
リ
ア
ノ
・
フ
ォ
ル
チ
ュ
ニ
ィ
と
、

時
代
感
覚
を
ラ
ー
マ
ノ
ワ
も
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仕
事
を
す

る
女
性
の
た
め
に
ス
カ
ー
ト
丈
も
短
く
な
り
、
主
体
的
に
活
動
す
る
女
性

の
た
め
の
衣
服
を
目
指
し
た
コ
コ
・
シ
ャ
ネ
ル
の
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン

に
も
通
じ
る
も
の
に
な
る
。

ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
一
九
〇
一
年
か
ら
演
劇
の
仕
事
を
始
め
た
。
モ
ス
ク
ワ

芸
術
座
の
演
出
家
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
招
か
れ

て
舞
台
衣
裳
を
手
が
け
た
の
が
最
初
だ
が
、
以
後
ず
っ
と
芝
居
の
仕
事
を

続
け
、
革
命
後
も
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
、
ワ
フ
タ
ン
ゴ
フ
劇
場
、
革
命
劇
場
、

赤
軍
劇
場
な
ど
で
、
亡
く
な
る
ま
で
の
約
四
〇
年
間
、
舞
台
衣
装
を
作
り

続
け
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
二
六
年
、『
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
』
の
演
出
を
し
て
い
た
ス
タ
ニ
ス

ラ
フ
ス
キ
ー
は
、
舞
台
衣
装
の
下
絵
を
描
い
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ゴ
ロ

ヴ
ィ
ン
に
宛
て
て
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
素
晴
ら
し
い
芸
術
家
で
す
。
あ
な
た
の
下
絵
を
見
る
や
、

本
物
の
芸
術
的
な
炎
で
ぱ
っ
と
燃
え
上
が
り
ま
し
た
。
彼
女
は
、
ど
の
衣

裳
の
た
め
に
も
自
分
の
手
で
縫
製
手
法
を
探
し
て
く
れ
ま
す
よ
。
そ
れ
も
、

型
に
は
ま
っ
た
流
行
の
手
法
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
手
法

を
。

8

　
長
年
舞
台
衣
裳
を
依
頼
し
て
い
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
、
ラ
ー

マ
ノ
ワ
の
「
芸
術
家
」
と
し
て
の
腕
を
よ
ほ
ど
信
頼
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
彼
女
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
顧
客
の
身
体
に
布
を
合
わ
せ
、
た
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く
さ
ん
の
待
ち
針
を
用
い
て
仮
縫
い
は
す
る
が
、
自
分
で
は
縫
製
を
し
な

か
っ
た
と
い
う
。
自
分
の
役
割
は
建
築
家
の
よ
う
な
も
の
で
建
築
家
は
自

分
で
石
を
積
み
上
げ
た
り
し
な
い
、
と
語
っ
て
い
た
ら
し
い
。

9 

自
分
の

こ
と
を
単
な
る
裁
縫
師
で
は
な
く
「
衣
裳
の
建
築
家
」
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
と
こ
ろ
に
彼
女
の
誇
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
九
一
七
年
に
ロ
シ
ア
革
命
が
起
こ
っ
た
と
き
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
す
で

に
五
六
歳
だ
っ
た
。
店
は
閉
鎖
さ
せ
ら
れ
、
財
産
は
す
べ
て
没
収
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
彼
女
に
は
亡
命
す
る
道
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
い
や
、
ま
が
り

な
り
に
も
貴
族
階
級
に
属
し
て
お
り
、
皇
室
や
貴
族
の
た
め
の
贅
沢
な
ド

レ
ス
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
か
ら
考
え
た
ら
、
身
の
安
全
を

考
え
て
む
し
ろ
亡
命
す
る
ほ
う
が
自
然
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実

際
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
ク
チ
ュ
リ
エ
だ
っ
た
ア
ン
ナ
・
ギ
ン
ド
ゥ
ス
の
よ

う
に
亡
命
し
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
い
た
の
だ
が
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
亡
命
を
選

ば
な
か
っ
た
。

こ
の
頃
、
夫
の
カ
ユ
ト
フ
が
一
時
的
に
逮
捕
さ
れ
た
。
ラ
ー
マ
ノ
ワ
自

身
も
逮
捕
さ
れ
、
約
二
ヵ
月
間
ブ
テ
ィ
ル
カ
監
獄
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。

作
家
マ
ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
妻
が
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
顧
客
だ
っ
た
関
係

で
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
口
利
き
を
し
た
た
め
、
釈
放
さ
れ
た
と
い
う
。

一
九
一
九
年
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権
の
教
育
人
民
委
員
部
（
文
化
・
教
育

の
分
野
を
管
轄
す
る
文
化
教
育
省
に
あ
た
る
部
署
）
に
「
現
代
服
ス
タ
ジ
オ
」

が
創
設
さ
れ
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
が
率
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
が
自
ら
ル
ナ

チ
ャ
ル
ス
キ
ー
教
育
人
民
委
員
（
文
化
教
育
大
臣
）
に
ス
タ
ジ
オ
を
作
る

よ
う
提
言
し
た
の
だ
っ
た
。

　
や
が
て
、
党
幹
部
や
俳
優
た
ち
の
た
め
の
よ
り
上
質
の
衣
服
も
デ
ザ
イ

ン
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
二
一
年
「
新ネ

ッ

プ

経
済
計
画
」
に
よ
り
市
場
経
済

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
一
部
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
経
済
は
息
を

吹
き
返
し
、同
時
に
「
ネ
ッ
プ
マ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
成
金
が
現
れ
た
。
ラ
ー

マ
ノ
ワ
に
も
裕
福
な
顧
客
が
ま
た
増
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
当
時
の
状
況
を
風
刺
的
、
戯
画
的
に
描
い
て
い
る
の
が
、
ミ

ハ
イ
ル
・
ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
の
戯
曲
『
ゾ
ー
ヤ
の
ア
パ
ー
ト
』（
一
九
二
五

年
執
筆
）
だ
。
パ
リ
へ
の
亡
命
を
夢
見
る
ゾ
ー
ヤ
が
自
分
の
ア
パ
ー
ト
に

縫
製
ア
ト
リ
エ
を
開
い
て
い
る
の
だ
が
、
亡
命
資
金
を
稼
ぐ
た
め
、
夜
は

売
春
ま
が
い
の
商
売
も
同
時
に
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

割
り
当
て
ら
れ
た
面
積
以
上
に
部
屋
を
確
保
し
よ
う
と
管
理
人
を
賄
賂

で
買
収
し
、
退
廃
的
な
パ
ー
テ
ィ
を
開
く
ゾ
ー
ヤ
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い

る
の
は
、
誇
り
高
い
芸
術
家
で
は
な
く
、
商
売
上
手
で
し
た
た
か
な
女
と
、

彼
女
の
ア
パ
ー
ト
に
出
入
り
す
る
人
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
、
そ
し
て

欲
望
で
あ
る
。
ゾ
ー
ヤ
の
ア
ト
リ
エ
を
金
持
ち
の
婦
人
た
ち
が
訪
れ
、
高

級
注
文
服
を
あ
つ
ら
え
る
。
仮
縫
い
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

婦
人
A

　
ね
え
、
だ
ぶ
つ
い
て
る
わ
。
絶
対
、
す
ご
く
だ
ぶ
つ
い
ち
ゃ
っ

て
る
わ
よ
。
ス
カ
ー
ト
の
と
こ
ろ
も
身
体
の
ラ
イ
ン
が
出
て
い
な
い

し
。

裁
断
師

　
た
し
か
に
ラ
イ
ン
が
少
し
出
て
い
な
い
よ
う
で
す
ね
。
す
ぐ
に

フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
担
当
に
ま
わ
し
ま
す
。

婦
人
A

　
あ
、
ね
え
、
待
っ
て
。
ウ
エ
ス
ト
も
し
ぼ
っ
て
よ
。
で
な
き
ゃ
、

私
の
肋
骨
が
二
本
足
り
な
い
よ
う
な
ひ
ど
い
仕
上
が
り
に
な
っ
ち
ゃ

う
わ
。
お
ね
が
い
、
し
ぼ
っ
て
、
細
く
し
ぼ
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。

10

旧
世
界
の
規
範
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
の
婦
人
は
、
太
い
腰
ま
わ
り
を
何

と
か
細
く
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
虚
栄
心
と
衣
裳
へ
の

執
着
に
対
す
る
作
者
の
皮
肉
は
な
か
な
か
に
強
烈
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
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は
、
こ
の
『
ゾ
ー
ヤ
の
ア
パ
ー
ト
』
が
実
際
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
ワ

フ
タ
ン
ゴ
フ
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
と
き
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
が
舞
台
衣
装
を
担

当
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
古
い
価
値
観
と
新
し
い
世
界
観
が
拮
抗
す
る
端

境
期
を
生
き
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
、
は
た
し
て
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
自
分
と

ゾ
ー
ヤ
の
境
遇
を
重
ね
て
み
た
り
し
た
だ
ろ
う
か
。

一
九
二
五
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

し
て
参
加
し
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
ロ
シ
ア
の
民
族
衣
裳
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
デ
ザ
イ
ン
が
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲
得
し
て
い
る
。
民
族
衣
裳
へ
の
関
心
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

彼
女
は
ま
た
、
舞
台
の
み
な
ら
ず
、
映
画
の
衣
裳
も
何
点
か
手
が
け
て

い
る
。
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、映
画
衣
裳
史
上
に
残
る
ヤ
コ
フ
・

プ
ロ
タ
ザ
ー
ノ
フ
監
督
の
『
ア
エ
リ
ー
タ
』（
一
九
二
四
）
だ
。
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
エ
ク
ス
テ
ル
に
ラ
ー
マ
ノ
ワ

が
協
力
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
レ
ク
セ
イ
・
ト
ル
ス
ト
イ
原
作

の
SF
小
説
を
映
画
化
し
た
も
の
で
、
構
成
主
義
的
な
装
置
と
衣
裳
を
伝
え

る
数
少
な
い
貴
重
な
映
像
で
あ
る
。
そ
の
他
、
グ
リ
ゴ
ー
リ
イ
・
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ロ
フ
監
督
の
コ
メ
デ
ィ
映
画
『
サ
ー
カ
ス
』（
一
九
三
六
、
図
版
⑥
）

や
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
監
督
の
映
画
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・

ネ
フ
ス
キ
ー
』（
一
九
三
八
）
で
も
衣
裳
を
担
当
し
た
。

こ
う
し
て
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
時
代
も
引
き
続
き
縦
横
に
そ

の
才
能
を
発
揮
し
た
。や
が
て
大
祖
国
戦
争（
第
二
次
世
界
大
戦
）の
始
ま
っ

た
一
九
四
一
年
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
仕
事
を
続
け
て
い
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ

は
、
劇
団
仲
間
が
疎
開
に
出
発
し
た
こ
と
を
知
ら
ず
、
い
つ
も
の
よ
う
に

劇
場
に
行
っ
た
が
、
だ
れ
も
お
ら
ず
劇
場
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
た
め
、
家

に
帰
ろ
う
と
し
て
そ
の
途
中
で
心
臓
発
作
を
起
こ
し
、
亡
く
な
っ
た
と
い

う
。
見
事
な
ほ
ど
最
後
ま
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
続
け
た
一
生
で
あ
る
。

　
図
版
⑥

（
三
）
逆
説
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

　
二
〇
世
紀
初
頭
パ
リ
で
ポ
ワ
レ
が
コ
ル
セ
ッ
ト
を
放
棄
し
て
女
性
の

身
体
を
解
放
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
じ
つ
は
、
コ
ル
セ
ッ
ト
放
棄
を

宣
言
し
た
の
は
一
九
〇
六
年
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
一
九
〇
三
年
に
ポ
ワ

レ
は
、
く
び
れ
の
な
い
ゆ
っ
た
り
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
「
キ
モ
ノ
・
コ
ー

ト
」
を
す
で
に
発
表
し
て
い
る
。
ウ
エ
ス
ト
を
締
め
つ
け
る
こ
と
が
常
識

だ
っ
た
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
い
う
意
味
で
、
彼
の
デ

ザ
イ
ン
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
モ
ー
ド
界
に
お
け
る
革
命
」
と
ま
で
言
わ
れ

る
画
期
的
な
変
革
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
で
政
治
革
命
が
起
こ

る
一
九
一
七
年
に
少
し
先
ん
じ
て
、
衣
服
の
世
界
で
は
す
で
に
革
命
が
起

こ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
〈
締
め
つ
け
る
／
ゆ
っ
た
り
〉
と
い
う
女
性
の
ウ
エ

ス
ト
に
関
す
る
二
項
対
立
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
先
に
ブ

ル
ガ
ー
コ
フ
の
『
ゾ
ー
ヤ
の
ア
パ
ー
ト
』
を
引
用
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
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———　知覚の変容と文化表象　———

二
〇
世
紀
初
頭
の
モ
ス
ク
ワ
を
舞
台
に
、
成
金
と
お
ぼ
し
き
婦
人
の
抱
く

資
本
主
義
的
価
値
観
の
比
喩
と
し
て
「
ウ
エ
ス
ト
を
細
く
し
ぼ
る
」
と
い

う
セ
リ
フ
が
登
場
し
た
が
、
一
九
世
紀
に
目
を
転
じ
る
な
ら
、
進
歩
的
批

評
家
ニ
コ
ラ
イ
・
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
長
編
『
何
を
な
す
べ
き

か
』（
一
八
六
三
）
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
女
性

解
放
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
の
作
品
で
、
主
人
公
ヴ
ェ
ー
ラ
は
、
偽
装
結
婚

を
し
て
旧
弊
な
家
庭
を
飛
び
だ
し
、
や
が
て
「
自
由
恋
愛
」
に
よ
り
理
想

的
な
相
手
キ
ル
サ
ー
ノ
フ
と
巡
り
合
う
。
主
体
的
な
考
え
の
持
ち
主
で
あ

る
ヴ
ェ
ー
ラ
は
、
コ
ル
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
彼
に
こ
ん
な
話
を
し
て
い
る
。

|
わ
た
し
は
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ん
て
不
便
な
も
の
を
早
く
や
め
て
し

ま
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
わ
。
血
液
の
循
環
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ

と
は
ぜ
ひ
と
も
辞
め
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
。
コ
ル
セ
ッ
ト
を
や
め
て
皮

膚
の
色
が
よ
く
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
び
っ
く
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
よ
。

当
然
の
こ
と
な
ん
だ
も
の
。［
…
…
］
こ
う
い
う
服
も
な
く
な
る
か
し
ら
。

な
く
な
る
と
思
う
わ
。
い
ま
で
も
少
し
ず
つ
減
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
う

ち
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
っ
た
ら
う
れ
し
い
わ
。
婦
人
服
の
裁
ち

方
っ
て
ほ
ん
と
う
に
よ
く
な
い
の
ね
。
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
の
方
が
か
し
こ

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
と
っ
く
に
理
解
さ
れ
て
い
い
は
ず
な
の
に
ね
。
服

と
い
う
も
の
は
ギ
リ
シ
ャ
人
の
よ
う
に
肩
の
と
こ
ろ
か
ら
広
く
ゆ
っ
た
り

と
作
る
べ
き
な
の
よ
。
わ
た
し
た
ち
の
着
る
服
は
す
が
た
を
そ
こ
ね
る
よ

う
な
裁
ち
方
を
し
て
い
る
の
ね
」

11

　
小
説
と
し
て
は
か
な
り
観
念
的
で
あ
り
「
空
想
社
会
主
義
」
的
で
は
あ

る
も
の
の
、
一
九
世
紀
半
ば
に
、
女
性
の
身
体
を
コ
ル
セ
ッ
ト
か
ら
解
放

す
る
こ
と
が
女
性
の
解
放
に
つ
な
が
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
と
い
う

点
で
、
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
慧
眼
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し

か
も
、
女
性
の
経
済
的
な
自
立
を
目
指
す
ヴ
ェ
ー
ラ
は
洋
裁
店
ア
ト
リ
エ

を
開
い
て
、
利
益
を
女
子
労
働
者
全
員
に
平
等
に
分
配
す
る
（
も
し
か
す

る
と
、
ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
の
「
や
り
手
婆
」
的
な
ゾ
ー
ヤ
像
は
、
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ

フ
ス
キ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ラ
を
反
転
さ
せ
た
パ
ロ
デ
ィ
か
も
し
れ
な
い
）。
ヴ
ェ
ー

ラ
は
裁
縫
師
と
い
う
プ
ロ
の
目
で
身
体
を
締
め
つ
け
る
コ
ル
セ
ッ
ト
の

現
実
的
な
弊
害
を
見
抜
き
、ギ
リ
シ
ャ
人
の
服
（
キ
ト
ン
）
が
広
く
て
ゆ
っ

た
り
し
て
い
る
こ
と
を
称
揚
し
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
に
コ
ル
セ
ッ
ト
が
消
滅
し
て
い
く
と
き
、「
ネ
オ
ギ
リ

シ
ャ
・
ス
タ
イ
ル
」の
衣
裳
が
流
行
し
た
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
フ
ォ

ル
チ
ュ
ニ
ィ
が
自
分
の
ド
レ
ス
・
シ
リ
ー
ズ
を
「
デ
ル
フ
ォ
ス
」
と
名
づ

け
た
の
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す

る
と
、〈
締
め
つ
け
る
／
ゆ
っ
た
り
〉
と
い
う
対
立
は
〈
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
／
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
化
〉
の
対
立
と
パ
ラ
レ
ル
の
関
係
に
あ
る
と

言
え
そ
う
だ
。

　
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
二
項
対
立
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
関
係

し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、
キ
モ
ノ
の
影
響
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
興
味
深
い
例
と
し
て
、
シ
ン
ボ
リ

ス
ト
詩
人
で
作
家
の
ア
ン
ド
レ
イ
・
ベ
ー
ル
イ
の
長
編
『
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
』

（
一
九
一
三
|

一
四
）
を
挙
げ
た
い
。
日
露
戦
争
さ
な
か
の
一
九
〇
五
年
の

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
を
舞
台
に
し
た
こ
の
作
品
で
は
、
ソ
フ
ィ
ヤ
・
リ
フ
ー
チ

ナ
が
部
屋
に
浮
世
絵
を
た
く
さ
ん
飾
り
、
自
ら
は
キ
モ
ノ
を
着
て
い
る
。

し
か
し
、
ソ
フ
ィ
ヤ
は
帯
を
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。「
東
か
西
か
」
と
い

う
ロ
シ
ア
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
た
こ
の
幻
想
的
な
物
語
の
中

で
、
ベ
ー
ル
イ
は
次
の
よ
う
に
ソ
フ
ィ
ヤ
の
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」
を
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
に
描
い
て
い
る
。
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ソ
フ
ィ
ヤ
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ナ
・
リ
フ
ー
チ
ナ
は
日
本
の
風
景
画
を
壁
に
掛

け
て
い
た
が
、
ひ
と
つ
残
ら
ず
富フ

ジ

ヤ

マ

士
山
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
風
景
画

に
は
遠パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

近
画
法
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
長
椅
子
や
肘
掛
椅
子
や
ソ
フ
ァ
や
、

扇
や
、
日
本
の
菊
の
生
花
が
い
っ
ぱ
い
に
つ
ま
っ
て
い
る
部
屋
の
な
か
に

も
遠パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

近
画
法
は
な
か
っ
た
。
遠
近
感
覚
の
あ
る
も
の
と
い
っ
た
ら
、ソ
フ
ィ

ヤ
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ナ
が
そ
の
な
か
か
ら
は
ば
た
い
て
飛
び
出
し
て
く
る
繻

子
張
り
の
壁

ア

ル

コ

ー

ヴ

に
は
め
こ
ん
だ
寝
椅
子
か
、
戸
口
の
さ
ら
さ
ら
音
を
立
て
る

ロ
シ
ア
葦
（
こ
こ
か
ら
飛
び
出
す
時
も
ソ
フ
ィ
ヤ
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ナ
は
は

ば
た
く
よ
う
に
出
る
の
だ
っ
た
）
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
富
士
山

は
彼
女
の
す
ば
ら
し
い
髪
の
背
景
で
あ
っ
た
。
ソ
フ
ィ
ヤ
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ

ナ
・
リ
フ
ー
チ
ナ
が
毎
朝
、
薔
薇
色
の
「
キ
モ
ノ
」
を
着
て
戸
口
か
ら
寝

椅
子
へ
と
飛
ん
で
行
く
時
な
ど
、
彼
女
は
本
物
の
日
本
娘
の
よ
う
に
見
え

た
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

12

　
こ
の
よ
う
に
ソ
フ
ィ
ヤ
は
浮
世
絵
に
囲
ま
れ
キ
モ
ノ
を
着
て
暮
ら
し

て
い
る
。
ち
な
み
に
、
キ
ル
ギ
ス
系
の
血
を
ひ
く
と
さ
れ
る
主
人
公
の
ニ

コ
ラ
イ
も
、
ブ
ハ
ラ
風
の
部
屋
で
ブ
ハ
ラ
風
の
ガ
ウ
ン
、
タ
タ
ー
ル
風

の
ス
リ
ッ
パ
や
帽
子
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
ふ
た
り
し
て
、
ロ
シ
ア
人
が

自
ら
の
内
に
「
東
」
の
要
素
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
衣
服
で
比
喩
的
に
表

象
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
ソ
フ
ィ
ヤ
が
「
は
ば
た
い
て

飛
び
出
し
て
」
き
た
り
「
戸
口
か
ら
寝
椅
子
へ
と
飛
ん
で
」
い
っ
た
り
と
、

軽
や
か
な
身
の
こ
な
し
で
部
屋
の
中
を
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
し
て
、
ど
う
や
ら
キ
モ
ノ
は
ガ
ウ
ン
の
よ
う
な
「
部
屋
着
」
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
彼

女
は
外
出
す
る
と
き
に
は
キ
モ
ノ
を
脱
ぎ
捨
て
て
コ
ル
セ
ッ
ト
を
つ
け
、

小
間
使
い
の
マ
ヴ
ル
ー
シ
カ
に
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
締
め
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

「
あ
ら
あ
ら
、急
い
で
、さ
あ
急
い
で
…
…
コ
ル
セ
ッ
ト
、マ
ヴ
ル
ー
シ
カ
！

　
黒
の
ウ
ー
ル
、
そ
う
、
そ
れ
そ
れ
。
そ
れ
か
ら
ブ
ー
ツ
、
あ
れ
よ
、
そ

れ
じ
ゃ
な
い
の
、
ヒ
ー
ル
の
高
い
の
よ
」。
そ
し
て
ピ
ン
ク
の
キ
モ
ノ
が

テ
ー
ブ
ル
を
乗
り
越
え
て
寝
台
に
飛
ん
で
行
っ
た
…
…
マ
ヴ
ル
ー
シ
カ
は

ま
ご
つ
い
て
し
ま
っ
た

|
マ
ヴ
ル
ー
シ
カ
は
テ
ー
ブ
ル
を
ひ
っ
く
り

返
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。

「
だ
め
、
だ
め
、
そ
れ
じ
ゃ
、
も
っ
と
き
つ
く
、
き
つ
く
…
…
あ
ん
た
の

手
は
手
な
ん
て
も
ん
じ
ゃ
な
い

|
丸
太
ん
棒
だ
わ
…
…
靴
下
ど
め
は

ど
う
し
た
の
よ
？

　
何
べ
ん
も
言
っ
て
お
い
た
の
に
。」
コ
ル
セ
ッ
ト
が

き
ゅ
っ
き
ゅ
っ
鳴
っ
た
。

13

こ
う
し
て
ソ
フ
ィ
ヤ
は
、
ピ
ン
ク
の
ゆ
っ
た
り
し
た
キ
モ
ノ
を
脱
ぎ
、

コ
ル
セ
ッ
ト
を
着
用
し
て
黒
い
ウ
ー
ル
の
外
出
着
に
着
替
え
た
。
つ
ま
り

キ
モ
ノ
は
外
出
着
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
室
内
着
と
見
な
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
オ
ビ
を
締
め
る
の
で
は
な
く
、
細
い
紐
で
結

ぶ
だ
け
で
も
、
あ
る
い
は
極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
前
を
は
だ
け
て
い
て
も

構
わ
な
い
の
で
あ
る
。〈
外
出
着
ド
レ
ス
／
室
内
着
キ
モ
ノ
〉
つ
ま
り
〈
拘

束
的
／
解
放
的
〉
と
い
う
、
こ
こ
に
も
や
は
り
〈
締
め
つ
け
る
／
ゆ
っ
た

り
〉
の
二
項
対
立
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
の
和
装
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
ウ
エ
ス
ト
を
細
く
見
せ
る

必
要
が
な
い
と
は
い
え
、
硬
く
て
幅
の
広
い
オ
ビ
で
か
な
り
き
つ
く
身
体

を
締
め
つ
け
る
。
だ
か
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
キ
モ
ノ

が
「
部
屋
で
く
つ
ろ
ぐ
た
め
の
衣
服
」
で
「
解
放
的
」
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
逆
説
的
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
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で
は
も
ち
ろ
ん
昔
か
ら
キ
モ
ノ
は
家
の
中
で
も
外
で
も
着
る
衣
服
で
あ

り
、
室
内
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
で
キ
モ
ノ
が
受

容
さ
れ
た
と
き
「
室
内
用
」
と
い
う
制
限
が
課
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
来

の
着
方
と
は
異
な
る
「
ガ
ウ
ン
の
よ
う
に
羽
織
る
キ
モ
ノ
」
を
出
現
さ
せ
、

結
果
的
に
そ
の
表
象
に
も
変
容
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
な
る
。

た
し
か
に
、
体
型
を
立
体
的
に
強
調
す
る
た
め
に
曲
線
で
作
ら
れ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
衣
裳
に
比
べ
、
キ
モ
ノ
は
ほ
と
ん
ど
直
線
の
み
で
成
り

た
っ
て
い
る
た
め
、
身
体
に
ぴ
っ
た
り
合
う
の
で
は
な
く
、
身
体
と
衣
服

の
間
に
空
間
的
な
ゆ
と
り
が
で
き
る
。
だ
か
ら
「
ゆ
っ
た
り
し
た
衣
服
」

で
あ
る
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
逆
に
、
そ
う
し
た
長
方
形
の
布

を
立
体
的
な
身
体
に
合
わ
せ
て
ま
と
う
た
め
に
は
紐
や
オ
ビ
で
し
っ
か

り
固
定
し
な
け
れ
ば
、
だ
ら
し
な
い
恰
好
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ

て
、
き
ち
ん
と
装
う
た
め
に
は
、
何
本
も
の
紐
で
キ
モ
ノ
を
固
定
し
、
さ

ら
に
そ
の
上
に
幅
の
広
い
オ
ビ
を
何
重
に
も
巻
く
の
で
あ
る
。
日
本
人
の

感
覚
か
ら
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ル
セ
ッ
ト
が
ド
レ
ス
の
下
に
つ
け

る
「
見
え
な
い
拘
束
具
（
隠
さ
れ
た
下
着
）」
だ
と
す
る
と
、
幅
が
広
く
て

硬
い
オ
ビ
は
キ
モ
ノ
の
上
か
ら
締
め
つ
け
る
「
可
視
的
な
コ
ル
セ
ッ
ト
」

と
言
え
な
く
も
な
い
。

服
飾
研
究
家
の
深
井
晃
子
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
く
に
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
キ
モ
ノ
を
「
身
体
を
圧
迫
し
な
い
自
由
な
」

衣
服
と
捉
え
て
お
り
、
や
は
り
「
室
内
着
」
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
た
と

い
う
。

14 

フ
ラ
ン
ス
で
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
起
こ
っ
た
の
は
一
九
世
紀
後
半

で
、
ロ
シ
ア
よ
り
は
る
か
に
早
か
っ
た
か
ら
、
ロ
シ
ア
は
「
ゆ
っ
た
り
し

た
室
内
着
と
し
て
の
キ
モ
ノ
」
と
い
う
用
法
そ
の
も
の
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら

学
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
深
井
は
一
九
〇
〇
年
に
女
優
・
川
上
貞
奴
が
パ
リ
で
芝
居
の
公

演
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

15 

ピ
カ
ソ
、
ジ
イ
ド
、
ロ
ダ
ン
、
モ
ロ
ー
、

ク
リ
ム
ト
な
ど
多
く
の
芸
術
家
が
サ
ダ
ヤ
ッ
コ
に
魅
了
さ
れ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ロ
シ
ア
の
詩
人
ニ
コ
ラ
イ
・
グ
ミ
リ
ョ
フ
も
当

時
パ
リ
に
い
て
、
サ
ダ
ヤ
ッ
コ
の
公
演
を
見
て
詩
を
書
い
て
い
る
。

サ
ダ
・
ヤ
ッ
コ
（
一
九
〇
八
）

［
…
…
］

あ
な
た
は
優
雅
な
棚
の
上
の

可
愛
い
お
菓
子
入
れ
の
よ
う
に
見
え
た
。

あ
な
た
の
小
さ
な
足
は

白
い
猫
の
よ
う
に

遊
ん
で
い
る
子
供
の
よ
う
に

寄
木
の
床
の
上
で
揺
れ
動
い
た
。

黄
色
い
コ
ガ
ネ
ム
シ
の
よ
う
に

あ
な
た
の
名
が
輝
い
た
。

あ
な
た
が
話
す
と

私
た
ち
は
遥
か
な
る
も
の
を
愛
し
た
。

あ
な
た
は
未
知
の

芸
術
の
花
や

不
可
解
な
言
葉
を
投
げ
て

私
た
ち
の
心
を
虜
に
し
た
。

私
た
ち
は
信
じ
た
、
太
陽
は
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日
本
人
の
考
え
出
し
た
も
の
に
違
い
な
い
と
。

16

グ
ミ
リ
ョ
フ
は
、
自
分
の
文
化
と
は
異
な
る
「
遥
か
な
る
も
の
」
を
愛

し
た
ア
ク
メ
イ
ス
ト
詩
人
ら
し
く
、「
サ
ダ
ヤ
ッ
コ
」
の
名
前
や
踊
り
が

エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
で
優
雅
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
褒
め
そ
や
し
て
い
る
。

彼
は
、
キ
モ
ノ
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
じ
つ
は
サ
ダ
ヤ
ッ

コ
が
着
て
い
た
キ
モ
ノ
も
、
そ
の
踊
り
や
演
技
と
と
も
に
聴
衆
に
は
か
な

り
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
ら
し
く
、
そ
の
結
果
、
パ
リ
で
は
「
キ

モ
ノ
・
サ
ダ
ヤ
ッ
コ
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
衣
裳
が
売
り
出
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
「
室
内
用
」
と
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、「
キ
モ
ノ
・
サ
ダ
ヤ
ッ
コ
」
を
売
り
出
し
た
「
オ
ー
・
ミ
カ
ド
」

と
い
う
店
は
、
一
九
〇
三
年
頃
か
ら
『
フ
ェ
ミ
ナ
』
誌
に
広
告
を
出
し
て

お
り
（
図
版
⑦
）、
そ
れ
を
見
る
と
、
日
本
の
キ
モ
ノ
に
似
て
い
る
と
こ

ろ
は
大
き
く
長
い
袖
だ
け
で
、
ウ
エ
ス
ト
が
細
い
と
こ
ろ
、
太
い
オ
ビ
が

な
く
紐
を
垂
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
日
本
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ヨ
ー

ロ
パ
的
で
あ
る
。
キ
モ
ノ
と
い
う
よ
り
は
、
キ
モ
ノ
の
要
素
を
少
し
採
り

入
れ
た
部
屋
着
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
だ
ろ
う
。

 

　
図
版
⑦ 

深
井
は
、
ポ
ワ
レ
の
「
衣
服
革
命
」
の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た

の
が
キ
モ
ノ
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

17 

た
し
か
に
ポ
ワ
レ
が

一
九
〇
三
年
に
キ
モ
ノ
・
コ
ー
ト
を
作
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
ポ
ワ
レ

そ
の
他
の
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
は
、
キ
モ
ノ
の
よ
う
な
形
の

袖
、
直
線
的
に
布
を
裁
断
す
る
方
法
、
ウ
エ
ス
ト
を
締
め
つ
け
な
い
ゆ
っ

た
り
し
た
シ
ル
エ
ッ
ト
、
前
身
頃
を
左
右
に
打
ち
合
わ
せ
る
形
、
日
本
的

な
図
柄
な
ど
、
キ
モ
ノ
の
特
徴
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。

私
た
ち
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
ポ
ワ
レ
が
ロ
シ
ア
の
芸
術
や

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
た
い
へ
ん
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
。

彼
は
、
一
九
〇
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
の
公
演
に
熱
狂
し
、

し
ば
し
ば
レ
オ
ン
・
バ
ク
ス
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

の
指
摘
を
受
け
て
い
る
。
自
伝
的
回
想
録
に
「
わ
た
し
は
い
つ
だ
っ
て
バ

ク
ス
ト
の
発
想
を
ア
レ
ン
ジ
な
し
で
生
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
こ
と
は
な

い
」

18 
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
記
述
が
あ
る
こ
と
自
体
、
ポ
ワ
レ

が
服
飾
に
関
す
る
バ
ク
ス
ト
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
共
鳴
し
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
伝
統
的
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
」
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
コ
ル
セ
ッ
ト
を

拒
否
し
て
「
東
洋
」
で
あ
る
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
よ
う
と

し
た
ポ
ワ
レ
で
あ
る
か
ら
、バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
が
披
露
し
た
『
シ
エ
ラ
ザ
ー

ド
』『
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
』
な
ど
「
東
洋
的
な
」
志
向
の
濃
い
公
演
に
夢
中

に
な
っ
た
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
バ
レ
エ
と
い
う
「
動
的
な
身
体
」
の
衣
装

に
も
関
心
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の

研
究
者
ジ
ョ
ン
・
ボ
ウ
ル
ト
は
バ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。コ

ル
セ
ッ
ト
や
時
に
は
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
も
な
く
、
流
れ
る
よ
う
な
襞ひ

だ

の
つ
い

た
長
く
ゆ
っ
た
り
し
た
ド
レ
ス
を
バ
ク
ス
ト
が
重
視
し
た
の
は
、
女
性
の
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身
体
が
「
静
的
」
な
8
型
で
は
な
く
「
動
的
」
な
も
の
だ
と
い
う
概
念
に

も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
バ
ク
ス
ト
の
デ
ザ
イ
ン
の
原
則
が
も
つ「
民

主
的
」
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
肉
体
も
そ
れ
自
身
に
リ

ズ
ム
が
あ
る
と
い
う
考
え
、
そ
う
し
た
リ
ズ
ム
は
衣
服
が
ゆ
っ
た
り
緩
や

か
な
ほ
ど
容
易
に
投
影
さ
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

19

す
な
わ
ち
〈
締
め
つ
け
る
／
ゆ
っ
た
り
〉
の
対
立
が
、
さ
ら
に
は
〈
静

的
／
動
的
〉
と
い
う
対
立
に
も
連
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ポ

ワ
レ
も
バ
ク
ス
ト
も
、「
身
体
の
拘
束
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
発
想
を
一
八
〇
度
転
換
さ
せ
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
領
域
に
「
身

体
の
自
由
」
を
模
索
し
た
。
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
に
キ
モ
ノ
が
一
役

買
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
必
ず
し
も
「
身
体
の
自
由
」
を
志
向
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
キ
モ
ノ
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
新
し
い
コ
ン

セ
プ
ト
を
見
出
し
積
極
的
な
価
値
を
付
与
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日

本
人
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
見
慣
れ
た
衣
服
で
あ
っ
た
キ
モ
ノ
の
表
象

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ロ
シ
ア
で
変
容
し
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
コ
ル
セ
ッ
ト
を

追
い
や
る
き
っ
か
け
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
価
値
を
も
た
ら
し
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

       

　
図
版
⑧

一
九
一
〇
─
一
九
二
〇
年
代
に
ラ
ー
マ
ノ
ワ
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
作
品
に

も
、
キ
モ
ノ
の
影
響
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
図
版
⑧
は
、
彼
女
が

一
九
一
〇
年
代
に
作
っ
た
夜
会
用
ワ
ン
ピ
ー
ス
で
、
素
材
は
白
い
シ
ル
ク

と
シ
フ
ォ
ン
。
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
で
行
わ
れ
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ
展
の

カ
タ
ロ
グ
に
よ
る
と
、「
コ
ル
セ
ッ
ト
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
デ
コ
ル

テ
は
正
方
形
、袖
は
短
く
、キ
モ
ノ
の
裁
ち
方
」

20 

だ
と
い
う
。
こ
の
「
キ

モ
ノ
の
裁
ち
方
」
と
い
う
の
が
、
単
に
キ
モ
ノ
の
よ
う
に
長
方
形
に
布
を

裁
つ
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
何
か
を
意
味
す
る
の
か

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
前
身
頃
の
V
字
、
主
要
な
部
分
と
同
じ
「
と
も
ぎ

れ
」
を
使
用
し
た
オ
ビ
の
よ
う
な
太
い
布
ベ
ル
ト
も
キ
モ
ノ
を
彷
彿
さ
せ

る
。
む
し
ろ
、
隠
さ
れ
た
コ
ル
セ
ッ
ト
で
は
な
く
、
可
視
的
な
太
い
オ
ビ

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
何
よ
り
も
キ
モ
ノ
風
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た

非
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
デ
ザ
イ
ン
は
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ

イ
ン
に
は
な
い
日
本
的
な
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
浮
世
絵
の
大
胆

な
構
図
を
も
思
わ
せ
る
ス
カ
ー
ト
部
分
の
斜
め
の
線
が
斬
新
で
印
象
的

で
あ
る
。

こ
う
し
て
ロ
シ
ア
で
も
、
キ
モ
ノ
を
媒
介
に
し
て
衣
服
の
革
命
が
進
ん

で
い
た
。
と
は
い
え
、
衣
服
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
こ
れ
ほ
ど
変
化
し
た
の
は
、

主
に
上
流
階
級
の
女
性
の
衣
裳
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
農
民

の
衣
服
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
、
冒
頭
で
見
た
よ
う
な
動
き
や
す

い
ル
バ
ー
シ
カ
と
サ
ラ
フ
ァ
ン
が
基
本
だ
っ
た
。
サ
ラ
フ
ァ
ン
が
農
作
業

に
適
し
た
ゆ
っ
た
り
し
た
形
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、〈
締
め
つ
け
る
／
ゆ
っ
た
り
〉
の

対
立
に
は
、
最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、〈
貴
族
／
農
民
〉
と
い
う
対
立
が
呼
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応
す
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

次
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
が
ロ
シ
ア
の
民
族
衣
裳
に
注
目
し
た

こ
と
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

（
四
）
構
成
主
義
と
の
接
近
、
民
族
衣
裳
の
重
視

　
革
命
後
、
と
り
わ
け
一
九
二
〇
年
代
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
高
度
な
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
に
支
え
ら
れ
た
階
級
の
な
い
理
想
社
会
を
築
こ
う
と
い
う
高
邁

な
目
的
に
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
た
ち
が
「
新
し
い
身
体
」
の
探

究
と
い
う
具
体
的
な
課
題
を
も
っ
て
突
き
進
ん
で
い
っ
た
と
き
で
あ
る
。

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
＝
内
面
」
だ
け
で
な
く
、そ
れ
を
支
え
る
「
身
体
＝
外
面
」

の
重
要
性
も
強
調
さ
れ
、
両
者
が
あ
い
ま
っ
て
社
会
主
義
の
建
設
が
実
現

す
る
と
さ
れ
た
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
「
新
し
い
衣
服
」
が
、「
階
級
」

を
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
記
号
体
系
そ
の
も
の
を

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
大
衆
の
た
め
の
民
主
的
な
衣
服

を
緊
急
に
作
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
構
成
主
義
者
の
中
で
も
、
リ
ュ
ボ
ー
フ
ィ
・
ポ
ポ
ー
ワ
と
ワ
ル
ワ
ー

ラ
・
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
の
ふ
た
り
は
、
芸
術
を
工
業
生
産
に
直
結
さ
せ
る
べ

く
、
二
次
元
の
イ
ー
ゼ
ル
絵
画
を
捨
て
、
三
次
元
の
服
飾
デ
ザ
イ
ン
に
携

わ
ろ
う
と
、
一
九
二
三
年
に
モ
ス
ク
ワ
の
第
一
国
立
織
物
捺
染
工
場
の
イ

ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
、
リ
ズ

ミ
カ
ル
で
多
様
な
幾
何
学
模
様
に
彩
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
織
物
デ
ザ
イ

ン
や
衣
服
の
デ
ザ
イ
ン
を
残
し
た
（
図
版
⑨
は
ポ
ポ
ー
ワ
に
よ
る
コ
ー
ト
の

デ
ザ
イ
ン
）。

　

    

　

　
図
版
⑨

　
一
方
、
革
命
前
は
皇
室
お
抱
え
の
ク
チ
ュ
リ
エ
だ
っ
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ

が
、
革
命
後
は
新
し
い
体
制
に
順
応
し
、
民
衆
の
た
め
の
新
し
い
衣
服
を

作
る
と
い
う
使
命
を
も
っ
て
活
躍
し
始
め
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お

り
だ
。
彼
女
は
一
九
一
九
年
、
第
一
回
全
ロ
シ
ア
生
産
芸
術
大
会
で
こ
う

述
べ
て
い
る
。

芸
術
は
、
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
浸
透
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大

衆
の
芸
術
的
な
嗜
好
や
感
覚
を
発
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
衣
服

と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
最
も
適
し
た
媒
介
物
の
ひ
と
つ
で
す
。［
…
…
］

服
飾
産
業
に
お
い
て
芸
術
家
は
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
っ
て
、
シ
ン
プ
ル

な
素
材
か
ら
、
シ
ン
プ
ル
だ
け
れ
ど
人
を
喜
ば
せ
る
よ
う
な
衣
服
を
作
り

だ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
労
働
生
活
の
新
し
い

社
会
構
造
に
ふ
さ
わ
し
い
衣
服
と
な
る
で
し
ょ
う
。
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革
命
直
後
の
段
階
で
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
が
い
ち
早
く
「
労
働
生
活
」
を
重

視
し
て
シ
ン
プ
ル
な
衣
服
を
作
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
女
が
以
前
か
ら
そ
の
よ
う
な
志
向
を



19

———　知覚の変容と文化表象　———

持
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ラ
ー
マ
ノ
ワ
自

身
ず
っ
と
「
仕
事
を
す
る
女
」
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
が
着
る
も
の
と

し
て
、
仕
事
を
す
る
の
に
適
し
た
動
き
や
す
い
機
能
的
な
服
装
を
好
ん
で

い
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
ス
ト
リ
ジ
ェ
ノ
ワ
が
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の

ア
ー
カ
イ
ブ
で
発
見
し
た
ら
し
い
次
の
よ
う
な
回
想
の
断
片
が
あ
る
（
日

付
が
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
出
典
の
記
載
が
な
い
の
で
、
や
や
信
憑
性
に
問
題

は
あ
る
が
）。

衣
服
を
機
能
的
で
美
し
く
す
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
特
権
階
級
の
人

た
ち
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
階
層
の
人
々
の
生
活
を
よ
り
快
適
に
美

し
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
私
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
考
え

て
い
ま
し
た
。［
…
…
］
革
命
は
私
の
財
政
状
態
を
変
え
ま
し
た
が
、
私

の
一
生
の
信
念
を
変
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
信
念
を
よ
り
大

き
な
規
模
で
実
現
す
る
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
す
。
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つ
ま
り
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
、
革
命
の
前
も
後
も
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
自
分

の
考
え
を
変
え
て
は
お
ら
ず
、
一
貫
し
て
機
能
的
で
美
し
い
も
の
を
目
指

し
て
い
た
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
革
命
を
境
に
「
貴

族
の
ク
チ
ュ
リ
エ
」
か
ら
「
民
衆
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
へ
と
豹
変
し
た
よ

う
に
見
え
る
ラ
ー
マ
ノ
ワ
だ
が
、
そ
も
そ
も
服
飾
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
は
注
文

主
の
ニ
ー
ズ
を
最
大
限
に
汲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
業
で
あ
る
以
上
、

ラ
ー
マ
ノ
ワ
に
し
て
み
れ
ば
、
顧
客
が
上
流
階
級
の
個
人
か
ら
大
衆
と
い

う
名
の
集
団
に
変
わ
っ
た
だ
け
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
変

わ
っ
た
の
は
ラ
ー
マ
ノ
ワ
で
は
な
く
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
ほ
う
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
。

　
ポ
ポ
ー
ワ
と
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
も
「
機
能
性
」
と
「
機
動
性
」
を
重
視
し

た
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
を
目
指
し
た
と
い
う
点
で
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
デ

ザ
イ
ン
哲
学
に
近
か
っ
た
。
し
か
し
、
ポ
ポ
ー
ワ
は
一
九
二
四
年
に
早

逝
し
て
し
ま
い
、
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
も
工
場
付
き
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
服
飾

デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た
の
は
一
年
ほ
ど
と
ご
く
短
期
間
だ
っ
た
。
そ
れ

で
も
、
ほ
ん
の
一い

っ
と
き時

だ
っ
た
と
は
い
え
、
構
成
（
生
産
）
主
義
の
ポ
ポ
ー

ワ
、
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ラ
ー
マ
ノ
ワ
と

は
、
一
九
二
〇
年
代
に
大
接
近
し
て
い
た
と
い
う
の
が
興
味
深
い
。

〈
締
め
つ
け
る
／
ゆ
っ
た
り
〉
の
二
項
対
立
で
言
う
な
ら
、
三
人
と
も

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
身
体
を
締
め
つ
け
な
い
、
ゆ
っ
た
り
し
た
衣
服
デ

ザ
イ
ン
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
大
接
近
し
た
も
の

の
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
の
ふ
た
り
と
ラ
ー
マ
ノ
ワ
と
の
間
に
は

決
定
的
な
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ポ
ポ
ー
ワ
と
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
が
衣

服
を
「
空
間
的
フ
ォ
ル
ム
」
と
捉
え
、
身
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
等
閑

視
し
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
美
学
を
衣
服
に
持
ち
こ
も
う
と
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

23 
つ
ま
り
、
逆
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
世
界
全
体
を
ひ
と

つ
の
美
学
で
統
一
し
よ
う
と
し
た
ふ
た
り
に
と
っ
て
衣
服
の
デ
ザ
イ
ン

と
は
、
絵
画
、
舞
台
装
飾
、
家
具
、
本
の
装
丁
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
で
展
開

し
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
っ
た

ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
、
生
身
の
身
体
か
ら
出
発
し
、
ひ
と
り
ひ
と
り
異
な
る
体

形
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
両
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

正
反
対
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、〈
記
号
性
〉
と
〈
身

体
性
〉
を
併
せ
持
つ
「
衣
服
の
二
重
性
」
を
反
映
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

は
な
い
か
。
か
た
や
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
美
学
に
よ
る
〈
記
号
性
〉
を

衣
服
の
分
野
で
極
め
よ
う
と
し
た
ポ
ポ
ー
ワ
と
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
。
か
た

や
、実
用
的
な
モ
ノ
と
し
て
の
〈
身
体
性
〉
を
拠
り
所
と
し
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ
。
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両
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の「
問
題
点
」が
あ
っ
た
。
ポ
ポ
ー
ワ
と
ス
テ
パ
ー

ノ
ワ
の
場
合
は
、
個
別
の
身
体
の
差
異
を
切
り
捨
て
る
傾
向
の
た
め
全
体

主
義
に
行
き
つ
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
近
年
ボ
リ
ス
・
グ
ロ

イ
ス
ら
が
提
起
し
て
い
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
「
加
害
者
性
」
に
通
じ

る
も
の
だ
。

24 

一
方
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
場
合
は
、
逆
に
個
々
の
身
体
に
こ
だ

わ
る
あ
ま
り
大
量
生
産
に
向
か
な
い
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
全
体
的
な
理
念
へ
の
志
向
と
個
の
身
体
へ
の
拘
泥

|
こ
れ
も
ま

た
衣
服
の
持
つ
二
重
性
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
齟
齬
で
も
あ
る
。

ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
、
ポ
ポ
ー
ワ
、
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
の
他
に
も
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ラ
・
エ
ク
ス
テ
ル
や
ヴ
ェ
ー
ラ
・
ム
ー
ヒ
ナ
と
い
っ
た
輝
か
し
い
芸

術
家
た
ち
と
一
緒
に
仕
事
を
し
た
。
一
九
二
三
年
に
一
号
だ
け
刊
行
さ
れ

た
ロ
シ
ア
服
飾
史
上
画
期
的
な
雑
誌
『
ア
ト
リ
エ
』
に
は
、
名
前
こ
そ
出

て
い
な
い
が
ラ
ー
マ
ノ
ワ
も
協
力
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
エ
ク
ス
テ
ル

の
デ
ザ
イ
ン
が
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
（
図
版
⑩
）。
ポ
ワ
レ
同
様
、
日
本

の
「
羽
織
コ
ー
ト
」
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
エ
レ

ガ
ン
ト
な
イ
ラ
ス
ト
で
あ
る
。

　

 

　
図
版
⑩

エ
ク
ス
テ
ル
は
優
れ
た
色
彩
感
覚
を
持
っ
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
だ
っ

た
。
デ
ザ
イ
ン
イ
ラ
ス
ト
も
描
け
な
か
っ
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ
に
絵
の
手
ほ
ど

き
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
九
二
四
年
、
エ
ク
ス
テ
ル
は
フ
ラ
ン
ス

に
亡
命
す
る
。
一
方
、
ロ
シ
ア
に
残
っ
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
こ
の
頃
、
実
務

の
他
に
、
モ
ー
ド
の
方
法
論
を
理
論
化
す
る
論
文
を
雑
誌
『
赤
い
畝
』
に

何
度
か
投
稿
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
本
が
「
ロ
シ
ア
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
」
と
い
う
論
文
だ
（『
赤
い
畝
』
一
九
二
三
年
第
三
〇
号
）。
こ
の
中
で
ラ
ー

マ
ノ
ワ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
代
の
衣
服
の
分
野
で
興
味
深
い
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
民
族
衣
裳
の
フ
ォ

ル
ム
や
特
性
を
ど
う
加
工
し
、
ど
う
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
適
合
さ
せ
る

か
と
い
う
こ
と
だ
。
民
族
衣
裳
は
、
何
世
紀
も
の
間
民
衆
が
集
団
で
作
り

あ
げ
て
き
た
も
の
な
の
で
合
理
的
に
で
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
現
代
の
都

市
の
衣
服
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
素
材
に
も
造
形
的
素
材
に
も
な
り

得
る
。
民
族
衣
裳
の
基
本
的
な
形
は
い
つ
も
理
知
的
だ
。

25

　

  

図
版
⑪

 
　
こ
れ
よ
り
前
の
一
九
一
九
年
、
す
で
に
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
「
現
代
服
ス
タ

ジ
オ
」
を
創
設
す
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
学
ぶ
べ
き
こ
と
と
し
て
「
民
衆

　
図
版
⑫

味
す
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
も
指
摘
し
た
が
、
バ
レ
エ
・
リ
ュ

ス
が
パ
リ
で
評
判
に
な
っ
た
と
き
注
目
さ
れ
た
の
が
「
東
洋
」
の
モ
チ
ー

フ
だ
っ
た
こ
と
を
も
う
一
度
思
い
出
し
た
い
。
ロ
シ
ア
も
含
め
た
広
い
意

味
で
の
「
東
洋
」
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
て
は
や
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
は
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
公
演
を
続
け
た
の
で
、
東
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
心
は
一
時
的

な
も
の
で
は
な
く
ず
っ
と
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
シ
ア
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
か
ら
す
る
と
、
芸
術
の
最
先
端
を
目
指
し
て

「
西
」
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
り
公
演
に
行
っ
た
り
し
た
あ
げ

く
、
逆
に
自
分
た
ち
の
文
化
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、「
東
」

と
し
て
の
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
と
と

も
に
、
ロ
シ
ア
芸
術
の
価
値
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
ブ
ー

メ
ラ
ン
の
よ
う
な
「
回
帰
」
現
象
で
あ
る
と
も
言
え
そ
う
だ
。
ポ
ワ
レ
と

の
親
交
を
通
し
て
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
も
、
大
な
り
小
な
り
こ
れ
と
同
じ
よ
う
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芸
術
、
ロ
シ
ア
の
農
民
や
外
国
の
デ
ザ
イ
ン
の
重
要
性
」
を
挙
げ
て
い
た
。

26

　
そ
し
て
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
図
版
⑪
（
一
九
二
五
年
）
の
よ
う

に
、
ロ
シ
ア
の
農
民
が
古
来
日
常
的
に
着
て
い
た
サ
ラ
フ
ァ
ン
を
模
し

た
ゆ
っ
た
り
し
た
衣
服
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
よ
う
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
こ

こ
で
モ
デ
ル
を
務
め
て
い
る
の
は
、
未
来
派
詩
人
で
画
家
の
ウ
ラ
ジ
ー
ミ

ル
・
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
の
恋
人
リ
ー
リ
ャ
・
ブ
リ
ー
ク
と
そ
の
妹
エ
リ
ザ
・

ト
リ
オ
レ
で
あ
る
。
ま
た
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
の
実
妹
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
マ
ヤ

コ
フ
ス
カ
ヤ
は
、
一
九
一
〇
年
頃
か
ら
工
場
付
き
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
。

　
さ
ら
に
一
九
二
五
年
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
彫
刻
家
で
年
来
の
友
人
ム
ー
ヒ

ナ
と
『
日
常
生
活
の
中
の
芸
術
』
と
い
う
ア
ル
バ
ム
を
刊
行
し
、
だ
れ
に

で
も
簡
単
に
作
れ
る
洋
服
や
帽
子
を
提
案
し
て
い
る
。
ム
ー
ヒ
ナ
は
、
の

ち
に
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
る
巨
大
な
彫
像
作

品
『
労
働
者
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
女
性
』
の
作
者
で
あ
る
。
ア
ル
バ
ム
『
日
常

生
活
の
中
の
芸
術
』
で
は
、
例
え
ば
、
図
版
⑫
の
よ
う
に
、
二
枚
の
亜
麻

布
の
タ
オ
ル
を
縫
い
合
わ
せ
て
女
性
用
の
「
カ
フ
タ
ン
（
長
い
上
衣
）」
を

作
る
作
り
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
タ
オ
ル
に
施
さ
れ
た
赤
い
刺

繍
が
、
民
族
衣
裳
で
使
わ
れ
る
模
様
だ
。

　
一
九
二
〇
年
代
を
通
し
て
ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
ず
っ
と
伝
統
的
な
民
族
衣

裳
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
言
う
べ
き
出

来
事
は
、
ア
ル
バ
ム
を
出
し
た
の
と
同
じ
一
九
二
五
年
、
パ
リ
で
開
催
さ

れ
た
万
国
博
覧
会
に
お
い
て
、
彼
女
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
ロ
シ
ア
民
族
衣
裳

風
の
ド
レ
ス
が
グ
ラ
ン
プ
リ
に
輝
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
革
命
前
に
パ
リ
・
モ
ー
ド
を
志
向
し
「
西
」
を
向
い

て
い
た
ラ
ー
マ
ノ
ワ
が
、
革
命
後
ロ
シ
ア
の
民
族
衣
裳
の
要
素
を
積
極
的

に
採
り
入
れ
た
の
は
「
東
」
に
視
線
を
シ
フ
ト
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
意

　
図
版
⑫

味
す
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
も
指
摘
し
た
が
、
バ
レ
エ
・
リ
ュ

ス
が
パ
リ
で
評
判
に
な
っ
た
と
き
注
目
さ
れ
た
の
が
「
東
洋
」
の
モ
チ
ー

フ
だ
っ
た
こ
と
を
も
う
一
度
思
い
出
し
た
い
。
ロ
シ
ア
も
含
め
た
広
い
意

味
で
の
「
東
洋
」
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
て
は
や
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
は
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
公
演
を
続
け
た
の
で
、
東
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
心
は
一
時
的

な
も
の
で
は
な
く
ず
っ
と
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
シ
ア
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
か
ら
す
る
と
、
芸
術
の
最
先
端
を
目
指
し
て

「
西
」
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
り
公
演
に
行
っ
た
り
し
た
あ
げ

く
、
逆
に
自
分
た
ち
の
文
化
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、「
東
」

と
し
て
の
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
と
と

も
に
、
ロ
シ
ア
芸
術
の
価
値
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
ブ
ー

メ
ラ
ン
の
よ
う
な
「
回
帰
」
現
象
で
あ
る
と
も
言
え
そ
う
だ
。
ポ
ワ
レ
と

の
親
交
を
通
し
て
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
も
、
大
な
り
小
な
り
こ
れ
と
同
じ
よ
う
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な
「
自
己
発
見
」
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
現
象
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
の
ナ
タ
ー
リ
ヤ
・
ゴ

ン
チ
ャ
ロ
ー
ワ
が
そ
の
軸
足
を
西
か
ら
東
へ
と
旋
回
し
た
こ
と
と
も
共

通
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
九
一
三
年
に
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
ー
ワ
は
個
展
の
カ
タ

ロ
グ
に
こ
う
記
し
た
。

　

修
行
の
最
初
に
、
私
は
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
画
家
た
ち
に
学
び

ま
し
た
。
彼
ら
に
意
識
を
啓
発
さ
れ
て
、
私
は
自
国
の
美
術
の
大
き
な
意

義
と
価
値
を
知
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
東
洋
美
術
の
価
値
の
大
き
さ

を
知
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
私
は
西
洋
が
自
分
に
与
え
て
く
れ
る
か
ぎ
り

の
も
の
を
学
ん
で
き
た
の
で
す
が
、
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
西
洋
が
生

み
だ
す
も
の
は
す
べ
て
、
す
で
に
わ
が
国
が
創
り
だ
し
た
も
の
な
の
で
す
。

27

　
外
か
ら
の
視
点
で
自
ら
の
文
化
・
芸
術
を
「
異
化
」
し
て
捉
え
な
お
す

と
い
う
方
法
を
衣
服
の
領
域
で
実
践
し
た
の
が
ラ
ー
マ
ノ
ワ
だ
っ
た
と

言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
は
こ
こ
で
も
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
の
立
場
の
ご
く
近
く
ま
で
接
近
し
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。

  

図
版
⑬

最
後
に
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
が
ロ
シ
ア
古
来
の
民
衆
の
衣
服
に
注
目
し
た
の

は
、
衣
服
の
機
能
性
と
機
動
性
を
重
視
し
た
結
果
導
か
れ
た
論
理
的
必
然

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
革
命
後
の
「
新
し
い
衣
服
」
の
目
的
が
「
仕
事
を
す
る
た
め
の
動
き

や
す
さ
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
長
い
歳
月
、
厳
し
い
農
作
業
に
耐
え

て
き
た
ロ
シ
ア
の
農
民
の
着
て
い
る
も
の
こ
そ
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
か
っ

た
は
ず
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
女
優
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
ホ
フ
ロ
ワ
の
躍

動
感
あ
ふ
れ
る
ポ
ー
ジ
ン
グ
の
写
真
（
図
版
⑬
、
一
九
二
三
年
）
は
、
ラ
ー

マ
ノ
ワ
の
デ
ザ
イ
ン
の
意
図
を
非
常
に
よ
く
体
現
し
た
一
葉
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

ス
ト
リ
ジ
ェ
ノ
ワ
に
よ
る
と
、「
そ
れ
ま
で
は
人
間
の
体
形
を
様
式
や

素
材
に
合
わ
せ
て
お
り
、
体
型
や
個
人
的
な
特
質
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
身
体
の
線
を
損
ね
る
よ
う
な
コ
ル
セ
ッ
ト
が
長
く
君

臨
し
た
わ
け
だ
が
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の
理
論
の
要

か
な
め

は
そ
の
逆
で
、
体
形
が
素

材
や
色
を
決
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
」

28
と
い
う
。
ラ
ー
マ
ノ
ワ

は
、
仕
事
を
す
る
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
身
体
に
合
わ
せ
た
動
き
や
す
い

衣
服
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
結
果
、
ロ
シ
ア
で
古
来
愛
さ
れ
て
き

た
民
族
衣
裳
が
そ
れ
に
適
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ラ
ー
マ
ノ
ワ

の
デ
ザ
イ
ン
し
た
衣
服
は
、
ロ
シ
ア
の
農
民
た
ち
が
着
る
ル
バ
ー
シ
カ
や

サ
ラ
フ
ァ
ン
に
似
た
ゆ
っ
た
り
し
た
衣
服
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
直
線
的
な

シ
ル
エ
ッ
ト
が
キ
モ
ノ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
似
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
た
め

て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
革
命
前
は
貴
族
や
皇
族
の
豪
華
な
ド
レ
ス
を
作
っ
て
い
た

ク
チ
ュ
リ
エ
は
、
革
命
を
経
て
ロ
シ
ア
の
農
民
が
着
て
い
た
民
族
的
な
衣
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服
を
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
し
い
日
常
の
た
め
の

「
新
し
い
も
の
」
を
求
め
た
先
に
あ
っ
た
も
の
が
自
分
自
身
の
、
ロ
シ
ア

文
化
の
伝
統
的
な
「
古
い
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
一
種
の
パ
ラ

ド
ク
ス
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ラ
ー
マ
ノ
ワ
は
人
間
の
身
体
を
知
り
ぬ
い
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
初
頭
の
激
動
の
ロ
シ
ア
に
あ
っ
て
、
本
来
は

異
な
る
理
念
を
も
ち
つ
つ
も
彼
女
は
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
た
ち

と
理
想
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
い
に
接
近
し
た
。
し
か
し
、
彼
女

が
社
会
情
勢
に
合
わ
せ
て
変
容
と
遂
げ
た
と
い
う
よ
り
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
が
交
替
し
た
だ
け
で
彼
女
自
身
の
姿
勢
は
あ
ま
り
変
化
し
な
か
っ
た

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
尊
重
す
る

と
い
う
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
職
業
に
特
有
の
資
質
が
要

求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
の
服
飾
研
究
家
ラ
イ
ー
サ
・
キ
ル
サ
ノ
ワ
は
、
ラ
ー
マ
ノ
ワ
の

こ
と
を
「
自
ら
の
仕
事
を
芸
術
に
変
え
た
ロ
シ
ア
で
初
め
て
の
裁
縫
師
」

29 

と
評
し
て
い
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
「
頭
脳
循
環
を
加
速
す
る
若
手

研
究
者
戦
略
的
海
外
派
遣
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
る
東
京
外
国
語
大
学
研

究
事
業
「
20
世
紀
以
降
の
文
化
横
断
現
象
と
し
て
の
表
象
変
容
に
関
す

る
日
欧
共
同
研
究
」
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
二
〇
一
三
年
九
月
一
四

日
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
化
の
変
容
、
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
の
変
容
」
お
よ
び
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
四
日
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に

お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
身
体
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

|
変
容
の
知

覚
・
記
述
・
体
現
」
で
筆
者
が
お
こ
な
っ
た
二
つ
の
報
告
（
そ
れ
ぞ
れ

ロ
シ
ア
語
、
英
語
）
を
日
本
語
で
ま
と
め
た
う
え
大
幅
に
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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———　知覚の変容と文化表象　———

デ
ィ
ア
で
あ
る
「
映
画
」
は
、
知
覚
の
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
多
く
の
場
合
、
伝
統
的
な
知
覚
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
受
容
で
き

る
要
素
を
少
な
く
と
も
そ
の
大
半
の
部
分
で
含
み
も
っ
て
い
る
。
確
か

に
、
複
製
技
術
論
の
な
か
で
映
画
に
お
け
る
映
像
の
受
容
に
つ
い
て
「
見

て
い
る
者
に
ガ
ク
ッ
ガ
ク
ッ
と
断
続
的
に
迫
っ
て
く
る
場
面
や
シ
ョ
ッ

ト
の
移
り
変
わ
り
」

1
と
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
指
摘
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
映
画
と
い
う
高
度
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て

画
像
的
断
片
の
結
合
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
表
象
が
、
人
間
の
身
体
性

に
素
朴
に
依
拠
す
る
知
覚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
表
象
と
は
根
本
的

に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
は
言

及
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ル
ッ
ト
マ
ン
の
「
伯
林

|
大
都
会
交
響
楽
」（
一
九
二
七
年
）
や
ジ
ガ
・
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
「
カ

メ
ラ
を
持
つ
男
」（
一
九
二
九
年
）
を
思
い
浮
か
べ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
こ
の
知
覚
の
転
換
が
ど
れ
ほ
ど
革
命
的
な
変
革

と
感
じ
ら
れ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
映
像
の
個
々
の
断
片
に
見
ら
れ
る
の

は
、
基
本
的
に
伝
統
的
な
知
覚
に
基
づ
い
た
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

根
本
的
に
新
し
い
も
の
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
場

合
、
個
々
の
断
片
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
断
片
を
構
成
す
る
そ
の
方
法
に
由
来
す
る
。
ち
な

み
に
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
、
上
に
引
用
し
た
よ
う
な
複
製
技
術
論
の
な
か

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
身
体
性

|
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
知
覚
の
変
容
を
め
ぐ
る
序
論
的
考
察

山
口
裕
之

１
．
メ
デ
ィ
ア
の
危
機
の
時
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
が
生
起
し
展
開
し
て
い
っ
た
二
〇
世
紀
初

頭
、
あ
る
い
は
一
九
世
紀
末
は
、
同
時
に
メ
デ
ィ
ア
の
決
定
的
な
転
換
の

時
代
で
も
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
が
人
間
の
知
覚
の
あ
り
方
に
対
し
て

ど
れ
ほ
ど
根
本
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
か
は
、
一
九
六
〇

年
代
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
お
よ
び
そ
の
枠
組
み
の
継
承
者
た
ち
に
と
っ
て
、

（
社
会
学
の
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
側
か
ら
「
技
術
決
定
論
」
と
い
う

烙
印
を
押
さ
れ
よ
う
と
も
）
最
も
重
要
な
テ
ー
ゼ
の
一
つ
で
あ
る
。
マ
ク

ル
ー
ハ
ン
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
、
と
り
わ
け
六
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
や
自

家
用
車
の
広
範
な
普
及
が
、
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
書
物
」
の

終
焉
と
あ
ら
た
な
メ
デ
ィ
ア
へ
の
移
行
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
そ
れ
と
基
本
的
に
同
じ
思
考
の
枠
組
み
を
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の

主
著
よ
り
四
〇
年
前
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
う
ち
に
、
は
っ
き
り
と
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
一
方
通
行
路
』
の
な
か
で
書
物
の
終
焉
を
語

る
場
合
も
、『
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
』
の
な
か
で
知

覚
の
転
換
を
語
る
場
合
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、

「
画
像
」
に
よ
る
新
し
い
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
対
し
て

及
ぼ
す
根
本
的
な
転
換
の
作
用
で
あ
る
。

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
、
あ
る
い
は
こ
の
時
代
の
新
た
な
技
術
メ
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の
表
現
を
読
ん
で
も
、
そ
し
て
ま
た
ル
ッ
ト
マ
ン
や
ヴ
ェ
ル
ト
フ
の
映
像

を
目
に
し
て
も
、
特
に
新
し
い
知
覚
の
転
換
を
そ
こ
に
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
そ
の
よ

う
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
映
像
語
法
を
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
な
か
で
完
全

に
自
分
の
身
体
の
う
ち
に
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
わ
れ
わ

れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
、
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
段
階
か
ら
遡
っ
て

理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。「
見
て
い
る
者
に
ガ
ク
ッ
ガ
ク
ッ
と
断
続
的
に

迫
っ
て
く
る
場
面
や
シ
ョ
ッ
ト
の
移
り
変
わ
り
」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
彼

の
同
時
代
の
人
た
ち
（「
集
中
」
と
「
気
晴
ら
し
」
と
い
う
二
項
対
立
を
持
ち

出
し
た
、
旧
世
代
の
代
弁
者
た
る
デ
ュ
ア
メ
ル
も
含
め
）
に
と
っ
て
は
、
ま

さ
に
従
来
の
身
体
感
覚
に
は
な
い
経
験
で
あ
り
、文
字
通
り
「
シ
ョ
ッ
ク
」

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ

う
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
身
体
性
は
日
常
的
な
感
覚
に
属
す
る
も
の

で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
た
身
体
性
を
今
日
わ
れ
わ
れ
が
自
明
の
も
の
と
感
じ
取
っ
て

い
る
経
験
そ
の
も
の
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
強
調
し
た
の
と
は
別
な
意
味

で
、
あ
る
大
き
な
文
化
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

帰
結
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
試
み
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
あ
ら
た
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
覚
の

変
容
、
身
体
性
の
変
容
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
に
よ
る
世
界
の
表
象
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
換
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
思
想
史
的
分
析
と
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え

る
上
で
、
百
年
前
と
は
著
し
く
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
段
階
に
あ
る
現
在
の
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
な
お
、
日
常
的
な
感
覚
性
の
う
ち
に
お
そ
ら
く
取
り

込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
、
い
く
つ
か
の
作
品
に
ま
ず
言
及
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
、
構
成
の
方
法
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
素

材
に
お
け
る
表
象
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
素
朴
な
身
体
的
知
覚
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。〔
図
１
〜
図
５
〕

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ダ
ダ
の
う
ち
に
「
常
軌
を
逸
し
た
芸
術
表
現
や
粗
野

な
芸
術
表
現
」
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
理
由
を
、
芸
術
形
式
の
転
換
の
時
代

に
、
新
し
い
芸
術
形
式
に
よ
っ
て
本
来
達
成
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
が
従
来

の
古
い
芸
術
形
式
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
と
ら
え
て
い

る
2

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
新
し
い
芸
術
形
式
」
は
「
技
術
水
準
が

変
わ
っ
た
後
に
」
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
複
製
技
術
論
で
は
基
本

的
に
「
映
画
」
を
あ
ら
た
な
技
術
水
準
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
新
し
い
芸

術
形
式
」
と
み
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
芸
術
形
式
の
「
危
機
の
時

代
」
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
に
よ
り
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
根
本
的
に

変
化
す
る
時
代
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

3
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
古
い

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
格
闘
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
ダ
ダ
に
は
、
ま
さ
に
技

術
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
に
よ
っ
て
生
じ
た
身
体
表
象
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変

化
が
あ
ち
こ
ち
に
突
出
し
て
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
げ
て
い
る
い
く
つ

か
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
ず
れ
も
性
的
な
も
の
を
対
象
と
し
な
が
ら
、「
性
」

と
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
の
身
体
性
が
そ
の
対
極
と
も
い
え
る
機
械
的

な
も
の
、
無
機
的
な
構
造
性
の
う
ち
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る

4
。「
性
」

と
い
う
主
題
は
、
身
体
的
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
で
も
最
も
身
体
的

な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
性
と
機
械
的
構
造
性
と
い
う
両
極
。

あ
る
い
は
、も
う
少
し
遡
っ
て
一
九
一
三
年
の
「
ア
ー
モ
リ
ー
シ
ョ
ー
」

で
展
示
さ
れ
た
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
「
階
段
を
降
り
る
裸
体
No.
２
」

〔
図
６
〕
に
つ
い
て
も
や
は
り
素
朴
な
身
体
的
知
覚
か
ら
極
度
に
離
反
し

て
ゆ
く
身
体
性
の
表
象
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
に
は
、

周
知
の
よ
う
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
に
よ
る
連
続
写
真
「
階
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———　知覚の変容と文化表象　———

〔図１〕マックス・エルンスト
「曖昧な形象」
（Figure ambiguë） 
1919-1920 年

〔図２〕マックス・エルンスト
「曖昧な形象」
（Figure ambiguë） 
1919-1920 年

〔図３〕マックス・エルンスト
「愛を測定する巨大な整色盤」
（La Grande Roue orthochromatique   

 qui fait l'amour sur mesure） 
1919-1920 年頃

〔図４〕フランシス・ピカビア
「愛のパレード」
（Parade amoureuse） 
1917 年
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〔図６〕マルセル・デュシャン
「階段を降りる裸体 No.2」
（Nude Descending a Staircase, No.2） 
1912 年

〔図５〕 マルセル・デュシャン
「彼女の独身者たちによって裸

にされた花嫁、さえも」
（La Mariée mise à nu par ses 
célibataires, même  （Le Grand Verre） ）
1915-23 年 

〔図７〕エドワード・マイブリッジ
「階段を降りる女」
（Woman Descending Steps） 
1887 年
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———　知覚の変容と文化表象　———

段
を
降
り
る
女
」（
一
八
八
七
年
）〔
図
７
〕
の
よ
う
な
分
断
的
な
知
覚
に

よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
写
真
に
見
る
こ

と
の
で
き
る
よ
う
な
「
裸
体
」
を
直
接
的
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
は

|

標
題
の
明
示
的
な
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず

|
ほ
と
ん
ど
な
い
。

あ
る
い
は
こ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
的
な
潮
流
を
さ
ら
に
遡
り
、
一
九
一
〇
年

前
後
の
ピ
カ
ソ
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
ピ
カ
ビ
ア
に
お
け
る
表
象
の
伝
統
の
断
絶

を
み
る
と
き
、
あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
時
期
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が

表
現
主
義
の
流
れ
の
な
か
で
抽
象
主
義
へ
と
移
行
し
、
彼
と
親
交
の
あ
っ

た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
一
九
〇
八
年
以
降
、
調
性
の
解
体
へ
と
突
き
進
ん

で
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
あ
る
い
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
ホ
フ
マ
ン

ス
タ
ー
ル
や
カ
フ
カ
が
文
学
の
主
題
そ
の
も
の
と
し
た
言
語
の
危
機
が
、

一
九
一
〇
年
代
の
後
半
に
は
、
音
声
詩
や
視
覚
詩
と
し
て
、
意
味
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
音
声
と
文
字
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
の
前
景
化
の
う
ち
に
進

展
す
る
の
を
目
に
す
る
と
き
、
さ
ら
に
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
の
さ

ま
ざ
ま
な
抽
象
主
義
の
誕
生
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期

に
、
異
な
る
流
れ
、
異
な
る
領
域
に
お
い
て
一
気
に
生
じ
て
い
っ
た
、
世

界
を
と
ら
え
描
き
出
す
知
覚
の
あ
り
方
の
こ
の
根
底
的
な
転
覆
は
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

２
．
魔
術
か
ら
技
術
へ

|
そ
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
世
界
像

の
解
体

こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
包
括
的
な
問
い
に
対
し
て
一
つ
の
仮
説
的
な
考

察
を
行
う
た
め
に
、
こ
こ
で
は
同
じ
く
包
括
的
な
い
く
つ
か
の
思
考
モ
デ

ル
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
し
た
い
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
言

及
し
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
枠
組
み
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
「
技
術
的
複
製
可
能
性
の
芸
術
作
品
」
と
し
て
の
「
映
画
」
の

う
ち
に
、
根
本
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
知
覚
の
転
換
を
見
て
取
る
と
き
、
彼

は
、
芸
術
が
「
魔
術
（
呪
術
）」
か
ら
「
技
術
」
的
な
も
の
に
向
か
っ
て

質
的
転
換
を
遂
げ
て
ゆ
く
過
程
を
一
つ
の
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
描
き
出

す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
オ
ー
ラ
」
が
次
第
に
失
わ

れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
進
展
の
指
標
と
な
る

の
が
「
技
術
的
複
製
可
能
性
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
連
関
に
と
っ

て
重
要
な
の
は
、「
魔
術
」
か
ら
「
技
術
」
へ
と
芸
術
の
性
格
が
転
換
し

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
間
の
身
体
性
、
知
覚
の
あ
り

方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
、
彼
の
時
代
の
も
っ
と
も
高
度
な
技
術
的
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
「
映

画
」
の
特
質
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
従
来
の
日
常
的
身
体
性
と
は
ま
っ

た
く
次
元
の
異
な
る
知
覚
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
現
在
の
視

点
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
素
朴
な
語
り
口
で
強
調
す
る
。「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
す
る
こ
と
で
空
間
が
引
き
伸
ば
さ
れ
、
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

運
動
が
引
き
伸
ば
さ
れ
る
。」
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
こ
う

い
っ
た
認
識
の
あ
ら
た
な
次
元
を
精
神
分
析
に
お
け
る
無
意
識
の
次
元

の
認
識
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。「
心
理
分
析
に
よ
っ
て
衝
動
に
お
け
る

無
意
識
を
知
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
視
覚
に
お
け
る

無
意
識
を
知
る
の
だ
。」

5 

し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
の
関
心
事

は
、
単
に
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
知
覚
と
認
識
の
新
し
い
次
元
の
創

出
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
映
画
に
お
け
る
断

片
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
技
術
的
特
質
が
彼
の
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思

考
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
複
製
技
術
論
を
突

き
動
か
し
て
い
る
隠
れ
た
動
機
で
あ
る

6
。
こ
の
こ
と
は
の
ち
に
ま
た
問
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題
に
な
っ
て
く
る
が
、
ひ
と
ま
ず
一
般
的
な

意
味
で
の
身
体
性
の
変
容
に
言
及
す
る
と
す

れ
ば
、
芸
術
は
技
術
性
を
高
め
る
に
つ
れ
て

魔
術
の
連
関
か
ら
離
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
「
オ
ー
ラ
」
を
喪
失
し
て
ゆ
く
際
に
、
身

体
性
も
喪
失
し
て
ゆ
く
。「
魔
術
」
と
は
本
来

的
に
は
、
あ
る
種
の
言
葉
や
行
為
が
世
界
に

お
け
る
生
成
や
変
化
を
即
座
に
生
じ
さ
せ
る

こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
葉
と
世
界
と

の
「
直
接
的
」
な
関
係
の
う
ち
に
存
在
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
人
間
の
身
体
そ
の

も
の
が
世
界
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
身
体
は
世
界
と
の
「
直
接
的
」
な

結
び
つ
き
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
こ
で
の
知
覚

は
原
初
的
な
身
体
性
に
そ
の
ま
ま
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

連
関
に
あ
っ
て
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）
と
は
、
世
界
と
の
関
係
に
お

い
て
身
体
を
間
接
化
し
て
ゆ
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
思
考
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
芸
術
／
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
は
、
魔
術

的
な
も
の
の
圏
内
に
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
身
体
性
・
知
覚
か
ら
、
技
術

的
な
も
の
・
非
オ
ー
ラ
的
な
も
の
へ
の
進
展
の
過
程
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
に
応
じ

て
身
体
性
が
原
初
的
な
世
界
の
結
び
つ
き
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て

ゆ
き
、
技
術
に
よ
っ
て
身
体
性
が
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
直
感
的
な
認
識
と

も
合
致
す
る
。〔
図
８
〕

こ
う
い
っ
た
き
わ
め
て
思
弁
的
な
モ
デ
ル
と
は
ま
っ
た
く
別
種
の
、
近

代
の
知
覚
転
換
の
モ
デ
ル
を
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
の
論
議
の
う
ち

に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
の
思
考
モ
デ
ル
で
あ

る
。
ク
レ
ー
リ
ー
を
含
め
、
視
覚
論
の
論
議
に
お
い
て
基
本
的
な
前
提
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
決
し
て
単
な
る
生
理
学
的
な
所

与
で
は
な
く
、
文
化
的
・
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
特
徴
を
帯
び
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
レ
ー
リ
ー
は
『
観
察
者
の
系
譜
』
の
な
か
で
、
外

的
な
像
を
人
間
が
内
側
で
受
動
的
に
表
象
す
る
と
い
う
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
的
な
遠
近
法
的
視
覚
が
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
根
本
的
に
転
換
を
遂
げ
た
と
い
う
従
来
の

説
明
の
仕
方
に
対
し
て
、
す
で
に
一
九
世
紀
初
頭
以
降
、
そ
の
よ
う
な
転

換
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

7
。
こ
の
著
作

の
も
っ
と
も
重
要
な
貢
献
は
、
一
九
世
紀
初
頭
以
降
の
視
覚
の
転
換
を
、

人
文
的
領
域
（
ゲ
ー
テ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
等
）
と
パ
ラ
レ
ル
に
展
開

す
る
現
象
と
し
て
、
自
然
科
学
の
業
績
（
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
ヘ
ル
マ

ン
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
等
）
に
お
い
て
丹
念
に
例
証
し
て
い
っ
た
こ

と
に
あ
る
が
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
と
い
う
論
議

を
い
っ
た
ん
お
き
、
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
一
言
で

言
い
表
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
世
界
像
の
解
体
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
単
に
視
覚
そ
の
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し

て
語
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
第
一
義
的
に
は
、
そ
れ
自
体
、

歴
然
と
し
た
技
術
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
の
技
術
そ
の
も
の
は
す
で
に
中

世
に
お
い
て
も
天
体
観
測
の
た
め
に
実
用
化
さ
れ
て
い
た
が
、
ル
ネ
サ
ン

ス
以
降
、
こ
の
技
術
は
自
然
観
察
さ
ら
に
は
絵
画
の
遠
近
法
的
技
術
の
た

め
に
応
用
さ
れ
て
ゆ
く
。

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
視
覚
表
象
を
考
え
る
と
き
、
実
際
の
技
術

と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

〔図８〕
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———　知覚の変容と文化表象　———

ラ
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
も
と
も
と
「
知
覚
」

全
般
の
転
換
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
き
た
の
だ
が
、
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま

で
も
な
く
「
視
覚
」
全
般
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
知
覚
に
つ
い
て
も
、

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
モ
デ
ル
を
想
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
同
様
の
受
動
的
な
知
覚
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
知
覚
の
文
化
体
制
を
考

え
る
と
き
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
視
覚
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
決
定
的
に
重

要
な
こ
と
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
「
技
術
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
い
て
知
覚
の
う
ち
で
「
視
覚
」
が

と
り
わ
け
際
立
っ
た
優
位
性
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
全
感
覚

的
な
世
界
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
の
視
覚
の
あ
り
方
と
は
異
な
り
、
統
合

的
な
身
体
性
の
な
か
か
ら
「
技
術
」
に
よ
っ
て
「
視
覚
」
だ
け
が
分
断
さ

れ
、
そ
の
視
覚
に
対
し
て
特
権
的
な
優
位
性
が
与
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
す
な
わ
ち
、
統
合
的
な
知
覚

か
ら
「
視
覚
」
だ
け
を
取
り
出
し
て
外
在
化
す
る
技
術
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

３
．
技
術
性
に
よ
る
身
体
性
の
回
復
？

し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
の
原
理
に

基
づ
き
画
像
を
定
着
さ
せ
る
「
写カ

メ

ラ
真
機
」、
さ
ら
に
は
静
止
画
像
の
連
続

に
よ
る
視
覚
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
動
態
的
画
像
を
生
み
出
す

「
映
画
」
と
い
う
視
覚
技
術
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
き
、
メ
デ
ィ
ア
の
理

論
の
側
で
は
、
技
術
に
よ
っ
て
視
覚
性
が
さ
ら
な
る
展
開
を
遂
げ
た
と
と

ら
え
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
こ
れ
ら
の
技
術
は
む
し
ろ
、「
視
覚
」
に

対
置
さ
れ
る
「
触
覚
」（
あ
る
い
は
「
触
覚
」
と
結
び
つ
い
た
「
聴
覚
」）
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

8
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
場
合
、
全
感
覚
的

な
世
界
の
知
覚
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
し
て
、
文
字
を
読
む
と
い
う
視

覚
的
行
為
は
基
本
的
に
批
判
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
経
験
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
い
う
視
覚
的
記
号
に

置
き
換
え
、
そ
の
情
報
を
視
覚
に
よ
っ
て
デ
コ
ー
ド
す
る
こ
と
で
可
能

と
な
る
論
理
性
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
（「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
」）
は
、
西

欧
近
代
の
す
べ
て
の
機
構
を
作
り
上
げ
て
き
た
基
盤
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
同
時
に
世
界
を
い
わ
ば
間
接
的
に
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
明
ら
か
に
視
覚
的
メ
デ
ィ
ア

で
あ
る
は
ず
の
テ
レ
ビ
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
と
っ
て
は
、「
書
物
」
の

記
号
的
原
理
か
ら
人
間
の
知
覚
を
開
放
し
、
再
び
全
感
覚
的
に
世
界
を
そ

の
ま
ま
表
象
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
つ
ま
り
知
覚
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
性
を
回
復
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
マ
ク
ル
ー

ハ
ン
よ
り
も
四
〇
年
前
に
、
映
画
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
と
知
覚
の
転
換
を

明
確
に
見
て
取
っ
て
い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
文
字
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
終
焉
と
、「
視
覚
」
の
優
位
性
か
ら
「
触
覚
」
的
経
験
へ

の
移
行
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
思
想
的
影
響
と
い
う
点
で
は
互
い
に
離

れ
て
い
る
は
ず
の
彼
ら
二
人
を
間
接
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
」
以
降
、「
視

覚
」
と
「
触
覚
」
を
対
置
的
に
と
ら
え
る
西
欧
近
代
の
知
覚
を
め
ぐ
る
思

考
の
枠
組
み
で
あ
る
。
視
覚
と
触
覚
の
い
ず
れ
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
考

え
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
の
論
議
に
か

か
わ
っ
た
思
想
家
た
ち
に
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
視
覚
」
が
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五
感
の
な
か
で
も
突
出
し
て
明
確
な
知
覚
で
あ
り
、
知
的
な
把
握
に
関
係

づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
触
覚
」
は
事
物
の
実
際
の
把
握
に
関
わ
る

も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
、
ま
た
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
お
い
て
も
、「
触
覚
」
は
狭
い
意
味
で
の
触
覚
を
意
味
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
五
感
全
体
に
よ
る
統
合
的
知
覚
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
メ
デ
ィ
ア
理
論
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
は
、
視
覚
的
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
に
よ
っ
て
、「
視
覚
」

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
触
覚
」
の
優
位
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
技
術
性
の
進
展
に
よ
っ
て
身
体
性

の
回
復
へ
と
向
か
う
と
い
う
逆
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
技
術
的
複
製
可
能
性

の
進
展
に
よ
っ
て
魔
術
的
・
身
体
的
な
要
素
が
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
ゆ
く

と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
テ
ー
ゼ
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
技
術
を
め
ぐ
る
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な

経
験
に
お
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
た
感
覚
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
技
術
性
の

次
元
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
間
接
性
・
抽
象
性
の
度
合
い
を

高
め
て
ゆ
き
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
感
覚
は
そ
れ
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
技
術
性
の

程
度
が
高
次
の
も
の
と
な
る
ほ
ど
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
世

界
像
は
よ
り
擬
似
的
な
「
現
実
性
」
を
増
し
て
ゆ
き
、
そ
こ
で
の
身
体
的

感
覚
も
（
多
く
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
視
覚
と
聴
覚
に
限
ら
れ
て
い
る
が
）
ま
す

ま
す
高
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
デ
ジ
タ
ル
コ
ピ
ー
と
い
う
究
極

の
技
術
的
複
製
可
能
性
に
達
し
た
の
ち
、
技
術
の
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
は
わ
れ

わ
れ
の
身
体
性
か
ら
完
全
に
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
反
面
、
わ
れ
わ

れ
は
ま
す
ま
す
「
リ
ア
ル
」
な
世
界
の
画
像
・
音
声
の
再
現
を
体
験
し
て

い
る

9
。

こ
こ
で
の
身
体
性
の
両
極
的
な

現
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
と
「
世
界
」

と
の
直
接
的
な
関
係
に
お
い
て
は
、

そ
れ
を
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
技

術
性
が
高
ま
る
ほ
ど
間
接
性
の
度

合
い
は
増
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
魔
術
的
要
素
（
身
体
を
通
じ
た
世

界
と
の
直
接
的
関
係
の
要
素
）
は
減

少
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
よ
っ
て
「
オ
ー
ラ
の
衰
退
」

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
は
技
術
的
複
製

可
能
性
の
程
度
が
高
ま
る
に
つ
れ

て
、
世
界
の
模
倣
像
は
よ
り
精
緻

な
も
の
と
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
を
媒

介
し
て
受
け
取
ら
れ
る
そ
の
像
は
よ
り
「
リ
ア
ル
」
な
も
の
と
受
け
止
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
身
体
的
経
験
で
は
あ
る
が
、
こ
こ

で
経
験
し
て
い
る
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
い
わ
ば
仮
想
的
な
世
界

で
あ
る
。
こ
の
仮
想
的
な
世
界
、
も
う
一
つ
の
世
界
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア

を
介
し
た
身
体
性
は
、
世
界
と
の
擬
似
的
な
直
接
性
を
生
み
出
す
。〔
図

9
〕ベ

ン
ヤ
ミ
ン
自
身
は
こ
の
よ
う
な
も
う
一
つ
の
次
元
に
お
け
る
擬
似
的

な
身
体
性
と
い
う
問
題
連
関
を
直
接
的
に
は
示
し
て
は
い
な
い
が
、
先
に

言
及
し
た
よ
う
な
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
新 〔図 9〕
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———　知覚の変容と文化表象　———

し
い
知
覚
の
可
能
性
は
、
こ
う
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

10
。
あ
る
い
は
ま
た
、『
写
真
小
史
』
の
な
か
で
、

技
術
的
な
も
の
と
魔
術
的
（
呪
術
的
）
な
も
の
と
の
境
界
が
互
い
ふ
れ
合

う
こ
と
を
指
摘
す
る
と
き

11
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
れ
ら
の
両
極
的
要
素
が

単
純
に
相
反
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

４
．
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
メ
デ
ィ
ア
の
転
換

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
き
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
的
世
界
像
の
解
体
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
、
技
術
的
複
製
可
能
性

の
展
開
に
よ
る
身
体
性
の
喪
失
／
身
体
性
の
増
大
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
遠
近
法
的
な
世
界
像
の
提
示
が
写
真
機
と
い

う
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
て
い
く
と
き
、
ま
さ
に
そ
の
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
な
世
界
像
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
崩
壊
し
始
め
る
と
い

う
、
き
わ
め
て
逆
説
的
で
あ
り
、
ま
た
き
わ
め
て
弁
証
法
的
な
プ
ロ
セ
ス

が
そ
こ
に
現
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

12
。
と
は
い
え
、
ク
レ
ー
リ
ー
が

『
観
察
者
の
系
譜
』
の
な
か
で
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
的
世
界
の
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
模
像
か
ら
人
間
の
内
側
で
主
体
的
に
形
成
さ
れ
る

像
の
表
出
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
写
真
と
い
う
技
術
そ
の
も
の
の

う
ち
に
見
て
取
る
こ
と
に
は
多
少
無
理
が
あ
る
。
写
真
の
外
面
的
な
特
質

か
ら
い
っ
て
、
写
真
に
写
さ
れ
た
像
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
外
的
世
界
を
、
完

全
に
遠
近
法
的
な
原
理
に
よ
っ
て
、
平
面
の
上
に
定
着
さ
せ
た
も
の
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

13
。
あ
る
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
転
換
点
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
技
術
的
複
製
可

能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
』
の
な
か
で
見
て
い
た
よ
う
に
、
外
的
対
象
を

視
覚
的
に
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
視
覚
的
素
材
を
主
体
の

側
で
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
す
る
＝
組
み
立
て
る
（m

ontieren

）「
映
画
」
こ
そ
が
、

そ
の
転
換
を
象
徴
す
る
メ
デ
ィ
ア
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
映
画
は
、
外
的

世
界
の
模
像
と
い
う
特
質
を
一
方
で
保
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
世
界
を
断

片
化
し
、
そ
れ
ら
の
断
片
の
組
成
に
よ
っ
て
世
界
の
像
を
再
構
成
し
て

提
示
す
る
。
写
真
も
（
あ
る
い
は
絵
画
と
い
う
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
）

そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
十
分
に
含
み
も
っ
て
い
る
が
、
映
画
は
そ
の
技
術

的
本
質
か
ら
い
っ
て
、
単
な
る
外
的
な
像
の
再
現
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
こ

に
は
構
成
と
い
う
主
体
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
が
必
然
的
に
含
ま
れ
て

い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
技
術
性
の
進
展
と
身
体
性
と
の
相
関
関
係
と
い
う
、

複
製
技
術
論
に
依
拠
し
た
も
う
一
つ
の
思
考
モ
デ
ル
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「
映
画
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
転
換
点
と
な
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
映
画
」
は
、
さ
し
あ
た
り

彼
の
時
代
に
お
い
て
は
「
技
術
的
複
製
可
能
性
」
が
一
つ
の
到
達
点
に
達

し
た
技
術
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
高
度
な
技
術
性
に
よ
っ
て
も
と

も
と
の
身
体
性
が
疎
外
さ
れ
る
と
同
時
に
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ピ
ラ
ン
デ
ッ

ロ
の
小
説
を
引
き
合
い
に
出
し
て
「
機
械
装
置
を
前
に
し
た
俳
優
の
違
和
感
」

を
例
証
し
よ
う
と
し
て
い
る

14
）、
同
じ
く
高
度
な
技
術
性
に
よ
っ
て
新
た

な
仮
想
的
身
体
性
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
新
た
な
身
体
性
は
、
精
神
分

析
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
「
視
覚
的
無
意
識
」
と
い
う
言
葉
で
要
約

さ
れ
る
よ
う
な
新
た
な
知
覚
世
界
と
し
て
語
ら
れ
る
と
同
時
に
、「
身
体

的
な
シ
ョ
ッ
ク
作
用
」
を
と
も
な
う
「
触
覚
的
」
経
験
と
し
て
も
語
ら
れ

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
映
画
」
と
は
、端
的
に
「
触
覚
」
の
メ
デ
ィ
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ア
、
正
確
に
い
え
ば
、
本
来
的
な
身
体
の
触
覚
で
は
な
く
、
仮
想
的
身
体

性
が
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
語
る
仮
想
的
身
体
性
は
、『
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作

品
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
表
面
に
わ
れ
わ
れ
が
読
み
取
る
ま
ま
の
、
彼
の

時
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
的
水
準
に
制
約
さ
れ
た
視
点
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
彼
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
が
現
代
の
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト

的
思
考
に
敷
衍
さ
れ
う
る
の
と
同
じ
よ
う
に

15
、
彼
が
「
映
画
」
の
う
ち

に
見
て
と
っ
て
い
る
新
た
な
身
体
性
は
、
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
の
究
極
の

仮
想
現
実
、
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
身
体
性
へ
と
敷

衍
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
映
画
」
と
い
う
象
徴
的
な
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
な
世
界
像
の
解
体
と
、
技
術
性
の
進
展
に
と
も
な
う

身
体
性
の
喪
失
／
仮
想
的
身
体
性
の
創
出
と
い
う
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が

重
な
り
合
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
複
製
技
術
論
の
な
か
で
、「
画
家
」
と
「
カ

メ
ラ
マ
ン
」
と
い
う
類
型
を
対
比
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統

的
画
像
と
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
画
像
の
特
質
の
違

い
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。「
こ
の
両
者
が
手
に
入
れ
る
画
像
は

ま
っ
た
く
異
な
る
。
画
家
の
画
像
は
あ
る
全
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
カ
メ

ラ
マ
ン
の
画
像
は
幾
重
に
も
細
断
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
断

片
は
、新
た
な
法
則
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
る
。」

16 「
あ
る
全
体
的
な
も
の
」

と
要
約
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
画
像
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
よ
っ
て

取
り
入
れ
ら
れ
た
外
的
世
界
の
表
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
映
画
は
、
原
理

的
に
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
機
構
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う

に
し
て
獲
得
し
た
外
的
世
界
の
像
を
断
片
化
し
再
構
成
す
る
。
そ
の
よ
う

に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
新
た
な
世
界
の
像
、「
映
画
に
よ
る
リ
ア
リ
テ
ィ

の
表
現
」
の
ほ
う
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、「
今
日
の
人
間
に
と
っ

て
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
」。

は
じ
め
の
論
点
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
芸
術
に
特
徴
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換

を
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
メ
デ
ィ
ア
転
換
の
枠
組
み
か
ら
考
察
す
る

こ
と
が
、こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、ア
ヴ
ァ

ギ
ャ
ル
ド
芸
術
が
例
え
ば
映
画
や
写
真
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
か
ら
直
接

的
に
技
術
に
か
か
わ
る
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
み
が
問
題

と
な
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
焦
点
を
当
て
て
い
く
の
は
む

し
ろ
、
そ
れ
ら
の
技
術
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
構
成

的
原
理
や
新
た
な
仮
想
的
身
体
性
と
い
っ
た
特
質
そ
の
も
の
が
、
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
の
基
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
界
の
像
を
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス

ク
ラ
的
な
原
理
に
よ
っ
て
映
し
出
す
こ
と
は
、
具
体
性
を
帯
び
た
、
つ
ま

り
現
実
の
特
定
の
素
材
に
対
す
る
参
照
関
係
を
も
つ
直
観
的
な
特
質
に

よ
り
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
画
像
的
断
片
の
再
構
成
に

よ
っ
て
あ
ら
た
な
像
を
作
り
上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
少
な
く
と
も
潜
在
的

に
、
知
的
・
論
理
的
・
抽
象
的
特
質
を
と
も
な
う
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

「
直
観
的
な
特
質
」
と
こ
こ
で
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚

器
官
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
外
的
対
象
の
摸
像
に
よ
る
認
識
、
つ
ま
り
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
的
な
模
倣
的
原
理
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
レ
メ

ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
が
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
」
に
対
置
し
な
が
ら

伝
統
的
な
絵
画
を
「
リ
ア
リ
ズ
ム
的
で
自
然
主
義
的
な
芸
術
」
と
呼
ぶ
と

き
、
そ
こ
に
は
世
界
の
摸
像
を
直
感
的
に
と
ら
え
る
認
識
の
あ
り
方
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

17
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ

ス
が
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
「
二
つ
の
秩
序
」
も
同
じ
よ
う
な
連

関
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
よ
う
な
二
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つ
の
秩
序
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
第
一
の
も
の
は
、
経
験
的
な
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

の
秩
序
、

す
な
わ
ち
〝
目
に
見
え
る
（seen

）〟
通
り
の
対
象
、輪
郭
に
縛
ら
れ
た
対
象
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
拒
絶
す
る
対
象
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

そ
の
も

の
の
可
能
性
の
形
式
的
条
件
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
」
な
形
式
が
調

整
、
統
一
、
構
造
の
原
理
と
し
て
作
用
す
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
可

視
的
（visible
）
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
目
に
見
え
な
い
（unseen

）。
そ

れ
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
見
取
り
図
を
描
き
、
と
ら
え
、
支
配
す
る
こ
と

を
欲
す
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。」

18 

「
経
験
的
な
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

の
秩
序
」「〝
目
に
見
え

る
〟
通
り
の
対
象
」
と
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
よ
っ
て
投
影
さ
れ

る
よ
う
な
、
外
界
の
具
体
的
に
把
握
可
能
な
対
象
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
第
二
の
秩
序
は
、
そ
れ
自
体
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

に
か
か
わ
る
も
の
で
は
あ

る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

の
形
式
的
条
件
で
あ
り
構
造
原
理
を
な
す
も
の

で
あ
る
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
作
品
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
そ
の

構
造
性
の
表
現
が
「
可
視
的
（visible

）」
に
現
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ

で
は
世
界
の
対
象
そ
の
も
の
は
「
目
に
見
え
な
い
（unseen

）」。

５
．
技
術
に
よ
る
抽
象
性
と
仮
想
的
身
体
性

技
術
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
身
体
性
が
、
同
じ
く
技
術
を
通
じ
て
「
現

実
」
の
断
片
を
再
構
成
す
る
と
き
、
そ
の
像
は
二
つ
の
方
向
に
両
極
的
に

分
化
す
る
。
一
つ
は
、
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
世
界
の
構
造
的
な
表
出
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
程
度
の
差
は
あ

れ
、
経
験
的
な
知
覚
の
レ
ベ
ル
か
ら
の
抽
象
化
が
生
じ
る
。
経
験
的
な
視

覚
像
、
直
観
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
世
界
の
模
倣
像
は
、

そ
こ
で
は
も
は
や
「
目
に
見
え
な
い
」
も
の
と
な
る
。
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ

は
一
九
六
一
年
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
」
の
自

己
批
判
的
な
仕
事
に
よ
っ
て
、
芸
術
は
他
の
芸
術
媒
体
か
ら
借
用
し
て
い

る
効
果
を
除
去
し
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術
は
「
純
粋
」
な
も
の
に

な
る
と
述
べ
て
い
る

19
。
そ
の
よ
う
に
除
去
さ
れ
る
べ
き
効
果
と
し
て
言

及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
彼
が
「
彫
刻
的
な
も
の
」
と
呼
ぶ

三
次
元
的
な
「
リ
ア
リ
ズ
ム
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
あ
り
、
そ
し
て
ま

た
、「
文
学
的
テ
ー
マ
」
で
あ
る

20
。
絵
画
芸
術
に
と
っ
て
い
わ
ば
非
本

質
的
な
要
素
を
捨
象
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
に
よ
れ

ば
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
絵
画
」
は
「
平
面
性
」「
二
次
元
性
」
と
い
う
純
粋

な
特
質
に
向
か
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
特
質
は
、
抽
象
性
の
誕
生
に
つ
い
て
語
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
正

確
な
反
照
で
も
あ
る
。「
対
象
的
な
も
の
に
背
を
向
け
、
抽
象
の
領
域
へ

の
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
は
、
素
描
・
絵
画
の
連
関
に
お
い
て
は
、

三
次
元
を
排
除
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〝
像
〟
を
絵
画
と
し
て
あ
る
平
面

の
上
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
何
か
を

モ
デ
ル
と
し
て
〝
形
作
る
こ
と
（
彫
塑
）〟
は
も
は
や
行
わ
れ
な
い
。
現

実
の
対
象
は
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
抽
象
的
な
対
象
へ
と
変
え
ら
れ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
進
歩
で
あ
っ
た
。」

21 

こ
う
い
っ
た
抽
象

性
の
次
元
に
お
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
身
体
性
も
ま
た
、
そ
の
本
質
を
支

え
る
抽
象
的
な
構
造
性
へ
と
還
元
さ
れ
る

22
。

そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
対
極
的
な
方
向
は
、
き
わ
め
て
身
体
的

な
も
の
へ
と
向
か
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
仮
想
的
な
身
体
性
、
技
術
に
媒

介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
新
た
な
魔
術
性
の
連
関
に
あ

る
身
体
性
で
あ
る
。
技
術
性
が
高
い
次
元
に
な
る
ほ
ど
、そ
の
「
身
体
性
」

は
高
ま
る
。
技
術
的
複
製
可
能
性
が
そ
の
究
極
の
地
点
に
ま
で
到
達
し
た

と
き
、
例
え
ば
人
間
の
知
覚
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
し
て
の
目
や
耳
な
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ど
の
感
覚
器
官
を
通
さ
ず
、
直
接
的
に
仮
想
現
実
の
信
号
を
神
経
組
織
に

流
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
身
体
性
は
、「
現

実
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
身
体
的
知
覚
と
区
別
す
る
こ
と
は
も
は

や
で
き
な
い
（
映
画
「
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
や
「
ト
ー
タ
ル
リ
コ
ー
ル
」
の
世
界

は
、
メ
デ
ィ
ア
理
論
に
と
っ
て
は
重
要
な
思
考
モ
デ
ル
で
あ
る
）。

一
般
に
美
術
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
う
い
っ
た
究
極
の
仮
想
的
身
体
性
を
目

指
す
方
向
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
は
、
今
日
の
公
衆
が
映
画
の
う
ち
に

求
め
る
効
果
を
、
絵
画
（
あ
る
い
は
文
学
）
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
生
み

出
そ
う
と
し
た
」
の
で
あ
り
、
ダ
ダ
は
メ
デ
ィ
ア
転
換
の
時
代
に
、
古
い

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
目
指
す
べ
き
も

の
を
追
い
求
め
て
い
た
た
め
に
、「
常
軌
を
逸
し
た
表
現
や
粗
野
な
芸
術

表
現
」
が
生
じ
た
と
さ
れ
る

23
。
こ
の
こ
と
は
ダ
ダ
に
限
ら
ず
、
大
部
分

の
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
方
に
は
修
正
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
ダ

ダ
は
、
あ
る
い
は
ま
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
は
、
古
い
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
い

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
段
階
の
う
ち
に
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
あ
の
よ
う
な
「
常
軌
を
逸
し
た
表
現
」
に
い
た
っ
た
の
だ

と
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
挑
発
的
な
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
、
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
対
す
る

一
般
的
な
見
解
に
立
ち
戻
る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は
技
術
性
が
進
展
し
て
ゆ
く
と
き
の
二
つ
の
側
面
で
あ

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば
、
技
術
性
の
次

元
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
「
魔
術
」
の
圏
域
か
ら
離
れ
、
間

接
性
の
程
度
が
増
大
す
る
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
世
界
の
直
接
的
な
知
覚

に
か
か
わ
る
身
体
性
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
。
技
術
的
複
製
可
能
性
が

「
写
真
」「
映
画
」
と
い
う
一
定
の
次
元
に
達
し
た
の
ち
、
身
体
性
の
表
象

が
極
度
の
抽
象
性
へ
と
向
か
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
技
術
性
の
進
展
の
直

接
的
な
帰
結
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
側

面
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
技
術
性
の
高
さ
に
よ
っ
て
仮
想
的
な
身
体

性

|
メ
デ
ィ
ア
理
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
回
復
さ
れ
た
全
感
覚
的

な
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の

|
は
、
理
論
的
に
は
究
極

の
地
点
に
い
た
る
ま
で
、
押
し
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、

ダ
ダ
は
メ
デ
ィ
ア
の
進
展
の
な
か
で
取
り
残
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

同
じ
技
術
性
の
進
展
の
な
か
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
想
定
し
て
い
た
の
と
は

別
の
極
へ
と
向
か
っ
て
い
た
芸
術
運
動
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
映
画
を
「
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の

芸
術
作
品
」
と
し
て
、
つ
ま
り
伝
統
的
な
（
あ
る
い
は
一
九
世
紀
的
な
）
芸

術
作
品
の
概
念
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
き
、
彼
は
、

ま
さ
に
技
術
に
媒
介
さ
れ
た
芸
術
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

二
つ
の
方
向
に
同
時
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、「
視
覚
に
お
け

る
無
意
識
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
技
術
の
介
在
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

新
た
な
知
覚
の
可
能
性
や
、「
触
覚
的
」
表
象
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
他

方
で
、
こ
の
技
術
段
階
に
お
い
て
生
じ
る
対
象
の
断
片
化
と
再
構
成
は
、

本
質
的
に
抽
象
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
複
製
技
術
論
の
な
か
で
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
あ
れ
ほ
ど
映
画
の
「
編
集
」
に
対
し
て
素
朴
な
ま
で
の
賞
賛
を
向

け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
画
像
的
断
片
の
構
成
作
業
で
あ
る
編
集

が
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
い
て
明
確
に
理
論
化
さ
れ
、「
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
論
」
を
経
て
「
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
」
を
構
築
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
彼

の
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
」
を
、ま
さ
に
技
術
的
に
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
無
空
間
的
・
無
時
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間
的
な
理
念
の
世
界
に
あ
っ
た
も
の
を
指
し
示
す
、
こ
の
自
然
・
歴
史
の

世
界
に
お
け
る
画
像
的
断
片
と
し
て
、
そ
れ
自
体
こ
の
世
界
の
模
倣
像
で

あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
断
片
の
再
構
成
に
よ
っ
て
新
た
に
生
ま
れ
る

画
像
に
も
か
か
わ
る
。
そ
の
意
味
で
、
映
画
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
見

て
と
る
新
た
な
身
体
性
は
、
技
術
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
抽
象
的
構
造
性

に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

翻
っ
て
抽
象
的
構
造
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
の
身
体
表
象
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
側
面
か
ら
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
お
い

て
一
般
的
に
顕
著
な
特
質
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
原
初
的
な
身
体

性
か
ら
極
度
に
遠
ざ
か
っ
た
抽
象
性
を
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
新
た
な
仮
想
的
身
体
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
と
ら
え
る

ま
な
ざ
し
も
ま
た
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
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三
〇
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 500-501.

）

3
　 

山
口
裕
之
「
語
る
こ
と
・
演
じ
る
こ
と
の
転
換

|
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
技
術
性
・

身
体
性
・
魔
術
性
」、『
総
合
文
化
研
究
』（
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
）
第

六
巻
（
二
〇
〇
二
）、
六
八
－
八
五
頁
参
照
。

4
　 

こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
主
題
は
、
香
川
檀
『
ダ
ダ
の
性
と
身
体

　
エ
ル
ン
ス
ト
・

グ
ロ
ス
・
ヘ
ー
ヒ
』ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、一
九
九
八
年
、で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
問
題
圏（
と

り
わ
け
第
二
章
「
性
的
身
体
の
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
」）
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

5
　 

『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
三
二
九
｜
三
三
〇
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 

499-500

）

6
　 

山
口
裕
之
「
映
画
を
見
る
歴
史
の
天
使

|
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
救
済
の
イ
メ
ー

ジ
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

　
救
済
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
六
年
、

一
〇
一
－
一
〇
九
頁
参
照
。

7
　 Jonathan C

rary, Techniques of the O
bserver. O

n Vision and M
odernity in the 

N
ineteenth C

entury, M
IT Press, 1992. 

（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
『
観
察
者
の

系
譜
』
遠
藤
知
巳
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）

8
　 

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
中
心
と
し
た
「
視
覚
」
と
「
触
覚
」
の
対
置
に

関
す
る
以
下
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
山
口
裕
之
「〈
視
覚
｜
触
覚
〉
の
言
説
と
メ
デ
ィ

ア
理
論
（
下
）」、『
思
想
』（
岩
波
書
店
）
二
〇
〇
九
年
第
二
号
（
第
一
〇
一
八
号
）、

七
六
－
九
八
頁
参
照
。

9
　 

山
口
裕
之
「
語
る
こ
と
・
演
じ
る
こ
と
の
転
換
」、『
総
合
文
化
研
究
』、
八
二
－

八
四
頁
参
照
。

10
　 

ま
た
、資
本
主
義
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ス
タ
ー
崇
拝
や
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
「
政

治
の
美
学
化
」
と
い
う
悪
し
き
オ
ー
ラ
の
連
関
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
の
も
う
一
つ

の
側
面
の
特
殊
な
現
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

11
　 
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
写
真
小
史
』
久
保
哲
司
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
六
二
〇
頁
。

（B
enjam

in, G
SII, 375-377

）

12
　 

ク
レ
ー
リ
ー
自
身
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
観
察
者
の
系
譜
』
で
は
、
そ
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の
始
ま
り
を
美
術
史
に
お
い
て
一
般
的
に
了
解
さ
れ
て
い
る
一
九
世
紀
末
で
は
な

く
、
一
九
世
紀
初
頭
に
見
て
い
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
複
製
技
術
論
の
冒
頭

で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
上
部
構
造
は
下
部
構
造
の
変
化

の
あ
と
半
世
紀
遅
れ
て
対
応
し
て
ゆ
く
と
い
う
説
明
の
仕
方
を
受
け
入
れ
る
と
す
れ

ば
、
ク
レ
ー
リ
ー
が
『
観
察
者
の
系
譜
』
の
な
か
で
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
的

な
見
解
を
決
定
的
に
否
定
し
去
る
も
の
と
必
ず
し
も
考
え
な
く
て
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
ク
レ
ー
リ
ー
自
身
、『
知
覚
の
宙
吊
り
』
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀

初
頭
以
降
、
人
間
の
知
覚
・
芸
術
に
お
い
て
特
徴
的
な
現
象
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
「
散
漫
さ
」（
も
ち
ろ
ん
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
概
念
で
あ
る
）
は
、
逆
説
的
に
見
え
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
に
形
成

さ
れ
て
き
た
「
注
意
（attention
）」
を
前
提
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
と
主
張
し
、「
散
漫
さ
」
を
め
ぐ
る
あ
ら
た
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ

で
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
思
想
的
傾
向
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
『
観
察
者
の
系
譜
』
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
の
延
長
上
に
あ
り
、
そ
の
意
味

で
も
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
に
よ
る
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
こ
と
さ
ら
に
一
九
世

紀
初
頭
の
出
来
事
で
あ
る
と
固
執
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。C

f.: Jonathan C
rary, 

Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and M
odern C

ulture, M
IT Press, 

2001. 

（
ク
レ
ー
リ
ー
『
知
覚
の
宙
吊
り

|
注
意
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
近
代
文
化
』

平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
。）

13
　 

ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
の
思
想
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て

は
、
例
え
ば
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
点
（
あ
る
い

は
「
窓
」）
を
通
じ
て
主
観
的
視
覚
像
の
客
観
化
を
行
う
と
い
う
意
味
で
、〈
見
る
〉

主
体
の
側
の
問
題
が
主
題
化
さ
れ
る
（
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『〈
象
徴
形
式
〉

と
し
て
の
遠
近
法
』
木
田
元
監
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）。
し
か
し
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い
う
技
術
を
通
じ
て
い
わ
ば

受
動
的
に
獲
得
さ
れ
る
外
界
の
相
似
的
摸
像
で
あ
り
、
主
体
の
側
か
ら
の
像
形
成
に

対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

14
　 

『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
三
一
五
｜
三
一
九
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 

488-491

）

15
　 

山
口
裕
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
と
り
わ
け
二
四
〇
｜
二
四
五

頁
、ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ボ
ル
ツ
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
銀
河
系
の
終
焉
』
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

16
　 『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
三
二
四
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 496.

）

17
　 C

lem
ent G

reenberg: The C
ollected Essays and C

riticism
, vol. 4, ed. John 

O
’B

rian, U
niversity of C

hicago Press, 1995, p. 86.

（
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー

グ『
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
批
評
選
集
』藤
枝
晃
雄
訳
、勁
草
書
房
、二
〇
〇
五
年
、六
四
頁
。）

ち
な
み
に
「
自
然
主
義
的
」
と
い
う
語
は
、他
の
版
で
は
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
的
」

と
な
っ
て
い
る
。cf.: A

rt in T
heory 1900-1990. A

n A
nthology of C

hanging Ideas, 

ed. C
harles H

arrison &
 Paul W

ood, B
lackw

ell (O
xford), 1992, p.755.

18
　 R

osalind E. K
rauss, The O

ptical U
nconscious, M

IT Press, 1994, p. 217. 

こ
の

箇
所
で
、
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ
ス
は
さ
ら
に
続
け
て
「
ジ
ャ
ン
‖

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ

オ
タ
ー
ル
が“

マ
ト
リ
ッ
ク
ス”

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
も
の
、
彼
が
可
視
的
（visible

）

な
も
の
の
射
程
外
で
作
用
す
る
秩
序
と
考
え
て
い
る
も
の
、
完
全
に
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
、
視
界
の
圏
外
で
は
た
ら
く
秩
序
」
と
述
べ
て
い
る
「
あ
る
第
三
の
秩

序
」
に
も
言
及
し
て
ゆ
く
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
の
問
題
圏
か
ら
は
離
れ
て
ゆ
く
た
め
、

こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

19
　 G

reenberg, The C
ollected Essays and C

riticism
, vol. 4, pp. 85-93. （

グ
リ
ー
ン

バ
ー
グ
『
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
批
評
選
集
』
六
二
‐
七
六
頁
。）

20
　 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
「
必
然
的
に
視
覚
的
な
も
の
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
時
間

的
な
も
の
」
か
ら
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
と
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ
ス
が
述
べ
る
と
き
、

こ
の
「
時
間
的
な
も
の
」
は
、「
文
学
的
テ
ー
マ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
「
物
語
」

と
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
時
間
的
な
も
の
」
は
、
ク
ラ
ウ
ス

の
い
う
「
経
験
的
な
視
覚
の
秩
序
」、
つ
ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
前
の
視
覚
性
の
領
域
に
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———　知覚の変容と文化表象　———

あ
る
。C

f. R
osalind K

rauss, The O
ptical U

nconscious, p. 217. 
21

　 W
assily K

andinsky, Ü
ber das G

eistige in der K
unst, B

enteli(B
ern), 1952, p. 

110. 
さ
ら
に
「
時
間
」
の
関
連
で
も
次
の
よ
う
に
、
抽
象
性
の
時
限
に
お
い
て
時
間

の
要
素
が
捨
象
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
要
す
る
に
、
内
的
必
然
性

の
働
き
と
は
、
つ
ま
り
そ
れ
が
芸
術
の
発
展
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
永
遠
で
客
観

的
な
も
の
が
時
間
的
で
主
観
的
な
も
の
に
お
い
て
前
進
し
つ
つ
発
現
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
他
方
で
は
、
客
観
的
な
も
の
に
よ
っ
て
主
観
的
な
も
の
を
克

服
し
て
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
る
。」（p. 82

）

22
　 

グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
は
、
三
次
元
的
な
「
彫
刻
的
な
も
の
」
と
結
び
つ
く
触
覚
性
が

モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
排
除
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
指
摘
す
る
。「
こ
の
よ
う
に
、

一
九
世
紀
中
葉
ま
で
に
は
、
絵
画
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
野
心
的
傾
向
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
違
い
も
あ
る
と
は
い
え
、
反
彫
刻
的
な
方
向
に
収
束
し
て
い
っ
た
。
／
モ
ダ
ニ
ズ

ム
は
、
こ
う
い
っ
た
方
向
性
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
自
覚
的
に
押
し
進
め

て
い
っ
た
。
マ
ネ
や
印
象
主
義
者
た
ち
と
と
も
に
、
問
題
は
色
彩
対
線
描
と
し
て
定

義
さ
れ
る
こ
と
を
や
め
、
純
粋
に
視
覚
的
経
験
お
よ
び
触
覚
的
連
想
に
よ
っ
て
修
正
・

変
更
さ
れ
た
視
覚
的
経
験
と
の
対
抗
関
係
の
問
題
と
な
る
。」（G

reenberg, The C
ol-

lected Essays and C
riticism

, vol. 4, p. 88-89.

）
こ
こ
に
は
、
本
文
で
続
い
て
言
及

す
る
メ
デ
ィ
ア
論
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
〈
視
覚
|

触
覚
〉
の
問
題
連
関
と
は
ま
っ

た
く
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
支
配
し
て
い
る
。

23
　 『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
三
三
〇
頁
。（B

enjam
in, G

SI, 500-501.

）
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台
中
に
居
住
す
る
な
ど
、
幼
少
期
か
ら
ア
ジ
ア
圏
で
の
生
活
の
経
験
を

持
っ
て
い
る
。
漢
字
の
本
も
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
家
に
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
リ
ー
ビ
は
現
在
で
も
中
国
語
に
あ
る
程
度
通
じ
て
い
る
。
ワ
シ
ン
ト

ン
の
高
校
を
卒
業
後
は
リ
ー
ビ
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
籍
を
置
き
な

が
ら
繰
り
返
し
日
本
を
訪
れ
、
日
本
に
在
住
す
る
父
と
対
立
し
つ
つ
、
早

稲
田
大
学
な
ど
で
日
本
語
を
学
び
、『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
日
本

文
学
の
魅
力
に
眼
を
開
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
出
自
や
経
歴
が
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
独
特
の
立
ち
位
置
と
眼
差

し
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
歩
み
が
映
し
出
す
も
の
は
、
英
語
・
中
国

語
・
日
本
語
と
い
う
三
つ
の
言
語
圏
を
自
在
に
移
動
し
つ
つ
、
幅
広
い
文

化
的
背
景
と
複
眼
的
な
視
点
に
よ
っ
て
作
品
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
国

際
的
作
家
の
姿
で
は
な
い
。
む
し
ろ
リ
ー
ビ
英
雄
は
何
重
も
の
疎
外
と
逸

脱
を
重
ね
、
複
数
の
文
化
圏
に
通
じ
る
回
路
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
い
ず

れ
に
も
合
致
し
き
れ
な
い
違
和
と
ズ
レ
の
な
か
に
生
き
て
き
た
表
現
者

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
出
自
と
し
て
は
、
リ
ー
ビ
の
父
は
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
出

身
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
母
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
移
民
の
娘
で
あ

り
、そ
れ
を
映
す
よ
う
に
処
女
作
の
『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』（『
群

像
』
一
九
八
七
・
三
）
で
は
主
人
公
ベ
ン
は
日
本
人
学
生
に
「
あ
な
た
は
何

系
で
す
か
」
と
問
わ
れ
て
「
半
分
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
で
、
半
分
ユ
ダ
ヤ
系
で

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
私
小
説
|

リ
ー
ビ
英
雄
の
表
現
と
『
千
々
に
く
だ
け
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
二

１
　

曖
昧
な
同
一
性

　
日
本
に
在
住
す
る
外
国
人
の
日
本
語
に
よ
る
文
学
作
品
は
近
年
珍
し

く
な
く
な
っ
て
い
る
。
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
楊
逸
や
『
万
葉
集
』
の
研
究

か
ら
作
家
へ
と
活
動
の
領
域
を
拡
げ
て
い
っ
た
リ
ー
ビ
英
雄
、
あ
る
い

は
ス
イ
ス
生
ま
れ
で
日
本
語
で
の
創
作
を
手
が
け
る
デ
ビ
ッ
ト
・
ゾ
ペ
テ

チ
ィ
な
ど
が
そ
の
例
と
な
る
が
、
な
か
で
も
ア
メ
リ
カ
に
生
ま
れ
て
東
洋

人
の
血
を
一
滴
も
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
日
本
の
代
表
的
な

作
家
の
一
人
と
な
っ
た
リ
ー
ビ
英
雄
は
、
現
代
に
お
け
る
日
本
と
ア
メ
リ

カ
の
文
化
的
な
交
渉
を
考
え
る
上
で
重
要
な
存
在
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
リ
ー
ビ
は
人
種
的
に
は
完
全
に
白
人
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ

の
来
歴
に
は
特
異
な
面
が
あ
り
、
誕
生
時
か
ら
〈
東
洋
〉
と
の
関
わ
り
を

刻
み
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
完
全
な
筆
名
で

は
な
い
「
リ
ー
ビ
英
雄
」
と
い
う
名
前
で
あ
る
。
リ
ー
ビ
の
本
名
は
「
イ

ア
ン
・
ヒ
デ
オ
・
リ
ー
ビ
」
で
あ
り
、「
ヒ
デ
オ
」
は
父
の
日
系
二
世
の

友
人
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る

１
。
こ
う
し
た
命
名
に
も
現

れ
て
い
る
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
リ
ー
ビ
の
父
は
中
国
史
を
専
攻

し
、
後
に
は
台
中
の
中
国
語
研
修
所
の
所
長
や
、
東
京
の
日
本
語
研
修
所

の
所
長
を
歴
任
し
た
人
物
で
、
リ
ー
ビ
も
六
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
主
に
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す
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
が
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
存
在

で
あ
る
と
い
う
意
識
の
表
明
で
も
あ
る
。

　
学
園
紛
争
の
進
行
す
る
一
九
六
七
年
の
早
稲
田
大
学
に
学
ん
で
い
た

当
時
の
経
験
を
素
材
と
し
、
ほ
ぼ
作
者
自
身
に
同
定
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
人

の
青
年
を
主
人
公
と
す
る
こ
の
作
品
で
、
ベ
ン
は
「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・

カ
ン
バ
ー
セ
ー
シ
ョ
ン
・
ク
ラ
ブ
」
の
メ
ン
バ
ー
に
、「
あ
な
た
は
イ
ス

ラ
エ
ル
を
支
持
す
る
で
し
ょ
う
」
と
聞
か
れ
て
も
「
ぼ
く
は
関
係
な
い
」

と
答
え
、
さ
ら
に
「
あ
な
た
は
ユ
ダ
ヤ
人

0

0

0

0

で
し
ょ
う
」（
傍
点
原
文
）
と

食
い
下
が
ら
れ
た
の
に
対
し
て
も
、「
ぼ
く
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
夢
を
持
っ

て
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
」
と
い
う
返
答
を
し
て
い
る
。
ま
た
自
分
が
暮

ら
す
横
浜
の
領
事
館
の
前
で
「
ヤ
ン
キ
ー
ゴ
ー
ホ
ー
ム
」
と
叫
ぶ
集
団
の

声
を
耳
に
し
て
も
、
ベ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
自
分
が
「「
ゴ
ー
ホ
ー
ム
」

と
言
わ
れ
て
も
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
か
。
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン

な
の
か
、
上
海
な
の
か
、
そ
れ
と
も
幻
の
エ
ル
サ
レ
ム
な
の
か
」
と
い
う

感
慨
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。『
ノ
ベ
ン
バ
ー
』（
原
題
『
新
世
界
へ
』『
群
像
』

一
九
八
九
・
一
〇
）
で
も
同
名
の
主
人
公
の
ベ
ン
は
新
宿
の
「
風
月
堂
」
で

出
会
っ
た
少
女
た
ち
に
、自
分
が
属
す
る
「
外
人
」
の
範
疇
を
聞
か
れ
、「
ソ

ル
ジ
ャ
ー
」「
ツ
ー
リ
ス
ト
」「
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
」「
ヒ
ッ
ピ
ー
」
と
い
っ

た
規
定
を
い
ず
れ
も
否
定
し
た
あ
げ
く
、「
じ
ゃ
あ
ん
た
は
い
っ
た
い
何

な
の
」
と
問
わ
れ
て
、「
ぼ
う
め
い
し
ゃ
で
す
」
と
返
答
し
、
彼
女
た
ち

に
訝
し
が
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
、
世
界
の
各
地
に
身
を
置
い
て
き
な
が
ら
、
ど

こ
に
も
自
分
の
本
当
の
「
ホ
ー
ム
」
と
い
え
る
場
所
を
も
た
な
い
「
ぼ
う

め
い
し
ゃ
」
で
あ
る
と
い
う
流
離
の
感
覚
が
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
作
品
群

を
貫
い
て
い
る
。
リ
ー
ビ
の
小
説
作
品
の
特
徴
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
作

者
に
ほ
ぼ
同
一
化
で
き
る
人
物
を
主
人
公
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の

点
で
は
日
本
の
伝
統
的
な
私
小
説
の
系
譜
に
置
か
れ
る
性
格
を
帯
び
て

い
る
。『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』
は
そ
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
り
、

一
九
六
七
年
に
設
定
さ
れ
た
作
品
の
時
間
に
お
い
て
、
主
人
公
ベ
ン
が
学

園
紛
争
の
最
中
に
あ
る
早
稲
田
大
学
に
通
い
、
日
本
人
の
上
級
生
と
交
わ

り
を
持
つ
の
は
リ
ー
ビ
自
身
の
経
験
と
合
致
し
て
い
る
。
住
居
が
横
浜
の

ア
メ
リ
カ
領
事
館
に
あ
り
、
父
と
の
対
立
か
ら
そ
こ
を
出
て
新
宿
近
辺
の

下
宿
に
住
ま
い
始
め
る
の
も
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
父
に
複
雑
な
宗
教
的
、

文
化
的
な
背
景
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実
に
即
し
て
い
る
。
ベ
ン

の
父
は
、
作
者
自
身
の
父
と
同
じ
く
中
国
の
言
葉
や
歴
史
に
通
じ
、「「
宗

教
は
」
と
聞
か
れ
る
と
、
父
は
躊
躇
な
く
「
う
ち
は
儒
教
で
す
」
と
答
え

る
」
シ
ニ
カ
ル
な
人
物
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
の
父
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
な
が

ら
あ
え
て
自
身
の
宗
教
と
し
て
「
儒
教
」
を
挙
げ
る
の
は
、
彼
が
ベ
ン
の

母
で
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
カ
ト
リ
ッ
ク
の
女
性
と
離
婚
し
た
後
、
二
十
歳

若
い
中
国
人
女
性
と
再
婚
し
た
た
め
「
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
に
い
る
一
族
、
す

な
わ
ち
自
分
の
民
族
に
背
く
行
為
と
み
な
さ
れ
て
、
そ
れ
が
義
絶
の
原
因

と
な
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
彼
の
作
中
で
の
結
婚
を
め
ぐ
る

履
歴
は
リ
ー
ビ
の
父
の
そ
れ
を
写
し
取
っ
て
い
る
。

　
一
九
六
〇
年
代
末
の
新
宿
と
、
暗
殺
さ
れ
た
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
葬

列
に
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
遭
遇
す
る
一
九
六
三
年
の
二
つ
の
「
ノ
ベ
ン

バ
ー
」
の
間
を
往
還
す
る
『
ノ
ベ
ン
バ
ー
』
に
お
け
る
主
人
公
ベ
ン
の

経
験
も
、
作
者
自
身
の
そ
れ
と
重
ね
ら
れ
る
。『
国
民
の
う
た
』（『
群
像
』

一
九
九
七
・
一
一
）
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
帰
郷
し
た
主
人
公
が
、
父
と
離
婚

し
、
重
い
知
的
障
害
を
も
つ
弟
と
暮
ら
す
母
と
再
会
す
る
話
が
語
ら
れ
る

が
、
こ
の
主
人
公
を
取
り
巻
く
家
庭
環
境
も
作
者
自
身
の
も
の
と
同
一
で

あ
る
。
あ
る
い
は
「
９
・
11
」
の
連
続
テ
ロ
事
件
と
の
遭
遇
を
主
題
と
す

る
『
千
々
に
く
だ
け
て
』（『
群
像
』
二
〇
〇
四
・
九
）
に
し
て
も
、
作
者
自
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身
の
経
験
し
た
出
来
事
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
帰
る
は

ず
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
へ
の
入
国
が
で

き
な
く
な
り
、
カ
ナ
ダ
・
バ
ン
ク
ー
バ
ー
で
の
宿
泊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

と
い
う
作
品
の
展
開
も
事
実
に
即
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
私
小
説
的
な
設
定
の
な
か
に
繰
り
返
し
主
人
公
を
置
く
の

は
、
第
一
に
今
眺
め
た
よ
う
な
リ
ー
ビ
自
身
が
抱
え
る
自
己
同
一
性
の
危

う
さ
、
曖
昧
さ
を
焦
点
化
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
ノ
ベ
ン
バ
ー
』

で
は
新
宿
の
街
を
彷
徨
し
な
が
ら
ベ
ン
は
「
お
前
は
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
。
／
お
前
は
何
の
た
め
に
こ
こ
に
い
る
の
か
。
／
お
前
は
何
で
帰
ら
な

い
の
か
。（
／
は
行
換
え
）」
と
い
う
仮
構
の
問
い
を
自
分
の
内
に
響
か
せ

る
が
、
文
学
の
主
題
と
し
て
は
普
遍
的
と
も
い
え
る
こ
の
自
己
同
一
性
の

問
題
に
具
体
的
な
内
実
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
作
者
自
身
の
来
歴
、
経
験

が
そ
の
好
適
な
備
給
源
と
な
っ
て
い
る
。

　
リ
ー
ビ
の
現
実
の
生
活
経
験
に
お
い
て
も
、
彼
は
ア
メ
リ
カ
、
台
湾
、

日
本
で
少
青
年
期
を
送
り
な
が
ら
、
結
局
ど
こ
の
国
も
自
分
の
真
の
〈
母

国
〉
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
青
年
期
か
ら
学
習
を
始
め
た
日
本
語
と
い
う

言
語
を
自
己
の
〈
住
み
処
〉
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。『
国
民
の

う
た
』
で
は
主
人
公
の
「
か
れ
」
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
家
に
帰
っ
た
も
の
の
、

そ
こ
で
の
時
間
は
一
向
に
彼
を
安
ら
が
せ
ず
、
知
的
障
害
者
の
弟
に
言
葉

を
か
け
て
や
ら
な
い
の
を
見
た
母
に
「
ど
う
し
た
の
？

　
日
本
人
と
い
っ

し
ょ
に
い
す
ぎ
て
自
分
の
こ
と
ば

0

0

0

0

0

0

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
」（
傍
点
原

文
）
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
そ
う
し
た
態
度
に
接
す
る
こ
と
で
彼
の

頭
の
中
で
は
「「
帰
り
た
い
」
と
い
う
日
本
語
が
鳴
り
響
」
く
の
で
あ
る
。

２
　〈

悪
〉
に
よ
る
連
携

　
な
か
で
も
こ
う
し
た
、
現
実
の
生
活
の
時
空
が
主
人
公
を
安
ら
が
せ
な

い
危
う
さ
と
、
彼
を
受
容
す
る
器
と
し
て
の
「
日
本
語
」
が
互
い
を
際
立

た
せ
な
が
ら
結
合
す
る
世
界
と
し
て
鮮
や
か
に
成
り
立
っ
て
い
る
作
品

が
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
起
き
た

連
続
テ
ロ
事
件
に
遭
遇
し
た
経
験
に
基
づ
く
こ
の
作
品
は
、
私
小
説
の
逆

説
的
な
地
平
を
示
唆
す
る
世
界
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
面
を
も
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
私
小
説
は
作
者
自
身
に
同
定
さ
れ
る
主
人
公
、
語
り
手

が
自
身
の
身
辺
に
生
起
し
た
出
来
事
を
綴
っ
て
い
く
形
式
だ
が
、
そ
の

〈
身
辺
〉
が
世
界
規
模
の
重
大
性
を
帯
び
た
出
来
事
と
連
続
し
て
い
れ
ば
、

そ
の
極
私
的
な
世
界
が
同
時
に
世
界
を
動
か
す
歴
史
の
証
言
と
し
て
の

意
味
を
は
ら
む
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
伝
統
的
な
私
小
説

の
作
者
た
ち
は
、
通
例
そ
う
し
た
連
続
性
と
無
縁
な
地
点
で
日
々
を
送
っ

て
い
る
た
め
に
、
そ
の
身
辺
の
記
述
が
世
界
規
模
の
出
来
事
の
逆
説
的
な

証
言
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
二
十
一
世
紀
の
現
代
で
は
一
般
人
の

生
活
も
高
度
に
情
報
化
さ
れ
た
地
平
に
お
い
て
送
ら
れ
て
お
り
、
市
井
の

人
間
が
海
外
に
赴
く
こ
と
も
何
ら
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
国
や

民
族
間
の
政
治
的
な
争
闘
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
す
る
可
能
性
も
決
し
て

低
く
は
な
い
。
ま
し
て
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
行
き
来
し
つ
つ
、
表
現
者
と

し
て
の
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
作
者
に
と
っ
て
は
そ
の
確
率
は
一
層

高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

  

今
触
れ
た
よ
う
に
、
リ
ー
ビ
は
二
〇
〇
一
年
九
月
に
こ
の
出
来
事
に
み

ず
か
ら
遭
遇
し
て
い
る
。
そ
の
経
緯
を
記
し
た
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
の

「
あ
と
が
き
に
か
え
て

─
９
・
11
ノ
ー
ト
」
に
よ
れ
ば
、
九
月
一
一

日
に
バ
ン
ク
ー
バ
ー
経
由
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
向
け
て
エ
ア
・
カ
ナ
ダ
機

で
発
っ
た
リ
ー
ビ
は
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
に
到
着
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
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国
が
大
規
模
な
テ
ロ
を
受
け
た
こ
と
を
告
げ
る
「The U

nited States has 
been a victim

 of a m
ajor terrorist attack

」
と
い
う
機
長
の
ア
ナ
ウ
ン
ス

を
耳
に
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
向
か
う
飛
行
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を

知
ら
さ
れ
る
。
バ
ン
ク
ー
バ
ー
空
港
の
到
着
ロ
ビ
ー
に
置
か
れ
た
テ
レ
ビ

の
画
面
で
「
飛
行
機
は
、
昆
虫
類
に
も
見
え
る
が
、
意
図
0

0

的
に
飛
ん
で
い

る
。
明
る
い
燃
料
の
爆
発
が
見
え
て
、
赤
い
炎
も
見
え
る
」（
傍
点
原
文
）

と
い
う
、
高
層
ビ
ル
に
飛
行
機
が
突
入
す
る
様
を
繰
り
返
し
眼
に
し
た

後
、
リ
ー
ビ
は
予
定
を
変
更
し
て
カ
ナ
ダ
に
入
国
し
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の

ア
パ
ー
ト
式
ホ
テ
ル
に
宿
泊
す
る
こ
と
に
な
る
。「
九
月
十
一
日
の
火
曜

日
か
ら
九
月
十
七
日
の
月
曜
日
ま
で
、
ぼ
く
は
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も

な
い
国
の
地
方
都
市
に
足
止
め
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
る
経
験
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
経
験
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
作
品
に
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
飛
行
機
中

で
隣
席
の
日
本
人
の
老
女
と
交
わ
し
た
言
葉
も
、
ほ
ぼ
そ
の
通
り
に
写
し

取
ら
れ
て
い
る
。「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
で
は
リ
ー
ビ
は
テ
ロ
事
件
が

生
起
し
た
可
能
性
を
老
女
に
告
げ
、「
ぼ
く
は
今
夜
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ビ

ル
で
寝
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
、
と
日
本
語
の
笑
い
を
も
ら
」
す
と
、

彼
女
は
「
戦
争
が
終
わ
っ
た
と
き
、
わ
た
く
し
、
三
日
間
も
駅
の
ホ
ー

ム
で
寝
ま
し
た
、
い
ざ
と
な
っ
た
と
き
、
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
答
え
る
が
、

ほ
と
ん
ど
同
一
の
表
現
で
こ
の
や
り
取
り
が
作
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
点
で
作
者
自
身
の
経
験
や
そ
の
身
辺
に
生
起
し
た
出
来
事
を
綴
っ
て

い
く
と
い
う
、
私
小
説
の
基
本
的
な
形
が
こ
の
作
品
で
も
踏
襲
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
「
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
を
ま
と
も
に
扱
っ
た
小
説
が
、

こ
れ
ま
で
日
本
で
書
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
の
事
件
に
震
撼

さ
れ
た
経
験
と
正
面
か
ら
向
か
い
あ
っ
た
小
説
が
」（
菅
野
昭
正
「
文
芸
時

評
」『
東
京
新
聞
』
二
〇
〇
四
・
八
・
二
七
）
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
、
作
者
が

遭
遇
し
た
出
来
事
の
生
々
し
い
感
触
を
伝
え
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
い
わ
ば
虫
瞰
的
な
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
世
界
の
歴
史
で
あ
り
、
一

人
の
中
年
の
ア
メ
リ
カ
人
知
識
人
の
眼
差
し
と
足
取
り
と
と
も
に
、
世
界

を
震
撼
さ
せ
た
出
来
事
の
刻
々
の
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し『
千
々
に
く
だ
け
て
』は
決
し
て「
９
・
11
」の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

で
は
な
く
、
一
編
の
小
説
作
品
で
あ
り
、
ま
た
私
小
説
の
見
か
け
を
も
ち

な
が
ら
、
決
し
て
技
巧
を
排
除
し
た
平
淡
な
身
辺
描
写
に
終
始
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
綴
ら
れ
て
い
く
、
作
者
自
身
と
重
ね
ら
れ
る
主

人
公
が
経
験
し
た
異
常
な
事
態
の
描
出
に
は
巧
み
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
作
者
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
文
化
や
民
族
・
宗
教
に

関
わ
る
主
題
が
色
濃
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
技
巧
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
主
人
公
エ

ド
ワ
ー
ド
が
、
些
少
な
〈
悪
〉
の
遂
行
者
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

だ
。
作
品
は
東
京
を
発
っ
て
バ
ン
ク
ー
バ
ー
に
向
か
う
飛
行
機
の
中
で
、

何
と
か
喫
煙
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
の
苦
心
の
様
子
が
、
芭

蕉
の
俳
句
の
想
起
と
と
も
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
表

題
に
も
採
ら
れ
て
い
る
「
島
々
や

　
千
々
に
く
だ
け
て

　
夏
の
海
」
と
い

う
芭
蕉
の
句
が
、
テ
ロ
攻
撃
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
高

層
ビ
ル
に
繋
が
る
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ

の
引
用
自
体
に
す
で
に
技
巧
が
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
松
島
の
海
を
う

た
っ
た
こ
の
句
は
『
奥
の
細
道
』
に
は
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
蕉
翁
全
伝

附
録
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
の
形
は
「
島
々
や

　
千
々
に
く
だ

き0

て
　
夏
の
海
」
で
あ
り
、
陸
地
を
「
千
々
に
く
だ
」
い
て
「
島
々
」
を

も
た
ら
し
た
か
の
よ
う
な
「
造
化
の
天
工
」（『
奥
の
細
道
』）
の
技
と
、「
夏

の
海
」
が
そ
の
「
島
々
」
の
間
で
波
を
立
て
て
〈
く
だ
け
て
〉
い
る
様
相
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が
そ
こ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
十
七
文
字
の
小
宇
宙
の
な
か
に
現
実

的
な
光
景
と
観
念
的
な
光
景
が
二
重
写
し
に
な
る
芭
蕉
独
特
の
奥
行
き

と
運
動
感
に
満
ち
た
句
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
が
想
起
す
る
「
千
々
に
く

だ
け
て
」
も
異
形
と
し
て
存
在
す
る

２
が
、
一
般
に
流
通
し
て
い
る
形
か

ら
一
字
の
変
改
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、「
造
化
」
の
主
体
を
希
釈
し
、
テ

ロ
攻
撃
に
晒
さ
れ
て
〈
く
だ
け
散
る
〉
よ
う
に
崩
壊
し
て
い
く
二
つ
の
ビ

ル
の
イ
メ
ー
ジ
の
予
兆
と
し
て
の
面
が
強
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
私
小
説
的
な
体
裁
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
た
作
者
の
巧
み
な

技
巧
が
認
め
ら
れ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
は
こ
の
句
を
頭
に
浮
か
ば
せ
な
が
ら

機
内
で
の
喫
煙
に
執
着
し
、
禁
煙
の
機
内
で
隣
席
の
老
女
た
ち
な
ど
の
周

囲
の
眼
を
気
に
し
つ
つ
嗅
ぎ
煙
草
や
噛
み
煙
草
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

  

説
明
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
老
女
は
ど
ち
ら
も
エ
ド
ワ
ー
ド

が
日
本
語
の
説
明
を
す
る
の
を
聞
い
て
く
れ
る
よ
う
な
表
情
で
は
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
何
の
説
明
も
せ
ず
に
エ
ド
ワ
ー
ド
は
左
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
嗅

ぎ
た
ば
こ
を
取
り
出
し
て
は
鼻
の
下
に
つ
け
て
、
ま
た
四
時
間
が
経
っ
た

と
こ
ろ
で
そ
れ
だ
け
で
は
効
か
な
く
な
っ
た
か
ら
右
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
カ
ン

入
り
の
噛
み
た
ば
こ
を
持
ち
出
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
外
人
の
野
球
選
手
の

よ
う
に
一
分
間
歯
ぐ
き
の
間
に
こ
ろ
が
し
、
最
後
に
は
口
の
端
か
ら
た
れ

て
く
る
黒
い
汁
を
あ
わ
て
て
紙
ナ
プ
キ
ン
で
ぬ
ぐ
っ
た
。
そ
の
た
び
に
と

な
り
の
小
さ
く
て
黒
い
四
つ
の
目
か
ら
、
何
語
に
も
訳
せ
な
い
ほ
ど
す
る

ど
く
軽
蔑
的
な
視
線
を
あ
び
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
五
時
間
も
六
時
間
も
の
間
、
嗅
い
だ
り
噛
ん
だ
り
し
て
い
る
う
ち
に
、

鼻
孔
の
下
は
す
っ
か
り
薄
茶
色
に
染
り
、
口
の
中
が
真
黒
に
な
っ
た
。
夕

食
の
後
に
ト
レ
ー
に
置
い
た
、
汚
れ
た
紙
ナ
プ
キ
ン
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
た

コ
ッ
プ
を
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
に
い
っ
し
ょ
に
下
げ
る
の
を
拒
否
さ
れ
て
、

「
自
分
で
ト
イ
レ
へ
持
っ
て
行
っ
て
捨
て
な
さ
い
」
と
叱
ら
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。

  「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
に
も
こ
の
喫
煙
へ
の
執
着
は
記
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、「
嗅
ぎ
た
ば
こ
と
噛
み
た
ば
こ
を
交
互
に
使
っ
て
辛
抱
を
し
て
い

る
ぼ
く
の
す
ぐ
と
な
り
で
、
二
人
の
日
本
人
の
老
女
が
バ
ン
ク
ー
バ
ー
か

ら
乗
る
客
船
の
ア
ラ
ス
カ
・
ク
ル
ー
ズ
の
話
題
で
夢
中
だ
っ
た
」
と
い
う

叙
述
か
ら
は
、
作
者
へ
の
「
軽
蔑
的
な
視
線
」
は
む
し
ろ
排
除
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
叱
責
も
作
品
に
の
み
現
れ
る
も
の
で
、
そ

れ
ら
に
よ
っ
て
エ
ド
ワ
ー
ド
の
喫
煙
行
為
が
公
衆
道
徳
に
反
す
る
行
為

と
し
て
否
定
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
些
少
な
〈
悪
〉
は
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
ホ
テ
ル
に
投
宿
し
た
後

の
挿
話
と
し
て
も
語
ら
れ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
は
ホ
テ
ル
近
く
の
「
白
い
紙

の
上
に
巨
大
な
黒
い
×
が
三
つ
並
ん
で
い
る
」
ウ
イ
ン
ド
ー
を
も
つ
「
未

成
年
立
入
禁
止
」
の
店
に
入
っ
て
ポ
ル
ノ
雑
誌
を
購
入
し
て
部
屋
に
戻

り
、
そ
れ
を
使
っ
て
「
何
年
か
ぶ
り
に
、
自
分
の
手
を
自
分
の
体
に
触
れ

な
が
ら
動
か
し
て
み
」
る
行
為
に
耽
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
も
部
屋
の

テ
レ
ビ
で
は
多
発
テ
ロ
事
件
の
報
道
が
つ
づ
け
ら
れ
て
お
り
、「O

h no!

」

と
い
う
叫
び
が
彼
の
耳
に
入
っ
て
く
る
。

　
エ
ド
ワ
ー
ド
は
か
た
く
な
に
目
を
閉
じ
た
。
部
屋
の
中
に
、
ア
ラ
ビ
ア

語
の
激
声
が
こ
だ
ま
し
た
。

　
異
教
徒
！

　
エ
ド
ワ
ー
ド
は
「
う
る
さ
い
」
と
つ
ぶ
や
き
、
石
と
鉄
筋
が
流
れ
落
ち

る
音
と
、
小
さ
な
顔
の
大
統
領
の
英
語
と
、
逆
三
角
形
の
長
い
あ
ご
ひ
げ

男
の
ア
ラ
ビ
ア
語
を
、
す
べ
て
記
憶
か
ら
か
き
消
そ
う
と
、
手
を
猛
烈
に
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———　寄稿　———

動
か
し
た
。Shut up! 

と
ひ
と
り
で
叫
び
、
長
椅
子
に
上
半
身
を
う
し
ろ

へ
ひ
ね
っ
て
、　
最
後
の
動
作
を
果
た
し
た
。

  

当
然
「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
う
し
た
場
面
が
語

ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
そ
れ
が
「
五
十
歳
」
と
い
う
年
齢
が
示
さ
れ
る
主

人
公
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
だ
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
部
屋

の
テ
レ
ビ
で
報
道
が
つ
づ
け
ら
れ
る
テ
ロ
事
件
と
〈
同
時
進
行
〉
的
に
遂

行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
出
来
事
が
内
包
す
る
巨
大
な
〈
悪
〉
と

響
き
合
う
形
で
、
彼
の
行
為
に
〈
悪
〉
と
し
て
の
色
付
け
が
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
エ
ド
ワ
ー
ド
が
作
中
で
遂
行
す
る
喫
煙
や
手
淫

と
い
っ
た
些
少
な
〈
悪
〉
は
、
彼
を
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
の
遂
行
す
る
巨
大

な
〈
悪
〉
と
連
携
さ
せ
る
た
め
の
装
置
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
テ

ロ
リ
ス
ト
た
ち
に
連
続
す
る
地
平
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
実
際
「
小
さ
な
顔
の
大
統
領
」
と
し
て
語
ら
れ
る
当
時
の
ブ
ッ
シ
ュ
大

統
領
は
テ
ロ
事
件
当
日
の
一
一
日
に
「
悪
」
に
対
し
て
「
厳
罰
」
を
も
っ

て
報
い
る
こ
と
を
誓
言
し
て
い
る
。
ま
た
翌
一
二
日
の
声
明
で
は
「
こ
れ

は
善
と
悪
の
歴
史
的
な
闘
争
と
な
ろ
う
。
し
か
し
善
が
圧
倒
す
る
で
あ
ろ

う
」
と
明
言
し
、
こ
の
事
件
を
「
テ
ロ
を
超
え
た
戦
争
行
為
」
と
し
て
受

け
止
め
て
、
そ
れ
に
対
す
る
断
固
た
る
報
復
行
動
を
取
る
姿
勢
を
打
ち
出

し
て
い
る

３
。
リ
ー
ビ
自
身
も
「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
に
こ
の
大
統
領

に
よ
る
価
値
付
け
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
大
統
領
はevildoers

は
か
な
ら
ず
罰
せ
ら
れ
る
、
と
演
説
で
宣
言
し
た
。

「
悪
を
行
う
者
ど
も
」
は
、
少
年
時
代
に
サ
ン
デ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
牧
師

か
ら
聞
い
て
以
来
、
四
十
年
近
く
耳
に
し
た
こ
と
の
な
い
こ
と
ば
だ
っ
た
。

イ
ス
ラ
ム
は
問
題
で
は
な
い
、
悪
が
問
題
だ
、
と
大
統
領
が
言
っ
た
。

　「evildoers

」
な
い
し
そ
の
和
訳
と
し
て
の
「
悪
を
行
う
者
ど
も
」
と

い
う
言
葉
は
作
中
に
も
現
れ
る
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
の
行
為
は
表
層
的
に
は

「
９
・
11
」
の
同
時
多
発
テ
ロ
か
ら
隔
絶
し
た
地
点
に
生
ま
れ
て
い
な
が

ら
、〈
悪
〉
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
主
体
と
秘
か
な
連
携
を

形
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
連
続
性
の
な
か
に
こ
の
作
品
が
は
ら
む
主
題

が
浮
上
し
て
い
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
西
欧

世
界
に
お
け
る
他
者
的
存
在
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
同
時

多
発
テ
ロ
の
実
行
者
は
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
出
身
の
活
動
家
オ
サ
マ
・
ビ

ン
ラ
デ
ィ
ン
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
た
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組
織
ア
ル
カ
ー

イ
ダ
に
同
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
の
名
前
は
事

件
の
勃
発
後
す
ぐ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
一
日
の
段
階
で
す
で
に
ア
メ

リ
カ
政
府
当
局
者
は
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
が
「
容
疑
者
の
ト
ッ
プ
リ
ス
ト
に

入
っ
て
い
る
」
と
語
っ
て
お
り
、
テ
ロ
攻
撃
と
の
関
連
を
示
す
客
観
的
な

証
拠
は
何
ら
見
出
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
の

支
持
者
た
ち
が
テ
ロ
攻
撃
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
の
を
ア
メ
リ
カ

情
報
機
関
が
傍
受
し
た
と
い
う
政
府
当
局
者
の
話
が
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
テ
レ
ビ
に

よ
っ
て
流
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

４
。

　
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
こ
の
テ
ロ
攻
撃
が
事
前
に
予
測
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
勃
発
を
待
っ
て
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
と
彼
が
率
い
る
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組

織
と
の
「
戦
争
」
が
宣
言
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
実
際
「
９
・

11
」
に
つ
い
て
は
、
事
件
勃
発
後
の
早
い
時
期
か
ら
ア
メ
リ
カ
政
府
の
関

与
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
二
機
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
機
の
突
入
後
に
起
き
た

世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
崩
壊
に
し
て
も
、
単
に
飛
行
機
の
突
入
だ
け

で
は
起
こ
り
え
な
い
事
態
と
し
て
懐
疑
的
に
眺
め
る
見
方
が
出
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
同
ビ
ル
に
は
事
前
に
爆
弾
が
く
ま
な
く
仕
掛
け
ら
れ
て
お
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り
、
ビ
ル
破
壊
作
業
に
準
じ
る
や
り
方
で
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
機
の
突
入
に

タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
て
起
爆
さ
せ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
ま
た
ペ
ン
タ

ゴ
ン
（
国
防
総
省
本
庁
舎
）
を
部
分
的
に
破
壊
し
た
と
さ
れ
る
三
機
目
の

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
機
の
突
入
に
つ
い
て
も
、
そ
の
損
壊
の
程
度
や
形
状
は
飛

行
機
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
自
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ミ
サ
イ
ル
が
何
者

か
に
よ
っ
て
撃
ち
込
ま
れ
た
と
可
能
性
の
方
が
高
い
と
い
う
指
摘
が
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
た
飛
行
機
に
よ
る

自
爆
テ
ロ
の
攻
撃
と
、
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
甚
大
な
建
物
の
破
壊
と

膨
大
な
人
命
の
損
失
と
い
う
、
一
見
明
ら
か
な
構
図
自
体
へ
の
疑
念
が
、

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
破
壊
行
為
の
主
体
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
帰
着
さ
せ
る
の
は
極
論

の
類
に
な
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
テ
ロ
攻
撃
の
計
画
を
ア
メ
リ

カ
政
府
が
事
前
に
知
っ
て
お
り
、
そ
の
勃
発
を
阻
止
し
よ
う
と
し
な
か
っ

た
と
考
え
る
ア
メ
リ
カ
市
民
は
少
な
く
な
い
。『
千
々
に
く
だ
け
て
』
発

表
に
近
い
時
期
の
二
〇
〇
四
年
八
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
世
論
調
査
で
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
者
の
約
半
数
が
そ
の
見
方
に
賛
意
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
ム
ー
ア
に
よ
る
『
華
氏
９
１
１
』
も
そ
の
立
場

か
ら
制
作
さ
れ
た
映
画
で
あ
っ
た

５
。

　

３
　

テ
ロ
リ
ス
ト
へ
の
共
鳴

  

少
な
く
と
も
オ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
を
同
時
多
発
テ
ロ
の
首
謀
者
と

す
る
た
め
の
根
拠
は
乏
し
く
、
一
九
九
三
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
貿
易
セ
ン

タ
ー
ビ
ル
の
爆
破
事
件
、
九
六
年
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
米
軍
住
宅
爆
破

事
件
、
九
八
年
の
タ
ン
ザ
ニ
ア
・
ア
メ
リ
カ
大
使
館
爆
破
事
件
と
い
っ
た
、

こ
れ
ま
で
に
彼
が
関
与
し
た
と
さ
れ
る
テ
ロ
事
件
が
下
敷
き
と
さ
れ
る

形
で
、
反
米
テ
ロ
リ
ス
ト
と
し
て
そ
の
個
人
名
が
浮
上
し
て
き
た
に
す
ぎ

な
い
。
し
か
し
そ
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領

が
テ
ロ
リ
ス
ト
へ
の
報
復
攻
撃
を
「
戦
争
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
対
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組
織
の
構
図
が
「
善
対
悪
」
の

価
値
付
け
を
と
も
な
っ
て
明
確
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
イ

ス
ラ
ム
は
問
題
で
は
な
い
、
悪
が
問
題
だ
」
と
い
う
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の

言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
〈
敵
〉
が
長
い
顎
髭
を
生
や
し
た
中
東
人

の
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
個
人
の
肖
像
を
核
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
る
こ
と

で
、
テ
ロ
リ
ス
ト
だ
け
で
な
く
イ
ス
ラ
ム
教
徒
全
般
が
平
和
を
脅
か
す
敵

対
的
な
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
る
傾
向
さ
え
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
ブ
ッ
シ
ュ
の
言
葉
は
い
わ
ば
反
語
的
な
呼
び
水
と
し
て
作
用
す
る
の

で
あ
り
、
同
時
多
発
テ
ロ
の
勃
発
後
す
ぐ
に
ア
メ
リ
カ
各
地
で
イ
ス
ラ
ム

教
徒
に
対
す
る
暴
行
や
脅
迫
が
頻
発
し
、
進
歩
的
な
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス

で
も
「
ア
ラ
ブ
人
は
国
へ
帰
れ
」
と
い
っ
た
落
書
き
が
さ
れ
た
り
し
た

６
。

　
西
谷
修
は
『「
テ
ロ
と
の
戦
争
」
と
は
何
か

　
９
・
11
以
後
の
世
界
』（
以

文
社
、
二
〇
〇
二
）
で
冷
戦
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
に
つ
い
て
、「「
敵
」

を
人
格
化
し
、「
顔
」
を
与
え
て
そ
れ
を
「
悪
魔
」
化
す
る
。「
テ
ロ
リ
ス

ト
」と
い
う
言
葉
も
事
態
を
単
純
化
す
る
の
に
役
に
立
つ
。「
悪
」と「
善
」

の
色
分
け
を
し
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
「
恐
怖
と
憎
悪
」
を
醸
し
出
す
」

と
述
べ
て
い
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
が
お
こ
な
お
う
と
し
た
も
の

は
「
戦
争
」
で
は
な
く
、
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
の
本
拠
の
あ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
へ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
世
界
の
主
権
国
家
と
し
て
の
位
置
を
強
化
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
テ
ロ
行
為
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
い
う
。
西
谷
も
「
ア
メ
リ
カ
の
政
府
は
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
を
予
測

し
て
い
た
」
と
述
べ
、
同
時
多
発
テ
ロ
の
生
起
に
加
担
し
た
と
い
う
見
方



47

———　寄稿　———

を
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
意
識
的
な
方
向
付
け
に
よ
っ
て
、
ア
ル

カ
ー
イ
ダ
と
い
う
組
織
の
み
な
ら
ず
〈
イ
ス
ラ
ム
〉
全
般
を
「
悪
」
の
地

平
に
置
き
、
市
民
の
多
く
の
犠
牲
を
伴
う
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
攻
撃
が

正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

  

ア
メ
リ
カ
が
テ
ロ
攻
撃
の
被
害
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
テ
ロ
国
家
そ
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
ノ
ー
マ
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

集
『
９
・
11  

ア
メ
リ
カ
に
報
復
す
る
資
格
は
な
い
』（
山
崎
淳
訳
、文
藝
春
秋
、

二
〇
〇
一
）
で
も
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
ア
メ
リ

カ
を
「
テ
ロ
国
家
の
親
玉
」
と
断
定
し
、
テ
ロ
攻
撃
へ
の
関
与
に
つ
い

て
も
「
い
か
な
る
直
接
的
な
意
味
に
お
い
て
も
、
あ
の
攻
撃
が
米
国
政
治

の
「
結
果
」
で
は
な
い
。
し
か
し
間
接
的
に
は
、
む
ろ
ん
、
あ
れ
は
結
果

で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る

７
。
二
人
の
論
者
に
共
通
す
る
の
は
、
ア
メ
リ

カ
自
身
が
国
際
社
会
に
お
け
る
覇
権
を
確
立
す
る
た
め
に
「
９
・
11
」
を

み
ず
か
ら
呼
び
寄
せ
、〈
イ
ス
ラ
ム
〉
が
「
悪
」
と
し
て
決
め
つ
け
ら
れ

る
こ
と
で
そ
の
犠
牲
に
さ
れ
た
と
い
う
観
点
だ
が
、
そ
れ
は
彼
ら
に
限
ら

ず
多
く
の
知
識
人
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
な
か
に
も

あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
の
「
あ
と

が
き
に
か
え
て
」
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
紙
面
を
読
み
つ
つ

「「
国
家
」
で
は
な
い
「
敵
」
と
の
「
新
し
い
種
類
の
戦
争
」
に
突
入
し
た

と
い
う
論
調
に
は
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察

せ
ら
れ
る
。
も
と
も
と
リ
ー
ビ
が
日
本
語
と
日
本
文
学
を
自
身
の
表
現
の

領
域
に
選
ん
だ
基
底
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
自
国
に
対
す
る
距
離
感
が

う
ご
め
い
て
い
る
。
リ
ー
ビ
は
「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
少
年

─
ク
リ
ン
ト

ン
を
追
う
」（『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
ズ
』
講
談
社
、
一
九
九
七
、
所
収
）
と

い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
自
分
が
少
年
期
を
過
ご
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
と
い
う
ア

メ
リ
カ
の
政
治
的
中
枢
の
あ
る
都
市
に
つ
い
て
追
想
し
な
が
ら
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
の
権
力
か
ら
最
も
遠
い
日
本
文
学
の
世
界
に
、
ぼ
く
は

二
十
五
年
間
生
き
て
き
た
。「
日
本
文
学
」
と
い
う
幅
の
広
い
領
域
の
中
で
、

ぼ
く
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
、「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
権
力
」
か
ら
最
も
遠
い

も
の
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。「
公
」
の
も
の
、
抽
象
的

な
も
の
か
ら
最
も
遠
く
離
れ
た
領
域

─
漢
文
脈
よ
り
も
和
文
脈
、
憶

良
よ
り
も
人
麿
、
平
家
物
語
よ
り
源
氏
物
語
、
近
代
に
お
い
て
は
た
と
え

ば
私
小
説
、
と
い
う
風
に
。

　
こ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
文
学
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
文
学
と
の
対
比
か

ら
で
は
な
く
、「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
権
力
」
と
い
う
政
治
性
に
距
離
を
取
る

姿
勢
に
よ
っ
て
日
本
文
学
を
選
ん
だ
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。
リ
ー
ビ
自

身
の
作
品
が
私
小
説
の
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
事
情
の
一
端
が
こ
こ

に
現
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
が
、
リ
ー
ビ
が
ア
メ
リ
カ
の
政
治
権
力

に
対
し
て
き
わ
め
て
意
識
的
で
あ
る
こ
と
は
こ
う
し
た
叙
述
か
ら
も
明

瞭
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
が
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
相
手
が「
悪
」

と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
で
見
た
『
千
々
に
く
だ
け
て
』

の
主
人
公
エ
ド
ワ
ー
ド
が
お
こ
な
う
些
少
な
〈
悪
〉
と
響
き
合
い
、
そ
の

共
鳴
が
意
識
的
な
虚
構
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
強
く
示
唆

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  
も
ち
ろ
ん
リ
ー
ビ
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
は
な
く
、
先
に
引
用
し
た
よ
う

に
「
半
分
が
ユ
ダ
ヤ
系
で
、
半
分
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
」
と
い
う
家
庭
に
生

ま
れ
育
っ
て
お
り
、
本
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
意
識
を
「
イ
ス
ラ
エ
ル

の
夢
を
持
っ
て
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
」（『
星
条
旗
の
聞
こ
え
な
い
部
屋
』）
と

い
う
否
定
的
な
形
で
持
っ
て
い
る
。
流
離
の
宿
命
を
歩
ん
で
き
た
ユ
ダ
ヤ
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民
族
か
ら
さ
ら
に
流
離
し
た
存
在
と
し
て
自
己
を
捉
え
る
こ
う
し
た
自

己
認
識
は
、
当
然
自
身
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
異
端
的
な
存
在
と
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
異
端
性
に
お
い
て
、〈
イ
ス
ラ
ム
〉
と
自

己
と
の
連
携
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
現
実
に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
状
況
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル

と
周
辺
イ
ス
ラ
ム
諸
国
と
の
間
に
は
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
闘
争
が
持

続
し
て
お
り
、
決
し
て
〈
ユ
ダ
ヤ
〉
と
〈
イ
ス
ラ
ム
〉
が
親
し
い
関
係
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
が
建
国
さ
れ
た
の
は
一
九
四
八
年
五

月
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ユ
ダ
ヤ
人
生
誕
の
地
で
あ
る
こ

と
に
則
り
、
こ
の
地
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
で
長
い
流
離

と
苦
難
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
冷
戦
構
造
の
な
か
で
ト
ル
コ
・
イ
ラ
ン
と
い
っ
た
反
共
国

家
を
支
援
し
て
い
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
反
共
の
砦
と
す
る
と
と
も
に
中

近
東
か
ら
地
中
海
へ
の
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
確
保
す
る
企
図
も
あ
っ

て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
持
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
が
共
同
で

設
置
し
た
調
査
委
員
会
が
四
六
年
五
月
に
発
表
し
た
報
告
書
で
は
、
戦
時

中
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
免
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
家

を
建
設
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
、
ム
ス
リ
ム
（
ア
ラ
ブ
人
）

と
ユ
ダ
ヤ
人
の
対
立
を
緩
和
す
る
た
め
に
国
際
連
合
の
委
任
統
治
下
に

置
か
れ
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
実
に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の

土
地
を
奪
わ
れ
た
ム
ス
リ
ム
と
の
間
に
数
次
に
わ
た
る
中
東
戦
争
が
繰

り
広
げ
ら
れ
、
現
在
な
お
収
束
す
る
気
配
が
な
い
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
ム
ス
リ
ム
が
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
各
地
で
テ
ロ
行
為
を

敢
行
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
打
撃
を
与
え
る
た
め

で
あ
り
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
エ
ル
の
側
に
立
っ
て
パ
レ
ス
チ
ナ
に
軍
事
介

入
し
て
く
る
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
敵
意
、
反
感
は
著
し
い
。『
千
々
に
く

だ
け
て
』
に
、
テ
レ
ビ
に
映
っ
た
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
と
見
ら
れ
る
男
が
「
異

教
徒
ど
も
に
死
を
」
と
言
う
く
だ
り
が
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
は

ア
メ
リ
カ
人
は
駆
逐
さ
れ
る
べ
き
「
異
教
徒
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か

し
当
然
ア
メ
リ
カ
の
側
か
ら
す
れ
ば
ム
ス
リ
ム
の
方
が
「
異
教
徒
」
で
あ

り
、
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
の
よ
う
な
過
激
派
の
テ
ロ
行
為
に
よ
っ
て
ム
ス
リ
ム

全
体
が
「
悪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
た
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
「
異
教
徒
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
流
れ
が
「
９
・
11
」
以
降
起
こ
っ
て
き
た
の
だ
っ

た
。

　
一
方
ユ
ダ
ヤ
人
は
長
い
流
離
の
歴
史
を
持
ち
、
戦
時
中
に
は
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
の
犠
牲
と
な
っ
た
反
面
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
強
力
な
ロ
ビ
ー
を
形

成
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
保
全
を
政
府
に
働
き
か
け
る
な
ど
、
政
治
権
力
の

中
枢
に
関
与
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
政
治
権
力
に
距
離
を

取
り
つ
づ
け
る
リ
ー
ビ
に
と
っ
て
、
自
身
の
内
に
も
流
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の

血
は
、
定
住
の
地
を
持
た
ず
に
世
界
を
流
離
し
つ
づ
け
た
「
異
教
徒
」
と

し
て
の
民
族
の
し
る
し
で
あ
り
、
自
身
が
個
的
に
抱
え
る
流
離
感
の
逆
説

的
な
根
拠
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
彼
の
内
に
あ
る
流
離
感
が

そ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
し
て
い
る
の
で
も
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
彼
の
な
か
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
意
識
は
、
自
身
が
〈
ア

メ
リ
カ
〉
に
対
し
て
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
他
者
意
識
と
共
鳴
す
る
形
で
、

む
し
ろ
〈
イ
ス
ラ
ム
〉
の
側
に
自
己
を
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
両
者
を
媒
介
す
る
要
素
と
し
て
〈
悪
〉
が
作
中
に
技
巧
的
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
の
だ
っ
た

８
。

  
そ
れ
を
傍
証
す
る
よ
う
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
は
作
中
で
ム
ス
リ
ム
に
想
定

さ
れ
る
テ
ロ
攻
撃
の
遂
行
者
に
対
す
る
憎
悪
や
嫌
悪
を
語
る
こ
と
は
な

く
、
む
し
ろ
〈
被
害
者
〉
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
違
和
感
を
覚
え
て
い
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る
。
二
日
後
の
九
月
十
三
日
に
は
ホ
テ
ル
の
テ
レ
ビ
で
、
犠
牲
者
の
追
悼

式
で
老
牧
師
が
「
か
れ
ら
は
主
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
、
だ
か
ら
、
か
れ
ら

の
こ
と
を
思
う
と
、
む
し
ろ
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
だ
」
と
宣
言
す
る
の
を
見
て
、

彼
は
「
天
国
だ
っ
て
？

　
か
れ
ら
は
み
ん
な
、
下
の
方
へ
落
ち
て
行
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と
「
日
本
語
の
声
」
で
「
反
論
を
と
な
え
」、
そ
の

式
の
光
景
が
終
わ
っ
た
後
で
は
、「
か
れ
ら
は

0

0

0

0

、0

何
ご
と
に
も
さ
ら
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
な
い

0

0

0

0

」「
か
れ
ら
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

、0

誰
が
死
ぬ
も
の
か

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
文
）
と

い
う
反
感
を
や
は
り
「
日
本
語
の
思
い
」
と
し
て
募
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

  

こ
う
し
た
叙
述
か
ら
も
、
エ
ド
ワ
ー
ド
が
世
界
の
覇
権
者
と
し
て
の
ア

メ
リ
カ
の
側
に
立
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
異
教
徒
」
と
し
て
の
ム
ス
リ

ム
に
自
己
を
重
ね
よ
う
と
す
る
心
性
を
そ
の
内
に
は
ら
ん
で
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
こ
う
し
た
社
会
に
お
け
る
〈
異
端
〉
的
存
在
を
自
己
の
秘
か

な
分
身
と
し
て
位
置
づ
け
る
感
覚
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
帰
郷
し
て
母
と
知

的
障
害
者
で
あ
る
弟
と
再
会
す
る
話
を
語
っ
た
『
国
民
の
う
た
』
か
ら
も

見
て
取
ら
れ
る
。
四
十
歳
と
い
う
年
齢
な
が
ら
「
六
歳
の
子
供
の
顔
」
を

し
た
弟
は
わ
ず
か
な
言
葉
し
か
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
兄
の

「
か
れ
」
を
迎
え
て
「com

e hom
e! com

e hom
e!

」
と
繰
り
返
し
、「
か
れ
」

も
そ
れ
に
応
え
て
「Yes, com

e hom
e

」
と
「
久
し
ぶ
り
の
母
国
語
」
で

つ
ぶ
や
く
。
し
か
し
「
か
れ
」
は
自
分
が
め
っ
た
に
帰
郷
し
な
い
こ
と
を

母
に
難
じ
ら
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
実
家
に
違
和
感
を
覚
え
、「
帰
っ
て
き

た
ば
か
り
な
の
に
、
帰
り
た
い
」
と
い
う
感
慨
を
「
日
本
語
」
で
浮
か
ば

せ
る
。

　
こ
こ
で
ほ
と
ん
ど
言
葉
に
よ
っ
て
自
己
表
現
を
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
弟
の
姿
は
、
英
語
と
い
う
母
国
語
に
す
で
に
距
離
感
を
つ
く
っ
て
し
ま

い
、内
心
の
切
実
な
思
い
を
浮
か
ば
せ
る
時
は
日
本
語
と
い
う
〈
外
国
語
〉

に
頼
っ
て
し
ま
う
「
か
れ
」
の
あ
り
方
を
比
喩
的
に
強
張
す
る
形
で
示
し

て
お
り
、
そ
の
点
で
彼
の
分
身
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
作
品

の
末
尾
で
描
か
れ
る
、「
か
れ
」
が
母
と
弟
と
で
赴
い
た
「
精
神
遅
滞
者

の
ホ
ー
ム
」
で
、
弟
と
同
様
の
障
害
を
持
っ
た
人
び
と
の
な
か
に
入
る
場

面
で
、
そ
の
な
か
の
一
人
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
四
方
に
投
げ
な
が
ら
「Take 

m
e hom

e! Take m
e hom

e!

」
と
叫
ぶ
の
も
、
明
ら
か
に
「
帰
り
た
い
」

と
い
う
「
か
れ
」
の
心
情
の
代
弁
で
も
あ
り
、
や
は
り
社
会
に
お
け
る
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
知
的
障
害
者
と
主
人
公
が
分
身
的
な
関
係
に
あ
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
関
係
性
を
暗
示
す

る
た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
表
現
の
照
応
が
技
巧
的
に
施
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。

４
　

日
本
語
と
い
う
居
場
所

  

そ
し
て
リ
ー
ビ
の
人
物
た
ち
が
〈
帰
る
〉
場
所
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の

が
、
つ
ね
に
日
本
語
と
い
う
言
語
で
あ
っ
た
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
の
帰
郷

を
内
容
と
す
る
『
国
民
の
う
た
』
で
は
そ
れ
が
と
り
わ
け
強
く
焦
点
化
さ

れ
て
い
た
。
今
引
用
し
た
「
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
な
の
に
、
帰
り
た
い
」

と
い
う
思
い
に
つ
づ
い
て
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　「
か
え
り
た
い
」
と
い
う
日
本
語
が
、
意
味
を
も
つ
以
前
に
、
ま
ず
は

ぬ
く
も
り
の
あ
る
音
の
連
続
と
し
て
か
れ
の
頭
に
響
い
た
。
毎
年
、
こ
う

い
う
と
き
、「
か
え
り
た
い
」、「
か
え
れ
る
」
と
い
う
音
の
響
き
が
か
れ

に
と
っ
て
唯
一
の
救
い
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
こ
で
「
か
れ
」
を
捉
え
る
「
帰
り
た
い
」
と
い
う
欲
求
が
示
す
先
が
、
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「
日
本
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
日
本
語
」
で
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
本
来
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
リ
ー
ビ
に
と
っ
て
外
国
語
で
あ
る
日
本

語
は
、
出
て
い
く
先
で
あ
っ
て
〈
帰
る
〉
対
象
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
そ

の
言
語
を
「
帰
り
た
い
」
相
手
と
し
て
捉
え
る
感
覚
に
こ
の
作
家
の
個
性

が
滲
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、リ
ー
ビ
は
「「
ワ

シ
ン
ト
ン
の
権
力
」
か
ら
最
も
遠
い
も
の
」
と
し
て
日
本
語
の
世
界
に
親

し
む
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
心
的
な
傾
斜
の
な
か
で
彼
の
同
一

性
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
本
語
は
確
か
に
そ
の
同
一
性
と

軌
を
一
に
す
る
対
象
で
あ
る
点
で
、
自
己
が
〈
帰
る
〉
先
と
し
て
措
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　『
千
々
に
く
だ
け
て
』
の
場
合
は
、
そ
れ
が
作
品
の
主
題
と
も
連
携
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
エ
ド
ワ
ー
ド
は
「
９
・
11
」
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
、

母
国
へ
の
帰
郷
を
企
図
し
な
が
ら
文
字
通
り
〈
帰
れ
な
く
〉
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
リ
ー
ビ
の
作
品
群
を
貫
流
す
る
、
帰
属
先
の
曖
昧

さ
と
照
ら
し
合
う
自
己
同
一
性
の
危
う
さ
と
い
う
主
題
が
、
行
く
べ
き
地

点
に
空
間
的
に
辿
り
着
け
な
い
と
い
う
状
況
に
比
喩
的
に
託
さ
れ
る
構

造
が
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
二
〇
〇
五
年
の
大
佛
次
郎
賞
を
受
賞
し

た
際
の
選
評
で
も
、「
よ
る
べ
な
く
漂
う
、
浮
遊
不
所
属
の
一
作
」（
高
樹

の
ぶ
子
）、「
中
ぶ
ら
り
ん
に
行
き
場
を
失
っ
た
主
人
公
の
無
国
籍
的
な
感

想
が
皮
肉
な
タ
ッ
チ
で
綴
ら
れ
て
い
く
」（
山
折
哲
雄
）
と
い
っ
た
把
握

が
さ
れ
て
い
る

９
。

　
こ
う
し
た
評
価
は
妥
当
だ
が
、
こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
『
千
々
に
く

だ
け
て
』
は
単
に
大
規
模
な
テ
ロ
攻
撃
の
機
会
に
行
き
会
う
こ
と
に
よ
っ

て
「
行
き
場
を
失
っ
た
主
人
公
」
の
姿
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
〈
異
端
者
〉
的
な
眼
差
し
を
テ
ロ

リ
ス
ト
と
共
有
し
つ
つ
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
主
義
に
対
す
る
辛
辣
な
批
判

が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
に
よ
る
テ
ロ
攻
撃
は
、
こ

の
覇
権
主
義
へ
の
抵
抗
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
主
人
公

エ
ド
ワ
ー
ド
が
秘
か
な
共
鳴
を
示
す
の
は
、
彼
の
な
か
に
も
「
ワ
シ
ン
ト

ン
へ
の
権
力
」
へ
の
距
離
感
が
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
場
合
は
〈
英
語
帝
国

主
義
〉
に
対
す
る
相
対
化
と
し
て
の
日
本
語
へ
の
愛
着
と
い
う
形
を
取
っ

て
現
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
現
に
リ
ー
ビ
は
多
和
田
葉
子
と
の
対
談
「
母
国
語
か
ら
遠
く
離
れ
て
」

（『
文
學
界
』
一
九
九
四
・
五
）
で
、「
ぼ
く
の
場
合
、
結
局
、
日
本
語
そ
の

も
の
を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
ぼ
く
は
日
本
語
の
中
へ
脱
出
し
た

わ
け
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
多
和
田
は
ド
イ
ツ
に
在
住
し
て
活
動
す
る

作
家
と
し
て
し
ば
し
ば
リ
ー
ビ
と
比
較
さ
れ
る
作
家
だ
が
、
そ
の
位
置
は

決
し
て
対
称
的
で
は
な
い
。
多
和
田
も
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
作
品
が
あ
る
も

の
の
、
基
本
的
に
は
日
本
語
に
よ
る
表
現
者
で
あ
り
、
当
然
日
本
語
へ
の

対
し
方
は
リ
ー
ビ
と
異
質
で
あ
る
。
こ
の
対
談
で
多
和
田
は
子
供
の
頃
日

本
語
を
使
わ
な
い
で
生
き
て
い
る
人
間
が
世
界
に
い
る
と
い
う
こ
と
が

信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
く
ら
い
「
言
語
イ
コ
ー
ル
日
本
語
」
で
あ
り
、「
私

は
ま
さ
に
日
本
語
の
奴
隷
だ
っ
た
ん
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ

づ
い
て
多
和
田
は
「
ド
イ
ツ
に
来
て
突
然
、
日
本
語
と
い
う
の
は
私
と
一

体
の
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
独
立
し
た
生
命
を
持
つ
生
き
物
み
た
い
な
も

の
だ
と
わ
か
っ
た
ん
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
感
覚
に
よ
っ

て
母
国
語
で
あ
る
日
本
語
に
対
し
て
「
い
わ
ゆ
る
上
手
い
日
本
語
、
綺
麗

な
日
本
語
と
い
う
の
を
崩
し
て
い
き
た
い
」
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る

１０
。
そ
れ
に
対
し
て
今
引
用
し
た
発
言
を
リ
ー
ビ
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

多
和
田
に
と
っ
て
は
日
本
語
は
母
国
語
で
あ
る
ゆ
え
に
「
崩
し
て
い
き
た

い
」
と
い
う
相
対
化
の
欲
求
を
駆
り
立
て
ら
れ
る
相
手
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
リ
ー
ビ
に
お
い
て
は
英
語
と
い
う
母
国
語
を
相
対
化
し
た
結
果
と
し
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て
日
本
語
の
世
界
へ
の
関
与
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
お
の
ず
と

「
日
本
語
そ
の
も
の
を
肯
定
」
す
る
姿
勢
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
〈
帰
る
〉
先
と
し
て
日
本
語
が
強
く
前
景
化
さ
れ
て
い
る

『
国
民
の
う
た
』
と
違
っ
て
、『
千
々
に
く
だ
け
て
』
で
は
芭
蕉
の
俳
句
に

託
さ
れ
た
日
本
語
の
時
空
は
テ
ロ
攻
撃
に
出
会
う
す
る
前
に
そ
の
予
兆

と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
主
人
公
を
慰
め
、
包
摂
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
価
値
づ
け
は
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
の
作

品
が
は
ら
む
主
題
性
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
は
日
本
語
は
単
に
主
人
公
の
慰
安
の
在
り
処
で
は
な
く
、
底
流
す

る
政
治
的
な
眼
差
し
と
呼
応
し
つ
つ
、〈
異
端
〉
な
い
し
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
言
語
と
し
て
の
意
味
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
実
際
リ
ー
ビ
は
「
越

境
し
て
見
出
す
日
本
語
の
強
み
」（『Voice
』
二
〇
〇
二
年
三
月
号
）
と
い

う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、「
９
・
11
」
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
カ
ナ
ダ
・
バ
ン

ク
ー
バ
ー
に
投
宿
し
て
い
た
際
、「
西
洋
世
界
の
大
連
帯
」
が
展
開
さ
れ

る
一
方
、
日
本
に
関
す
る
情
報
を
断
ち
切
ら
れ
、「
西
洋
世
界
の
な
か
で

は
、
日
本
に
つ
い
て
は
情
報
が
な
い
し
、
関
心
も
な
い
。
そ
の
こ
と
を
つ

く
づ
く
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
周
辺
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
悲
惨
な
状
態
の

な
か
に
日
本
語
は
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
久
々
に
つ
く
づ
く

感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
西
洋
世
界
」
に
お
い
て
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
し
か
な
い
日

本
語
を
、
リ
ー
ビ
は
自
身
の
活
動
と
表
現
の
領
野
と
し
て
選
ん
だ
わ
け
だ

が
、
し
か
し
も
と
も
と
「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
権
力
」
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
が

そ
の
選
択
の
動
機
と
し
て
あ
っ
た
以
上
、
そ
の
位
置
づ
け
は
了
解
済
み
の

も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
リ
ー
ビ
は
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
僕
は
越

境
し
て
日
本
や
中
国
の
問
題
を
描
い
て
い
る
人
間
で
す
」
と
自
己
規
定
し

て
お
り
、
そ
の
立
場
か
ら
、
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
テ
ロ
攻
撃
に
よ
っ
て
西
洋

世
界
が
「
文
化
防
衛
」
に
走
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
身
の

取
っ
て
き
た
方
向
性
を
危
う
く
す
る
だ
け
で
な
く
、
多
文
化
的
な
価
値
観

に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
べ
き
現
代
世
界
の
潮
流
へ
の
逆
行
と
も
な
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
点
で
作
者
の
経
験
を
写
す
形
で
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
の
主
人
公

が
投
宿
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
カ
ナ
ダ
・
バ
ン
ク
ー
バ
ー
と
い
う
都

市
で
あ
っ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
も
あ
る
。
カ
ナ
ダ
は
移
民
政
策
を
推
し

進
め
て
き
た
国
で
あ
り
、
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
中
国
・
韓
国
の

ア
ジ
ア
系
の
移
民
が
急
増
し
て
い
る
。
約
二
一
〇
万
人
の
人
口
を
擁
す
る

バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
都
市
圏
で
は
、
約
四
〇
万
人
の
中
国
系
、
約
四
万
人
の

韓
国
系
の
住
民
が
居
住
し
て
い
る
１１
。
作
中
で
も
エ
ド
ワ
ー
ド
が
ホ
テ
ル

か
ら
出
て
街
路
を
歩
い
て
い
る
と
、
ハ
ン
グ
ル
の
看
板
が
並
ぶ
通
り
に
入

り
、「
広
い
歩
道
の
並
木
の
か
げ
で
す
れ
違
う
三
々
五
々
の
人
の
か
た
ま

り
か
ら
ヌ
ン
ヨ
と
ム
ニ
ッ
カ
の
よ
う
な
音
が
も
れ
て
い
た
」
と
い
う
く
だ

り
が
見
ら
れ
る
。
ま
さ
に
リ
ー
ビ
が
本
来
肯
定
す
る
多
民
族
、
多
文
化
的

な
空
間
と
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
が
滞
在
す
る
街
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
う

し
た
性
格
を
テ
ロ
リ
ス
ト
へ
の
報
復
に
よ
っ
て
暴
力
的
に
否
定
す
る
か

も
し
れ
な
い
ア
メ
リ
カ
の
状
況
が
、
そ
れ
と
同
時
的
に
対
置
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

  

こ
の
よ
う
に
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
は
、
作
者
自
身
の
経
験
に
基
づ
く

私
小
説
と
し
て
の
形
式
を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
の
経
験
が
世
界
を
揺
る
が
す

出
来
事
と
交
差
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
固
有
の
主
題
と
現
代
世
界
を

覆
う
問
題
性
を
重
ね
合
わ
せ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、
巧
み
な
構
築
を
は

ら
む
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
言
語

と
し
て
の
日
本
語
の
あ
り
方
は
、
し
か
し
リ
ー
ビ
に
と
っ
て
決
し
て
弱
点

と
し
て
は
作
用
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
政
治
的
な
立
場
と
呼
応
し
て
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い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
表
現
者
と
し
て
の
支
え
に
も
転
じ
う
る

か
ら
で
あ
る
。
リ
ー
ビ
は
「
万
葉
青
年
の
告
白
」（『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

ズ
』
講
談
社
、
一
九
九
七
、
所
収
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
日
本
文
学
研
究

者
と
し
て
の
自
身
の
研
究
対
象
で
あ
る
『
万
葉
集
』
を
何
よ
り
も
「
新
鮮
」

な
言
葉
の
世
界
で
あ
り
、「
物
を
活
か
す
こ
と
ば
と
い
う
「
詩
」
の
本
来

の
意
味
を
暗
示
し
た
、
世
界
最
大
の
詩
集
の
一
つ
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

さ
ら
に
「
そ
れ
は
武
器
で
も
宗
教
で
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
保
証
で
も
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ー
ビ
が
青
年
期
に
出
会
っ
た
日
本
語
は
、
言
葉
に

よ
っ
て
「
物
を
活
か
す
」
と
い
う
、
表
現
者
と
し
て
の
本
質
的
な
職
能
に

か
な
う
言
語
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
可
能
で
あ
る
と
は
い
え

る
が
、「「
公
」
の
も
の
、
抽
象
的
な
も
の
か
ら
最
も
遠
く
離
れ
た
領
域
」

と
し
て
選
ん
だ
日
本
語
と
そ
れ
に
よ
る
文
学
は
、
流
離
感
、
疎
外
感
を
抱

か
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
リ
ー
ビ
に
と
っ
て
、
自
己
と
外
界
の
「
物
」
の
生

命
を
強
固
に
結
び
つ
け
る
媒
体
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
生
ま
れ
る
親
和
は
、

や
は
り
日
本
語
が
世
界
的
に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
言
語
で
あ
っ
た
か
ら

可
能
と
な
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
る

　
　

　
　

註

1
　
講
談
社
文
芸
文
庫
『
星
条
旗
の
き
こ
え
な
い
部
屋
』（
二
〇
〇
四
）
掲
載
の
自
筆
年

譜
に
よ
る
。
以
下
リ
ー
ビ
の
伝
記
的
事
項
に
つ
い
て
は
主
に
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。

2
　『
蕉
翁
文
集
』に
は「
く
だ
け
て
」の
形
で
収
載
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
は『
奥
の
細
道
』

の
途
上
、
松
島
で
こ
の
句
を
作
っ
た
が
、『
奥
の
細
道
』
に
は
採
ら
れ
ず
、
同
行
者
の
曾

良
の
「
松
島
や
鶴
に
身
を
借
れ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。「
島
々
や
」
の
句

も
佳
句
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
や
「
夏
草
や
つ

は
も
の
ど
も
が
夢
の
跡
」
と
い
っ
た
知
悉
さ
れ
た
句
と
比
べ
る
と
、〈
島
―
海
〉
と
い
う

構
図
が
視
覚
的
な
表
象
と
し
て
常
識
的
な
連
想
の
な
か
に
と
ど
ま
る
と
判
断
さ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

3
　『The N

ew
 York Tim

es

』
二
〇
〇
一
年
九
月
一
二
、一
三
日
に
よ
る
。

4
　『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
九
月
一
二
日
に
よ
る
。
こ
の
情
報
を
載
せ
た
同
日
の

紙
面
で
は
他
国
の
見
解
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
フ
ラ
ン
ス
で
も
テ
ロ

攻
撃
の
勃
発
後
す
ぐ
に
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
一
方
、
エ
ジ
プ
ト

の
専
門
家
は
「
こ
れ
だ
け
の
人
材
を
そ
ろ
え
、
疑
わ
れ
な
い
よ
う
に
配
置
で
き
る
の
は
、

中
東
人
の
組
織
で
は
無
理
」
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。

5
　「
９
・
11
」同
時
多
発
テ
ロ
の「
陰
謀
説
」に
つ
い
て
は
、ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ル
フ
ォ
ー

ド
『
暴
か
れ
た
９
・
11
疑
惑
の
真
相
』（
扶
桑
社
、
二
〇
〇
六
）、
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
レ
イ
・

グ
リ
フ
ィ
ン
『
９
・
11
の
矛
盾

　
９
・
11
委
員
会
報
告
書
が
黙
殺
し
た
重
大
な
事
実
』（
加

藤
し
を
り
・
き
く
ち
ゆ
み
訳
、
緑
風
出
版
、
二
〇
一
〇
）、
井
野
晃
『
９
・
11
の
真
実
』（
ブ

イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
一
三
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

6
　
Ｎ
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
『
９
・
11  

ア
メ
リ
カ
に
報
復
す
る
資
格
は
な
い
』（
前
出
）

に
よ
る
。

7
　
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
「
米
国
は
国
際
的
テ
ロ
を
続
け
て
い
る
」
と
断
定
し
、
そ
の
例

と
し
て
一
九
八
五
年
の
ベ
イ
ル
ー
ト
で
の
爆
弾
テ
ロ
事
件
、
一
九
九
七
年
の
ス
ー
ダ
ン

で
の
ア
ル
─
シ
ー
フ
ァ
薬
品
工
場
へ
の
爆
撃
を
挙
げ
て
い
る
。

8
　
ム
ス
リ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
主
に
守
川
正
道
『
ア
ラ
ブ
と
ユ
ダ
ヤ
』

（
三
一
書
房
、
一
九
七
五
）、
Ｄ
・
Ｋ
・
シ
プ
ラ
ー
『
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人

─
「
約

束
の
地
」
は
だ
れ
の
も
の
か
』（
千
本
健
一
郎
訳
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
〇
）、
藤
原

和
彦
『
ア
ラ
ブ
は
な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
人
を
嫌
う
の
か

─
中
東
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
』（
ミ
ル
ト
ス
、
二
〇
〇
八
）
を
参
照
し
た
。
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9
　
大
佛
次
郎
賞
の
選
評
に
つ
い
て
は
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
二
日
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
た
。
他
に
も
井
上
ひ
さ
し
は
「
９
・
11
事
件
以
降
の
世
界

に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
が
強
い
ら
れ
て
い
る
宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
況
、
そ
れ
が
強
い
文
章

で
正
確
に
剔
出
さ
れ
て
い
る
」、
川
本
三
郎
は
「
想
像
を
絶
す
る
事
件
が
起
き
た
時
に
、

た
だ
、
う
ろ
た
え
、
お
び
え
、
と
ま
ど
う
し
か
な
い
、
ぶ
ざ
ま
な
自
分
を
冷
静
に
描
き

出
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

10
　
こ
う
し
た
姿
勢
を
反
映
し
て
、
多
和
田
の
世
界
で
は
当
然
〈
日
本
語
〉
に
回
帰
す

る
構
図
を
も
つ
作
品
は
見
ら
れ
な
い
。『
文
字
移
植
』（
原
題『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
亀
裂
』、

『
ブ
ッ
ク
Ｔ
Ｈ
Ｅ
文
藝
』
１
、一
九
九
三
・
三
）
で
は
ド
イ
ツ
語
の
物
語
を
日
本
語
に
翻
訳

す
る
女
性
が
語
り
手
と
し
て
登
場
す
る
が
、
彼
女
は
編
集
者
に
翻
訳
の
仕
事
の
面
白
さ

を
問
わ
れ
て
、「
反
射
的
に
〈
ぬ
っ
と

0

0

0

出
て
く
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。〉
と
場
違
い
に

情
熱
的
に
答
え
て
し
ま
っ
た
」
り
す
る
。
実
際
こ
の
作
品
で
は
後
半
部
分
で
「
張
り
裂

け
る
ほ
ど
大
き
く
開
け
た
口
」
で
「
叫
び
、
そ
し
て
喚
き
、
唸
」
る
「
大
蛇
」
の
姿
の

イ
メ
ー
ジ
が
明
瞭
に
前
景
化
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
の
理
念
が
表
象
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

多
和
田
が
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
の
間
を
往
還
し
つ
つ
、
表
現
の
営
為
を
お
こ
な
う
作
家

で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
言
語
の
間
で
ま
さ
に
「
ぬ
っ
と

0

0

0

出
て
く
る
も
の
」
に
遭

遇
す
る
た
め
の
受
動
性
を
積
極
的
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
し
て
の
面
を
も
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。

11
　W

ikipedia

「
バ
ン
ク
ー
バ
ー
（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
）」
に
よ
る
。
な

お
数
値
は
二
〇
〇
六
年
度
の
も
の
で
あ
る
。
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
ア
ジ
ア
系
移
民
は
中
国

系
が
圧
倒
的
な
比
率
を
占
め
る
が
、
リ
ー
ビ
が
こ
こ
で
韓
国
系
の
住
民
を
登
場
さ
せ
た

の
は
、
実
際
の
経
験
に
即
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
と
も
に
、
や
は
り
日
本
語

と
同
じ
く
少
数
性
を
帯
び
た
言
語
の
主
体
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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る
。
半
世
紀
を
お
い
て
の
改
訳
作
業
は
日
本
語
以
外
で
は
英
語
で
も
起
き

て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ス
ペ
イ
ン
語
版
テ
キ
ス
ト
が
、

刊
行
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
訂
作
業
を
経
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
が
時
代
と
場
所
を
越
え
て
生
き
て
い
る
の
は
、

出
版
業
界
の
販
売
戦
略
に
よ
る
延
命
措
置
と
は
事
情
が
違
い
、
作
者
デ
ス

ノ
エ
ス
自
ら
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
る
も
の
と
も
言
え
る
の
だ
。

　
本
論
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
変
遷
や
構
造
上
の
仕
掛
け
を
明
ら
か
に
し
な

が
ら
、
作
者
が
凝
ら
し
た
意
図
に
批
判
的
検
討
を
加
え
、
半
世
紀
に
わ

た
っ
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
生
き
続
け
て
い
る
そ
の
意
義
を
明
確
に
し
た

い
。

　１
．
テ
キ
ス
ト
の
変
遷

　
『
低
開
発
の
記
憶
』
の
初
版
は
一
九
六
五
年
、
ハ
バ
ナ
で
刊
行
さ
れ

た
3

。
初
版
の
巻
末
に
は
目
次
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
最
初
に
「
低

開
発
の
記
憶
」
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
「
付
録
」
と
明
記
さ
れ
て
別
項
が

立
て
ら
れ
、
そ
の
下
に
四
つ
の
短
篇
（「
ジ
ャ
ッ
ク
と
バ
ス
の
運
転
手
」、「
嘘

み
た
い
な
本
当
の
話
」、「
ヨ
ド
ー
ル
」、「
ぼ
く
に
何
が
で
き
る
？
」）
の
タ
イ

『
低
開
発
の
記
憶
』
に
み
る
植
民
地
知
識
人
の
戦
略
|

カ
リ
ブ
文
学
論
そ
の
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
野
量
一

０
．
は
じ
め
に

　
キ
ュ
ー
バ
の
作
家
エ
ド
ム
ン
ド
・
デ
ス
ノ
エ
ス
の
小
説
『M

em
orias 

del subdesarrollo

』
は
、
一
九
六
五
年
の
初
版
刊
行
か
ら
ほ
ぼ
半
世
紀

を
迎
え
た
い
ま
で
も
、「
生
き
て
い
る
」
作
品
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
三

年
後
の
一
九
六
八
年
、
デ
ス
ノ
エ
ス
本
人
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
、
彼
が

脚
本
家
と
し
て
参
加
し
た
映
画
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
の
注
目
を
集
め

た
。
内
容
が
革
命
後
キ
ュ
ー
バ
の
知
識
人
の
状
況
を
伝
え
る
も
の
だ
っ
た

こ
と
に
加
え
て
、
映
画
の
作
風
に
、
ま
る
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
の
よ
う
な

上
質
な
趣
が
あ
っ
た
こ
と
も
要
因
に
あ
る
。
日
本
で
も
『
い
や
し
難
い
記

憶
』
と
い
う
邦
題
で
出
版
さ
れ
た
が
、
訳
者
の
小
田
実
は
小
説
を
読
む
前

に
キ
ュ
ー
バ
で
映
画
版
を
見
て
衝
撃
を
受
け
た
と
語
っ
て
い
る

1
。
そ
の

邦
訳
か
ら
ほ
ぼ
四
十
年
が
過
ぎ
、
映
画
は
つ
い
に
日
本
で
も
公
開
さ
れ
、

そ
れ
と
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、『
低
開
発
の
記
憶
』
と
い
う
、
よ
り

原
題
に
近
い
タ
イ
ト
ル
で
改
め
て
日
本
語
の
読
者
に
も
た
ら
さ
れ
た

2
。

　
ひ
と
つ
の
作
品
が
時
代
と
場
所
を
越
え
て
生
き
続
け
る
こ
と
は
、
目
新

し
く
は
な
い
。
特
に
映
画
化
も
さ
れ
れ
ば
、受
容
者
が
増
え
る
ば
か
り
か
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
批
判
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
れ
が
読
み
の
更
新
を

促
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
延
命
に
は
や
や
特
殊
な
背
景
が
あ
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ト
ル
が
並
ん
で
い
る

4
。

　
注
意
深
い
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
付
録
」
と
い
う
書
き
方
に
注
目
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
見
か
け
な
い
仕
掛
け
か
も
し
れ
な
い

が
、「
低
開
発
の
記
憶
」
以
外
の
四
篇
が
「
付
録
」
と
い
う
扱
い
を
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
遡
及
的
に
「
低
開
発
の
記
憶
」
が
「
本
篇
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。

　
こ
の
本
は
一
九
六
八
年
に
英
語
に
翻
訳
さ
れ
る
。
翻
訳
し
た
の
は
デ

ス
ノ
エ
ス
本
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
先
に
述
べ
た
初
版
の
「
付

録
」
に
あ
た
る
四
つ
の
短
篇
は
含
ま
れ
ず
、「
本
篇
」
だ
け
が
英
訳
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
（
英
訳
を
底
本
に
し
た
小
田
実
訳
も
同
様
で
あ
る
）。
ま
た

こ
の
本
篇
に
し
て
も
、
初
版
と
照
合
し
て
み
る
と
、
か
な
り
加
筆
さ
れ
て

い
る
。
初
版
は
ペ
ー
ジ
数
に
し
て
六
十
ペ
ー
ジ
に
も
満
た
な
い
薄
い
中
篇

程
度
の
「
本
篇
」
だ
っ
た
が
、
英
語
版
は
そ
れ
に
比
べ
る
と
分
量
が
多
い
。

加
筆
さ
れ
た
部
分
と
し
て
一
例
を
あ
げ
る
と
、
主
人
公
の
中
年
男
性
が
若

い
愛
人
の
女
性
と
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
邸
に
出
か
け
、
彼
女
の
仕
草
や
台
詞

を
通
じ
て
彼
女
の
育
ち
や
教
養
を
観
察
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
教
養

の
あ
る
男
性
／
革
命
を
傍
観
す
る
者
と
し
て
の
主
人
公
の
立
ち
位
置
が

伝
え
ら
れ
、
内
容
と
し
て
も
重
要
な
個
所
で
あ
る
。

　
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
邸
で
展
開
す
る
こ
の
場
面
は
、
デ
ス
ノ
エ
ス
自
ら
が

脚
本
家
と
し
て
参
加
し
た
映
画
作
品
（
一
九
六
八
年
公
開
）
で
盛
り
込
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ス
ノ
エ
ス
は
英
訳
版
の
刊
行
に
際
し
、
映
画
化
の

と
き
に
使
っ
た
こ
の
新
し
い
場
面
を
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
し
て
英
訳
に
挿
入
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
付
録
」
は
翻
訳
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

一
九
六
八
年
の
英
訳
は
厳
密
に
言
え
ば
、
英
訳
と
い
う
よ
り
は
、
デ
ス
ノ

エ
ス
本
人
に
よ
る
、
英
語
版
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
低
開
発
の
記
憶
』
と
言
っ

て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
筆
者
が
入
手
し
て
い
る
、
現
在
の
と
こ
ろ
最
新
版
と
思
わ
れ
る
『
低
開

発
の
記
憶
』（
ス
ペ
イ
ン
版
、二
〇
〇
六
年
）
に
は
、英
語
で
し
か
読
め
な
か
っ

た
加
筆
部
分
も
ス
ペ
イ
ン
語
に
自
己
翻
訳
さ
れ
、
こ
れ
が
現
在
流
通
し
て

い
る
ス
ペ
イ
ン
語
版
の「
本
篇
」で
あ
る
。
要
す
る
に
、初
版
で
の
薄
い「
本

篇
」
は
映
画
化
に
際
し
て
内
容
が
増
補
さ
れ
、
そ
れ
が
最
初
は
英
語
と
し

て
日
の
目
を
見
て
、
そ
の
後
ス
ペ
イ
ン
語
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ひ
と
つ
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
テ
キ
ス
ト
の
加
筆
が
映
画
化

と
と
も
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
後
に
触
れ
る

が
、
本
テ
キ
ス
ト
を
検
討
す
る
と
き
に
は
映
画
の
ほ
う
も
合
わ
せ
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
、「
本
篇
」
の
変
遷
は
こ
れ
で
い
い
と
し
て
、
で
は
「
付
録
」
の

扱
い
は
初
版
以
降
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
デ
ス
ノ
エ
ス
が
訳
し
た
一
九
六
八
年
の
英
訳
版
に
「
付
録
」
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
最
新
の
ス
ペ
イ
ン
版
（
二
〇
〇
六
年
）
で
は
「
付
録
」

四
篇
の
う
ち
、
三
篇
だ
け
が
「
本
篇
」
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
に
別
の
翻
訳
者
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
本
で
も
同
じ
こ
と

が
起
き
、
付
録
の
う
ち
三
篇
だ
け
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現

在
、『
低
開
発
の
記
憶
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
、「
本
篇
」
と
「
三
つ
の
短

篇
」
か
ら
成
り
、
初
版
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
た
短
篇
「
ぼ
く
に
何
が
で

き
る
？
」
は
、
二
度
と
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
注
目
し
て
お
く
べ
き
こ
と
と
し
て
、
初
版
で
は
目
次
に
「
付
録
」

と
明
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
初
版
以
降
は
そ
の
表
記
が
存
在
し
な
い
。

二
〇
〇
六
年
の
ス
ペ
イ
ン
版
に
は
そ
も
そ
も
目
次
が
な
い
。
目
次
が
な
い

こ
と
は
本
の
内
容
理
解
と
は
さ
ほ
ど
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

　
ど
う
い
う
こ
と
か
、
目
次
の
あ
る
日
本
語
版
を
参
考
に
考
え
て
み
よ
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う
。
二
〇
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
語
版
は
、「
本
篇
」
と
「
三
つ
の

短
篇
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
底
本
は
訳
者
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
三
年
の

キ
ュ
ー
バ
版
で
あ
る
。
目
次
を
見
る
と
、
本
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
低
開

発
の
記
憶
」
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
、
※
印
を
前
後
に
挟
ん
で
タ
イ
ト
ル

が
三
つ
並
ん
で
い
る
。
こ
の
本
を
構
成
す
る
主
た
る
テ
キ
ス
ト
が
「
低
開

発
の
記
憶
」
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
と
し
て
も
、
そ
の
あ
と
の
短
篇
三
つ

は
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
読
者

が
行
な
う
解
釈
と
し
て
あ
り
う
る
の
は
、
米
国
で
刊
行
さ
れ
る
本
で
見
か

け
る
よ
う
な
、『「
低
開
発
の
記
憶
」
と
、
そ
の
他
の
短
篇
』
と
い
っ
た
、

代
表
作
を
い
く
つ
か
の
短
篇
と
合
わ
せ
て
一
冊
に
し
た
本
と
見
な
す
と

い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
も
し
「
付
録
」
と
明
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
短
篇
は

「
本
篇
」
を
補
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
／
そ
し
て
、「
本
篇
」

を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
の
「
付
録
」
と
い
う
意
味
か
も
し
れ
な
い
と

想
像
が
展
開
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
付
録
」
と
い

う
表
記
が
あ
る
か
な
い
か
で
読
み
方
は
同
じ
で
は
な
い
は
ず
だ
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ペ
イ
ン
語
版

に
せ
よ
翻
訳
版
に
せ
よ
、
編
集
サ
イ
ド
が
著
者
に
無
断
で
行
な
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
二
〇
〇
六
年
の
ス
ペ
イ
ン
版
や

新
し
い
英
語
版
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
内
容
の
著
者
の
序
文
ま
で
付
さ
れ

て
お
り
、
出
版
に
際
し
て
デ
ス
ノ
エ
ス
自
ら
の
目
が
光
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
目
次
の
削
除
は
ペ
ー
ジ
数
の
節
約
の
た
め
と

い
う
推
測
も
可
能
だ
が
、「
付
録
」
と
い
う
仕
掛
け
を
断
念
す
る
こ
と
を

編
集
者
が
著
者
に
相
談
な
く
勝
手
に
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

　
テ
キ
ス
ト
を
改
変
す
る
権
利
が
誰
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
一
元

的
に
著
者
で
あ
り
、
彼
は
変
え
た
い
と
き
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
読

者
は
著
者
が
手
を
加
え
れ
ば
従
う
し
か
な
い
。
し
か
も
こ
の
場
合
デ
ス

ノ
エ
ス
は
、
読
者
の
受
け
取
り
方
が
、
手
に
す
る
版
の
違
い
に
よ
っ
て
変

わ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
気
に
せ
ず
に
テ
キ
ス
ト
に
手
を
加
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
が
本
テ
キ
ス
ト
に
半
世
紀
に
渡
っ
て
所

有
権
を
発
動
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
著
者
は
あ
く
ま
で
デ
ス

ノ
エ
ス
な
の
だ
と
訴
え
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
受
容
者
を
無
視
し
た
テ

キ
ス
ト
の
一
元
管
理
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
に
書
か

れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
考
え
る
う
え
で
も
見
落
と
せ
な
い
事
実
で

あ
る
。

２
．
本
篇
と
付
録
の
関
係
に
つ
い
て

　
　「
低
開
発
の
記
憶
」
と
題
さ
れ
た
、
初
版
に
よ
れ
ば
「
本
篇
」
の
冒
頭

を
見
て
み
よ
う
。

　
僕
を
愛
し
、
最
後
の
最
後
ま
で
わ
ず
ら
わ
せ
た
連
中
は
、
み
ん
な
出
て

行
っ
て
し
ま
っ
た
。
母
に
キ
ス
し
た
と
た
ん

|
ラ
ウ
ラ
と
き
た
ら
手

を
握
ら
せ
も
し
な
か
っ
た

|
、
走
っ
て
逃
げ
出
し
た
い
気
持
ち
に
駆

ら
れ
た
け
れ
ど
、
そ
の
あ
と
送
迎
用
の
デ
ッ
キ
に
上
り
、
最
後
ま
で
そ
こ

に
留
ま
る
こ
と
に
し
た
。
飛
行
機
は
滑
走
路
を
ず
る
ず
る
ぶ
ざ
ま
に
走
り
、

う
な
り
声
を
上
げ
る
と
、
や
が
て
静
か
に
空
へ
消
え
て
行
っ
た
。（
中
略
）

キ
ュ
ー
バ
に
家
族
は
い
な
く
な
り
、
友
人
も
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
。

（
九
頁
）

5

　
妻
ラ
ウ
ラ
を
含
め
、
家
族
が
キ
ュ
ー
バ
か
ら
亡
命
し
、
国
に
一
人
残
さ
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れ
る
「
僕
」
の
語
り
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
形
式
と
し
て
は
一
人
称

の
独
白
の
断
章
か
ら
成
る
。
断
章
は
長
い
も
の
か
ら
短
い
も
の
ま
で
さ
ま

ざ
ま
だ
が
、
十
行
程
度
の
断
章
も
あ
る
。
原
題
「M

em
orias del subde-

sarrollo
」
の
「m

em
orias

」
に
は
「
手
記
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
厳
密

に
は
「
低
開
発
に
関
す
る
手
記
」
と
し
て
と
ら
え
て
よ
い

6
。

　
手
記
で
あ
る
か
ら
に
は
当
然
作
者
が
い
る
。
で
は
こ
の
手
記
を
書
い
た

の
は
、
つ
ま
り
「
僕
」
と
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

出
版
さ
れ
た
と
き
か
ら
当
惑
の
種
に
な
っ
て
き
た
。
刊
行
し
て
す
ぐ
に

キ
ュ
ー
バ
の
「
カ
サ
・
デ
・
ラ
ス
・
ア
メ
リ
カ
ス
」
誌
に
フ
ェ
デ
リ
コ
・

ア
ル
バ
レ
ス
が
こ
の
本
の
書
評
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は

「『
低
開
発
の
記
憶
』
に
お
け
る
視
点
と
両
義
性
」
と
な
っ
て
い
る

7
。
こ

の
書
評
の
な
か
で
ア
ル
バ
レ
ス
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
こ
の
小
説
が
自

伝
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
キ
ュ
ー
バ
革
命
が
進
行
す
る
過
程

に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
の
立
場
を
扱
い
、
作
者
デ
ス
ノ
エ
ス
の
内

面
を
直
接
描
い
た
も
の
だ
読
み
進
め
た
と
吐
露
し
て
い
る
。
手
記
の
た
と

え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

　
デ
パ
ー
ト
の
〈
エ
ル
・
エ
ン
カ
ン
ト
〉
が
焼
け
て
か
ら
、
街
は
以
前
と

は
違
っ
て
し
ま
っ
た
。
ハ
バ
ナ
は
今
で
は
、
ピ
ナ
ル
・
デ
ル
・
リ
オ
や
ア

ル
テ
ミ
サ
、
マ
タ
ン
サ
ス
み
た
い
な
内
陸
の
町
を
思
わ
せ
る
。
か
つ
て
観

光
客
や
娼
婦
た
ち
は
ハ
バ
ナ
の
こ
と
を
カ
リ
ブ
の
パ
リ
と
呼
ん
で
い
た
の

に
、
も
は
や
そ
う
は
見
え
な
い
。
今
は
む
し
ろ
、
テ
グ
シ
ガ
ル
パ
や
サ
ン

サ
ル
バ
ド
ル
や
マ
ナ
グ
ア
と
い
っ
た
中
米
の
国
の
首
都
、
生
気
の
な
い
低

開
発
の
都
市
の
ひ
と
つ
の
よ
う
だ
。（
十
五
頁
）

　
今
、
ぼ
く
に
は
何
に
関
し
て
も
照
会
す
る
手
立
て
が
な
い
。
資
本
主
義

国
か
ら
は
本
も
製
品
も
入
っ
て
こ
な
い
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
変
わ
っ
て

し
ま
い
、
新
聞
は
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
も
た
ら
す
ば
か
り
だ
。（
七
十
三

頁
）

　
革
命
以
降
の
街
の
変
貌
を
嘆
く
、
高
級
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
の
中
年
男

性
の
手
記
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
が
ら
読
み
進
め
れ
ば
、
こ
の
小
説

は
、
野
蛮
な
革
命
が
進
行
す
る
な
か
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
の
疎
外
が

テ
ー
マ
で
あ
り
、
語
り
手
＝
主
人
公
は
エ
ド
ム
ン
ド
・
デ
ス
ノ
エ
ス
で
あ

る
と
想
像
し
て
も
無
理
は
な
い
。
彼
は
ハ
バ
ナ
で
初
等
教
育
を
終
え
た
の

ち
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
カ
ラ
カ
ス
で
英
語
教
師
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
記
者
を
つ
と
め
、
キ
ュ
ー
バ
革
命
と
と
も
に
帰
国

し
た
。
と
き
に
英
語
の
フ
レ
ー
ズ
も
挿
入
さ
れ
る
こ
の
小
説
は
、
そ
う
い

う
デ
ス
ノ
エ
ス
の
経
験
を
参
照
で
き
る
読
者
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
デ

ス
ノ
エ
ス
本
人
に
よ
る
、
革
命
へ
の
シ
ニ
カ
ル
な
眼
差
し
を
描
い
た
も
の

だ
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
評
者
の
当
惑
も
こ
こ
に
原
因
が
あ

る
。

　
し
か
し
読
み
進
め
て
い
く
と
、
小
説
の
前
半
で
は
主
人
公
の
名
前
が
出

て
こ
な
い
い
っ
ぽ
う
で
、「［
僕
は
］
エ
デ
ィ
の
小
説
を
持
っ
て
ベ
ッ
ド
に

飛
び
込
ん
だ
」（
十
六
頁
）、「［
僕
は
］
エ
デ
ィ
の
小
説
を
読
み
終
え
た
」

（
七
十
五
頁
）
と
い
う
叙
述
が
あ
り
、
エ
デ
ィ
が
エ
ド
ム
ン
ド
の
愛
称
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
当
惑
が
芽
生
え
て
く
る
。
そ
し
て
つ
い
に
主
人
公
の
男

が
、
エ
デ
ィ
や
カ
ル
ペ
ン
テ
ィ
エ
ル
が
登
壇
す
る
現
代
小
説
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
出
掛
け
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
述
さ
れ
、
そ
の
エ
デ
ィ
が
ほ

か
な
ら
ぬ
エ
ド
ム
ン
ド
・
デ
ス
ノ
エ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
を
眺
め
る
「
僕
」

が
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
こ
の
「
手
記
」
を
書
い
た
の

は
、
デ
ス
ノ
エ
ス
で
は
な
く
、
別
人
の
「
僕
」
な
の
で
あ
る
。
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実
際
に
主
人
公
の
名
前
が
読
者
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
小
説
の

半
ば
を
過
ぎ
て
か
ら
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
系
の
マ
ラ
ブ
レ
と

い
う
姓
だ
（
八
十
六
頁
）。
小
説
上
の
現
在
は
三
十
九
歳
。
ハ
バ
ナ
で
暮
ら

し
て
い
た
高
校
生
時
代
、
ハ
ン
ナ
と
い
う
近
く
の
学
校
に
通
う
ユ
ダ
ヤ
系

の
女
性
と
交
際
し
、
そ
の
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
旅
立
っ
た
彼
女
を
追
う
。

数
カ
月
ハ
ン
ナ
と
付
き
合
い
、
結
婚
す
る
つ
も
り
で
い
っ
た
ん
キ
ュ
ー
バ

に
戻
っ
た
マ
ラ
ブ
レ
だ
っ
た
が
、
帰
っ
て
み
る
と
父
親
が
自
分
の
た
め
に

家
具
店
を
手
に
入
れ
て
く
れ
て
い
た
。
あ
っ
さ
り
ハ
ン
ナ
を
忘
れ
家
具
店

店
主
に
な
る
が
、
文
学
を
志
す
気
持
ち
も
あ
り
、
い
く
つ
か
短
篇
を
こ
っ

そ
り
書
い
て
い
る
。
短
篇
の
こ
と
は
、た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
方
法
で「
本

篇
」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　『
嘘
み
た
い
な
本
当
の
話
』
と
い
う
短
篇
は
、そ
の
こ
ろ
［
一
九
五
三
年
］

の
僕
の
物
の
見
方
を
反
映
し
て
い
る
け
れ
ど
、
今
は
気
に
入
っ
て
い
な
い
。

（
八
十
─
八
十
一
頁
）

　
こ
れ
以
外
に
「
僕
」
が
書
い
た
短
篇
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
は
戻
ら
ず
に
ハ
バ
ナ
で
家
具
店
を
始
め
た
こ
ろ
に
書

い
た
短
篇
は
、「
ジ
ャ
ッ
ク
と
バ
ス
の
運
転
手
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

マ
ラ
ブ
レ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
最
初
の
短
篇
だ
と
い
う
。「
ま
だ
お
粗
末

な
で
き
ば
え
だ
が
、
も
し
も
細
部
を
片
っ
端
か
ら
な
く
し
て
い
け
ば
、
一

コ
マ
漫
画
に
さ
え
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」（
九
十
三
頁
）。
そ
の
後
、
ラ
ウ
ラ

と
い
う
キ
ュ
ー
バ
人
女
性
と
結
婚
し
た
彼
は
ハ
ン
ナ
の
足
跡
を
追
い
、
一

度
だ
け
再
会
す
る
。
そ
の
後
は
仕
事
に
打
ち
込
み
な
が
ら
、「
ヨ
ド
ー
ル
」

と
い
う
、「
僕
が
こ
れ
ま
で
に
書
き
え
た
最
高
の
短
篇
」
を
書
く
（
九
十
六

頁
）。

　
さ
て
、
以
上
の
三
篇
（「
嘘
み
た
い
な
本
当
の
話
」、「
ジ
ャ
ッ
ク
と
バ
ス
の

運
転
手
」、「
ヨ
ド
ー
ル
」）
が
、「
本
篇
」
で
言
及
さ
れ
る
マ
ラ
ブ
レ
の
書

い
た
短
篇
で
あ
る
。
短
篇
の
タ
イ
ト
ル
を
見
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
こ

れ
ら
の
短
篇
は
、『
低
開
発
の
記
憶
』
の
初
版
の
「
付
録
」
と
し
て
掲
載

さ
れ
て
い
た
短
篇
の
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ

か
る
の
は
、
本
篇
の
手
記
が
マ
ラ
ブ
レ
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
同
様

に
、
付
録
で
あ
る
短
篇
も
マ
ラ
ブ
レ
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

　
で
は
、
マ
ラ
ブ
レ
と
エ
ド
ム
ン
ド
・
デ
ス
ノ
エ
ス
と
の
関
係
は
ど
う
い

う
も
の
だ
ろ
う
か
。
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
が
、
若
い
と
き
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
友
人
同
士
で
あ
る
よ
う
だ
。
お

互
い
に
作
家
志
望
で
、
エ
デ
ィ
の
ほ
う
が
成
功
し
、
そ
れ
を
嫉
妬
し
な
が

ら
見
て
い
る
マ
ラ
ブ
レ
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
エ
デ
ィ
は
マ
ラ

ブ
レ
に
も
作
家
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
よ
う
で
、
エ
デ
ィ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
記
者
と
し
て
行
く
と
き
に
、
彼
を
誘
っ
た
り
も
す
る
（
し
か
し
マ
ラ

ブ
レ
は
家
具
店
の
こ
と
で
断
る
）。

　
そ
の
後
、
エ
デ
ィ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
雑
誌
社
が
革
命
批
判
を
行
な
う

の
が
気
に
入
ら
ず
、
職
を
辞
し
て
キ
ュ
ー
バ
に
帰
国
す
る
。
マ
ラ
ブ
レ
は

帰
国
後
の
エ
デ
ィ
と
会
う
の
を
避
け
て
い
た
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
聴
衆

と
し
て
参
加
し
、
生
の
エ
デ
ィ
を
眺
め
る
の
で
あ
る
。

　
彼
［
デ
ス
ノ
エ
ス
］
と
僕
は
同
じ
天
井
の
下
に
い
た
。
彼
は
上
の
ひ
な

壇
に
い
て
、
僕
は
下
の
聴
衆
の
中
に
い
た
。
け
れ
ど
二
人
の
間
に
は
深
い

溝
が
あ
っ
た
。（
八
十
頁
）

　
こ
う
し
て
マ
ラ
ブ
レ
は
壇
上
の
エ
デ
ィ
を
見
つ
め
な
が
ら
、
先
に
述
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べ
た
自
分
の
書
い
た
い
く
つ
か
の
短
篇
を
送
っ
て
み
よ
う
と
決
心
す
る

（
八
十
頁
）。

　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、「
本
篇
」
で
あ
る
「
低
開
発
に
関
す
る

手
記
」
の
作
者
は
、
デ
ス
ノ
エ
ス
の
友
人
マ
ラ
ブ
レ
で
あ
る
。
そ
の
彼
は

作
家
と
し
て
成
功
し
た
デ
ス
ノ
エ
ス
に
距
離
を
置
き
な
が
ら
も
、
彼
に
自

分
の
作
品
を
送
る
。
そ
し
て
、エ
デ
ィ
に
送
ら
れ
た
そ
の
作
品
が
、「
付
録
」

と
し
て「
本
篇
」に
添
付
さ
れ
て
い
る
。
短
篇
は
マ
ラ
ブ
レ
の
も
の
で
あ
っ

て
、
デ
ス
ノ
エ
ス
の
別
の
作
品
で
は
な
い
。「
付
録
」
と
は
そ
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

　
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
い
ま
小
説
内
の
語
り
を
整
理
し
な
が
ら

明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、「
本
篇
」
と
「
付
録
」
と
い
う
こ
と
を
明
記
し

た
初
版
を
発
表
し
た
と
き
の
デ
ス
ノ
エ
ス
の
頭
に
あ
っ
た
、
小
説
と
し
て

の
「
仕
掛
け
」
で
あ
る
。
マ
ラ
ブ
レ
が
デ
ス
ノ
エ
ス
の
分
身
で
あ
る
と
し

て
読
む
こ
と
は
可
能
だ
が
、
ま
ず
は
小
説
が
こ
う
い
う
設
定
に
な
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
「
付
録
」
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
べ
き
で

あ
る

8
。

　３
． 

主
人
公
の
死

　　
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
マ
ラ
ブ
レ
と
い
う
人
間
の

「
手
記
」（
＝
本
篇
）
を
、
彼
の
短
篇
（
＝
付
録
）
と
と
も
に
出
版
し
た
と

い
う
設
定
で
あ
る
。
出
版
し
た
の
は
誰
か
と
い
え
ば
、
デ
ス
ノ
エ
ス
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
マ
ラ
ブ
レ
は
ど
う
し
た
の
か
。

　
こ
の
謎
を
解
く
た
め
に
は
、
映
画
を
見
る
必
要
が
、
よ
り
厳
密
に
言
え

ば
、
映
画
撮
影
時
に
用
意
さ
れ
た
脚
本
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
脚
本

は
、
撮
影
時
の
注
記
と
と
も
に
出
版
物
と
し
て
流
通
し
、
参
照
す
る
こ
と

が
で
き
る

9
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
マ
ラ
ブ
レ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
現
在
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
映
画
版
『
低
開
発
の
記
憶
』
は
、

キ
ュ
ー
バ
の
カ
ー
ニ
バ
ル
の
模
様
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
風
に
撮
影
さ

れ
た
場
面
か
ら
始
ま
り
、
印
象
深
い
冒
頭
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
は

脚
本
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

１
．
ミ
デ
ィ
ア
ム
・
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
：
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
コ
ン
ガ
を

叩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、カ
メ
ラ
は
脇
か
ら
彼
の
肩
越
し
に
撮
る
。
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
の
向
こ
う
に
は
ス
テ
ー
ジ
の
正
面
が
あ
り
、
ぼ
ん
や
り
と
聴
衆

が
見
え
て
い
る
。

２
．
ミ
デ
ィ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
ト
：
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
は
演
奏
を
続
け
て
い

る
が
、
カ
メ
ラ
は
彼
の
も
う
片
方
の
肩
越
し
に
捉
え
る
。
背
後
か
ら
撮
影

さ
れ
た
女
性
が
ス
テ
ー
ジ
で
踊
っ
て
い
る
。

10

　
し
か
し
こ
の
場
面
の
脚
本
の
注
で
、
元
の
構
想
が
以
下
の
よ
う
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
冷
た
い
、
抑
揚
の
な
い
、
機
械
的
な
声
が
、
一
九
六
二
年
十
月
の
あ
る

日
に
ベ
ダ
ー
ド
地
区
の
ア
パ
ー
ト
で
発
見
さ
れ
た
死
体
を
発
見
し
た
と
き

の
警
察
の
報
告
書
を
読
み
上
げ
る
。
死
体
に
は
腐
敗
の
徴
候
が
見
ら
れ
、

死
因
は
自
殺
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
捜
査
上
の
関
心
を
引
く
発
見
さ
れ

た
書
類
（
そ
の
い
く
つ
か
は
言
及
さ
れ
る
）
の
な
か
に
日
記

0

0

が
あ
る
［
傍

点
引
用
者
］。

　
場
面
（
サ
イ
レ
ン
ト
、
効
果
音
な
し
）
は
以
下
の
と
お
り
。

　
ア
パ
ー
ト
内
部
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死
体
を
部
屋
か
ら
運
び
出
そ
う
と
す
る
男
た
ち

　
ビ
ル
の
外

　
野
次
馬
。

　
取
り
巻
く
人
々
。

　
男
た
ち
は
死
体
を
車
に
載
せ
て
出
発
す
る
。

　
通
り
の
人
々
、
野
次
馬
た
ち
は
散
り
散
り
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の

こ
と
に
戻
る
。

　（
中
略
）

　
ス
タ
ジ
オ

　
フ
ル
ス
ク
リ
ー
ン
で
セ
ル
ヒ
オ

11
の
身
分
証
明
書
の
写
真
。

12

　
こ
の
場
面
か
ら
何
が
わ
か
る
か
と
い
う
と
、
キ
ュ
ー
バ
人
監
督
グ
テ
ィ

エ
レ
ス
＝
ア
レ
ア
が
脚
本
家
デ
ス
ノ
エ
ス
と
計
画
し
て
い
た
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
映
画
は
主
人
公
の
男
の
自
殺
死
体
の
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
始
ま
る
は

ず
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
ん
だ
男
の
遺
品
の
な
か
に
身
分
証
明

書
や
日
記
が
あ
り
、
そ
れ
が
警
察
に
運
ば
れ
る
。
そ
し
て
身
分
証
明
書
か

ら
セ
ル
ヒ
オ
と
い
う
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
男
は
ど
う
い
う
男

な
の
か
？

　
と
い
う
謎
が
映
画
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
導
入
部
に
提
示

さ
れ
る
の
だ
。

　
し
た
が
っ
て
映
画
の
主
た
る
内
容
は
、
そ
の
彼
の
死
に
至
る
ま
で
の
何

日
間
か
を
遡
及
的
に
説
明
し
て
い
く
と
い
う
「
設
定
」
に
な
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
実
際
、
映
画
の
「
本
篇
」
は
、
先
に
引
用
し
た
小
説
と
ま
っ
た

く
同
じ
よ
う
に
空
港
で
の
家
族
と
の
別
れ
の
場
面
に
な
る
の
で
、
仮
に
当

初
の
予
定
ど
お
り
完
成
さ
せ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
映
画
制
作
者
の
意
図
は
主

人
公
の
自
殺
と
い
う
結
末
を
提
示
し
、
そ
の
後
自
殺
ま
で
の
、
具
体
的
に

は
い
わ
ゆ
る
「
ミ
サ
イ
ル
危
機
」
時
（
一
九
六
二
年
十
月
）
に
自
殺
を
図

る
ま
で
の
期
間
を
描
い
た
内
容
の
映
画
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
映
画
撮
影
時
の
構
想
と
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
が
異
な
る
こ
と
に
は

何
ら
疑
問
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
確
か
め
て
お
き
た
い
の
は
、
監
督
も
原

作
者
も
、
主
人
公
が
自
殺
し
た
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
で
は
、そ
の
構
想
は
原
作
の
小
説
に
着
想
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
小
説
で
主
人
公
の
死
は
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
革
命
進
行
過
程
で
日
に
日
に
孤
独
感
と
絶
望
感
を
募
ら
せ
る
主
人
公

の
手
記
を
、
結
果
と
し
て
の
「
遺
書
」
と
し
て
読
ん
で
み
れ
ば
、
そ
う
読

め
な
く
は
な
い
。
家
族
が
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
、
ひ
と
り
に
な
っ
た
彼
の

行
動
は
死
ん
だ
っ
て
構
わ
な
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
人
間
の
投
げ
や

り
さ
と
無
縁
で
は
な
い
か
ら
だ
。「
何
も
し
た
く
な
い
」（
十
一
頁
）、「
自

分
が
内
側
か
ら
壊
れ
て
い
く
よ
う
な
気
分
、
孤
独
と
い
う
癌
に
蝕
ま
れ
て

い
く
よ
う
な
気
分
だ
」（
十
一
頁
）。

　
と
い
っ
て
自
殺
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
小
説

に
お
け
る
主
人
公
の
死
の
近
さ
は
核
戦
争
の
恐
怖
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
は
、マ
ラ
ブ
レ
が
、映
画
『
二
十
四
時
間
の
情
事
（
ヒ

ロ
シ
マ
、
わ
が
愛
）』
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
原
爆

で
黒
焦
げ
に
な
っ
た
硬
直
し
た
死
体
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
っ
て
い
る
間
、

顔
を
そ
む
け
ず
に
い
る
に
は
努
力
が
必
要
だ
っ
た
」（
三
十
一
─
三
十
二

頁
）。
ま
た
、
革
命
政
府
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
に
一
定
の
優
遇
措
置
を
ほ
ど

こ
し
、
所
有
す
る
不
動
産
物
件
の
家
賃
を
分
割
で
払
っ
て
い
る
こ
と
で
彼

は
仕
事
を
し
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
彼
も
こ
ん
な
不

安
を
抱
い
て
い
る
。「
も
う
未
来
の
こ
と
は
心
配
し
な
い
で
お
こ
う
。
そ

の
前
に
僕
た
ち
は
み
ん
な
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
核

爆
弾
の
キ
ノ
コ
雲
が
僕
に
笑
い
か
け
て
い
る
の
だ
！

　
　
ど
う
な
ろ
う

と
知
っ
た
こ
と
か
！
」（
八
十
四
頁
）。
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そ
の
恐
怖
は
、
ミ
サ
イ
ル
危
機
を
国
民
に
報
告
す
る
ケ
ネ
デ
ィ
の
演
説

が
流
れ
て
く
る
こ
と
で
現
実
の
も
の
と
な
る
。
戦
争
が
間
近
に
迫
っ
て
い

る
こ
と
を
直
観
し
た
マ
ラ
ブ
レ
は
核
戦
争
の
恐
怖
で
お
び
え
、
ま
と
も
に

物
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
と
き
の
主
人
公
の
記
述
を
並

べ
て
み
よ
う
。

「
水
爆
に
つ
い
て
の
恐
ろ
し
い
説
明
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
だ
」（
百
四
十
一

頁
）、「
爆
撃
、
侵
攻
、
血
、
腐
敗
し
て
悪
臭
を
放
つ
手
足
の
な
い
死
体
の

こ
と
を
考
え
る
の
は
、
核
に
よ
る
破
壊
を
受
け
入
れ
る
こ
と
よ
り
悪
い
。

（
中
略
）
き
れ
い
な
爆
弾
の
中
心
で
死
ぬ
の
だ
」（
百
四
十
二
頁
）、「
ペ
ン

タ
ゴ
ン
は
も
う
こ
の
国
を
破
壊
す
る
計
画
を
用
意
し
て
い
る
に
ち
が
い

な
い
。（
中
略
）
何
か
音
が
す
る
た
び
に
、
世
界
の
終
わ
り
が
来
た
と
思
っ

て
し
ま
う
」（
百
四
十
七
‐
百
四
十
八
頁
）、「
何
も
か
も
が
破
滅
に
向
か
う

と
し
た
ら
。
僕
の
頭
は
ま
す
ま
す
混
乱
す
る
。（
中
略
）
僕
は
死
ぬ
、
そ

れ
で
お
し
ま
い
だ
」（
百
四
十
八
頁
）。

　「
本
篇
」
の
最
後
の
断
章
、
つ
ま
り
小
説
の
締
め
く
く
り
は
こ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　
十
月
危
機
は
過
ぎ
去
っ
た
。
ま
た
は
カ
リ
ブ
危
機
。
並
外
れ
て
大
き
な

こ
と
に
名
前
を
つ
け
る
と
、
そ
の
大
き
さ
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
こ
と
ば

は
小
さ
く
て
貧
弱
だ
。
も
し
僕
が
死
ん
で
い
た
ら
、
す
べ
て
が
終
わ
っ
て

い
た
。
だ
け
ど
僕
は
ま
だ
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
生
き
続
け
る
と
い
う
こ

と
は
、
あ
の
強
烈
で
深
遠
な
瞬
間
を
破
壊
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。（
な
ん

て
イ
ン
チ
キ
な
こ
と
ば
な
ん
だ
！
）

　
危
機
の
日
々
に
つ
い
て
の
澄
み
切
っ
た
空
虚
な
光
景
を
ず
っ
と
持
ち
続

け
た
い
。
物
事
も
恐
怖
も
欲
望
も
、
僕
を
息
苦
し
く
さ
せ
る
。
難
し
い
。

そ
れ
を
除
け
ば
も
う
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
ぼ
く
は
終
わ
っ
た
の
だ
。

人
間

|
僕

|
は
悲
し
い
、
け
れ
ど
、
生
き
た
い
と
願
っ
て
い
る

…
…
も
は
や
こ
と
ば
を
越
え
て
い
る
。（
百
五
十
頁
）

　
ミ
サ
イ
ル
危
機
が
終
わ
っ
て
も
生
き
て
い
る
自
分
が
い
る
。
し
か
し
危

機
に
固
有
名
詞
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
と
き
の
恐
怖
は
ま
っ
た

く
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
マ
ラ
ブ
レ
は
絶
望
す
る
。
結
果
的
に
生
き
延

び
、
そ
の
こ
と
で
「
強
烈
で
深
遠
な
瞬
間
」、
つ
ま
り
核
爆
弾
や
水
爆
に

よ
る
死
を
免
れ
た
が
、
主
人
公
は
そ
の
よ
う
な
表
現
そ
の
も
の
に
も
無
力

さ
を
感
じ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
彼
は
あ
の
危
機
に
お
い
て
味
わ
っ
た
死
に

よ
っ
て
死
ん
だ
も
同
然
の
状
態
な
の
だ
。
な
の
に
人
間
は
生
き
よ
う
と
し

て
い
る
と
い
う
ば
か
ら
し
さ
。
最
後
の
「
こ
と
ば
を
越
え
」
る
こ
と
と
は
、

こ
の
場
合
、
死
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う

13
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
解
釈
は
、
実
際
に
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
映
画
版
の
脚
本

を
参
照
し
な
が
ら
、
事
後
的
に
原
テ
キ
ス
ト
に
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
デ
ス
ノ
エ
ス
（
と
監
督
グ
テ
ィ
エ
レ
ス
＝
ア
レ
ア
）
は
映
画
版
で

は
主
人
公
の
死
を
描
か
ず
、
必
ず
し
も
主
人
公
が
自
殺
し
た
よ
う
に
は

解
釈
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
映
画
の
最
後
は
、
主
人
公
の
高
層
ア

パ
ー
ト
か
ら
見
え
る
ハ
バ
ナ
の
街
並
を
映
し
て
終
わ
る
。
主
人
公
の
所
在

は
不
明
だ
が
、
革
命
の
な
か
で
孤
独
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
よ
う
に
読

む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
た
だ
、
映
画
脚
本
を
参
照
し
な
が
ら
小
説
版
を
解
釈
す
れ
ば
、
主
人
公

の
自
殺
は
決
し
て
無
茶
苦
茶
な
解
釈
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
初
版
時

の
設
定
に
お
け
る
「
本
篇
」
と
「
付
録
」
の
扱
い
は
、
マ
ラ
ブ
レ
の
死
に

よ
っ
て
遺
稿
が
友
人
で
あ
る
「
デ
ス
ノ
エ
ス
」
に
届
い
た
と
い
う
設
定
だ

と
解
釈
す
れ
ば
、
納
得
の
い
く
仕
掛
け
だ
か
ら
だ

14
。
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他
人
の
手
記
を
刊
行
す
る
と
い
う
設
定
は
文
学
的
手
法
と
し
て
別
段

新
し
く
な
く
、
こ
こ
で
デ
ス
ノ
エ
ス
が
行
な
っ
て
い
る
手
法
も
、
取
り
立

て
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
の
方
法
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
は
マ
ラ
ブ
レ
の
手
記
を
一
元
的
に
所

有
・
管
理
す
る
だ
け
の
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
デ
ス
ノ
エ
ス
本
人

の
「
こ
と
ば
」
は
出
て
来
な
い
。
死
者
の
手
記
を
ど
う
取
り
扱
う
の
か
、

そ
の
こ
と
に
関
す
る
デ
ス
ノ
エ
ス
の
倫
理
、
逡
巡
、
躊
躇
に
関
す
る
記
述

が
虚
構
内
部
に
さ
え
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　
文
学
的
な
手
法
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
死
者
の
手
記
と
、
そ
の
内
容
に

関
す
る
自
分
の
省
察
と
を
交
互
に
記
述
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
い
う
方
法
を
と
れ
ば
、
死
者
マ
ラ
ブ
レ
と
生
者
デ
ス
ノ
エ
ス
の

あ
い
だ
で
起
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
作
用
も
ま
た
書
か
れ
、
手
記
の
読
後

に
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
存
在
と
な
っ
た
「
新
し
い
デ
ス
ノ
エ
ス
」
が
誕
生

す
る
ま
で
の
話
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
本
で
デ
ス
ノ
エ

ス
は
そ
う
は
せ
ず
、
自
分
は
ま
る
で
手
記
の
著
者
と
は
無
関
係
で
あ
る
か

の
よ
う
に
装
い
、
手
記
の
所
有
者
と
し
て
君
臨
し
、
自
分
の
立
場
は
揺
る

が
な
い
特
権
的
な
神
の
視
点
を
保
持
し
て
い
る
。

　
マ
ラ
ブ
レ
の
遺
品
で
あ
る
手
記
は
、
言
わ
ば
デ
ス
ノ
エ
ス
に
と
っ
て
戦

利
品
の
よ
う
な
も
の
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
本
の
出
版
は
、
マ
ラ
ブ
レ
と

の
戦
い
に
デ
ス
ノ
エ
ス
が
勝
利
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
行
為
で
も
あ
る
。

死
人
に
口
な
し
、
敗
者
の
こ
と
ば
を
領
有
で
き
る
の
は
勝
者
だ
か
ら
だ
。

　
歴
史
学
者
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ロ
ハ
ス
が
『
安
眠
で
き
ぬ
死
者
た
ち
』
で
述

べ
て
い
る
と
お
り
、
キ
ュ
ー
バ
を
め
ぐ
っ
て
は
革
命
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
戦
争
」
が
戦
わ
れ
て
い
る

15
。
地
理
上
の
キ
ュ
ー
バ
島
を
め
ぐ
る
軍
事

的
戦
争
（
い
わ
ゆ
る
ヒ
ロ
ン
海
岸
で
の
軍
事
的
戦
闘
）、
あ
る
い
は
政
治
体

制
に
関
す
る
国
際
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
争
（
い
わ
ゆ
る
冷
戦
）、
そ
し
て

パ
デ
ィ
ー
リ
ャ
事
件
の
よ
う
な
知
識
人
の
粛
清
を
中
心
と
し
た
内
戦
で

あ
る
。
ヒ
ロ
ン
海
岸
の
敗
北
者
に
せ
よ
、
パ
デ
ィ
ー
リ
ャ
ら
知
識
人
に
せ

よ
、
戦
争
に
敗
北
し
た
も
の
は
、
象
徴
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、

肉
体
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
死
ぬ
し
か
な
い
。
し
か
も
キ
ュ
ー

バ
の
戦
争
と
い
う
の
は
、
常
に
キ
ュ
ー
バ
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ

る
。
キ
ュ
ー
バ
を
誰
が
所
有
す
る
の
か
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
争
い
で
あ

る
。
そ
し
て
戦
争
に
勝
っ
た
者
が
キ
ュ
ー
バ
の
所
有
者
な
の
だ
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
小
説
の
内
容
の
な
か
で
ミ
サ
イ
ル
危
機
が
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
直
し
て
お
こ
う
。
ミ
サ
イ
ル
危

機
と
は
煎
じ
詰
め
て
い
え
ば
、
キ
ュ
ー
バ
の
所
有
者
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
な
る
か
ソ
連
に
な
る
か
の
最
終
的
な
争
い
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
結
果

的
に
は
ソ
連
が
キ
ュ
ー
バ
の
所
有
者
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
は
キ
ュ
ー
バ
か

ら
手
を
引
い
た
わ
け
で
あ
る
。
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

は
キ
ュ
ー
バ
の
所
有
権
に
お
い
て
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。

　
小
説
で
は
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
ソ
連
へ
の
宗
主
国
交
代

が
描
か
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
マ
ラ
ブ
レ
や
（
小
説

内
の
）
デ
ス
ノ
エ
ス
が
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
身
近
な
国
で
あ
る
。
マ
ラ
ブ

レ
は
恋
人
を
追
い
か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
っ
た
し
、
ア
メ
リ
カ
の
小

説
も
読
ん
で
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
歌
も
聴
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
産
の
車

に
も
乗
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
し
で
は
キ
ュ
ー
バ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
生
活
が
成

り
立
た
な
い
の
が
ア
メ
リ
カ
文
化
だ
っ
た
。

　
し
か
し
革
命
後
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
象
徴
と
も
言
え
る
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
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イ
邸
を
マ
ラ
ブ
レ
は
散
策
す
る
。
つ
い
こ
の
前
ま
で
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は

住
ん
で
い
た
が
、
革
命
後
キ
ュ
ー
バ
を
去
っ
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
風
様
式

に
建
て
ら
れ
た
こ
の
屋
敷
は
す
で
に
博
物
館
に
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ミ
ン
グ

ウ
ェ
イ
と
い
う
「
ア
メ
リ
カ
」
は
博
物
館
と
い
う
過
去
の
遺
物
に
な
っ
て

い
る
わ
け
だ
。
し
か
も
そ
こ
に
ロ
シ
ア
人
の
観
光
客
の
団
体
が
押
し
寄
せ

る
。
ロ
シ
ア
人
の
こ
と
を「
い
や
な
匂
い
の
す
る
」と
マ
ラ
ブ
レ
も
エ
レ
ー

ナ
も
毛
嫌
い
し
て
い
る
が
、
二
人
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
ア

メ
リ
カ
人
不
在
の
屋
敷
に
ロ
シ
ア
人
が
大
挙
す
る
こ
の
場
面
は
、
キ
ュ
ー

バ
の
宗
主
国
交
代
の
予
兆
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ミ
サ
イ
ル
危
機
で
具
体
的

真
実
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
、
マ
ラ
ブ
レ
は
死
ぬ
。

　
マ
ラ
ブ
レ
の
死
と
は
つ
ま
り
、
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
死
の
こ
と
だ
。
こ
の
小
説
は
し
た
が
っ
て
、
マ
ラ
ブ
レ
と
デ
ス
ノ
エ
ス

間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ソ
連
の
代
理
戦
争
を
描
い
て
い
る
。
マ

ラ
ブ
レ
は
死
に
、
デ
ス
ノ
エ
ス
は
生
き
残
っ
た
。
そ
の
戦
利
品
に
デ
ス
ノ

エ
ス
が
所
有
者
と
し
て
名
前
を
記
し
た
こ
の
小
説
は
、
デ
ス
ノ
エ
ス
が
ソ

連
支
配
下
の
キ
ュ
ー
バ
革
命
を
支
持
す
る
こ
と
を
誓
う
た
め
の
宣
言
書

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
敗
北
者
の
手
記
を
さ
ら
し
、
デ
ス
ノ
エ
ス
は
革
命

政
権
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

５
．
お
わ
り
に

　　
本
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
の
初
版
に
は
デ
ス
ノ
エ
ス
自
身

の
宗
主
国
交
代
に
対
す
る
立
場
表
明
を
裏
付
け
る
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
初
版
に
込
め
ら
れ
た
デ
ス
ノ
エ
ス
の
意
図
を
理
解
で
き

る
読
者
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
他
人
が
書
い
た
手
記
を
デ
ス
ノ
エ

ス
が
本
篇
と
付
録
と
い
う
形
で
出
版
し
た
と
い
う
重
層
的
構
造
は
、
分
か

り
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
初
の
評
者
ア
ル
バ
レ
ス
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
デ
ス
ノ
エ
ス
自
身
が
革
命
下
の
苦
悩
を
味

わ
っ
て
い
る
と
い
う
一
面
的
な
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

　
と
は
い
え
そ
の
読
み
の
方
が
、
映
画
化
を
経
て
定
着
し
て
い
く
。
主
人

公
の
死
が
ぼ
か
さ
れ
た
こ
の
映
画
は
知
識
人
の
苦
悩
を
中
心
に
描
い
た

も
の
と
し
て
見
た
ほ
う
が
確
か
に
理
解
し
や
す
い
。
お
そ
ら
く
キ
ュ
ー
バ

革
命
政
権
に
よ
る
知
識
人
の
弾
圧
が
、
こ
の
こ
ろ
の
欧
米
諸
国
の
関
心
事

と
合
致
し
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
九
六
八
年
の
英
語

版
に
ア
メ
リ
カ
作
家
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ゲ
ル
バ
ー
が
寄
せ
た
序
文
も
、
デ
ス

ノ
エ
ス
と
い
う
知
識
人
と
革
命
政
権
の
関
係
を
懸
念
す
る
内
容
に
な
っ

て
い
る

16
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
デ
ス
ノ
エ
ス
は
英
訳
と
映
画
化
に
立
ち
会
っ
た

さ
い
に
、
初
版
に
あ
っ
た
仕
掛
け
、
つ
ま
り
ソ
連
へ
の
支
持
と
い
う

キ
ュ
ー
バ
国
内
政
治
に
お
け
る
自
分
の
立
場
表
明
と
い
う
側
面
を
放
棄

し
た
こ
と
に
な
る
。
英
訳
に
お
け
る
付
録
の
削
除
は
作
品
の
重
層
性

を
無
に
す
る
が
、
知
識
人
の
苦
悩
と
い
う
国
際
的
な
水
準
で
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
に
は
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
だ
。 

　
そ
の
後
、
デ
ス
ノ
エ
ス
が
初
版
を
尊
重
し
た
版
の
刊
行
に
こ
だ
わ
ら
な

か
っ
た
背
景
に
は
、
自
身
が
一
九
七
九
年
以
降
キ
ュ
ー
バ
を
離
れ
、
植
民

地
知
識
人
と
い
う
立
場
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
関
わ
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
冷
戦
の
終
結
と
い
う
歴
史
の
流
れ
を
考
え
れ
ば
、
ソ

連
支
持
と
い
う
初
版
に
あ
っ
た
設
定
は
も
は
や
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

　
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
キ
ュ
ー
バ
革
命
は
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
。
と
い
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う
こ
と
は
、
そ
の
な
か
で
の
知
識
人
の
苦
悩
と
い
う
テ
ー
マ
は
ま
だ
「
生

き
て
」
い
て
、
革
命
下
の
キ
ュ
ー
バ
で
ど
こ
ま
で
表
現
が
可
能
な
の
か
ど

う
か
と
い
う
関
心
も
常
に
注
目
の
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
そ
の

テ
ー
マ
で
こ
そ
読
ま
れ
よ
う
と
、
テ
キ
ス
ト
を
改
訂
し
、
所
有
者
と
し
て

の
地
位
を
他
人
に
は
渡
さ
な
い
の
だ
。
デ
ス
ノ
エ
ス
は
テ
キ
ス
ト
に
関
与

し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
ず
ら
し
な
が
ら
延
命
さ
せ

て
い
る
。
半
世
紀
を
超
え
て
生
き
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
誕
生
は
、
作
者
の

戦
略
と
革
命
の
存
続
な
し
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
る
。
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あ
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あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
野
谷
文
昭
「
革

命
を
批
評
す
る
文
学
と
映
画
」、
野
崎
歓
編
『
文
学
と
映
画
の
あ
い
だ
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
三
年
、
百
九
十
七
頁
。

14
　 

野
谷
は
、
グ
テ
ィ
エ
レ
ス
＝
ア
レ
ア
は
原
作
に
主
人
公
の
死
を
読
み
取
っ
た
う
え

で
映
画
化
し
、
そ
の
解
釈
に
デ
ス
ノ
エ
ス
が
不
満
を
漏
ら
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
野

谷
文
昭
、
前
掲
書
、
二
〇
二
頁
）。
し
か
し
筆
者
の
考
え
は
、
本
論
で
述
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お
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設
定
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ら
す
で
に
マ
ラ
ブ
レ
の
死
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
肉
体
的
な
死
で
な
く
て
も
よ
い
。
テ
キ
ス
ト
を
奪
わ
れ
、
書
き
手
と

し
て
の
存
在
を
消
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
死
も
あ
り
う
る
。

15
　 R

ojas, R
afael, Tum

bas sin sosiego: Revolución, disidencia y exilio del intelec-

tual cubano, A
nagram

a, B
arcelona, 2006, pp.11-50.

16
　 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ゲ
ル
バ
ー
は
映
画
『
低
開
発
の
記
憶
』
に
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に
も
無
縁
で
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
説
話
を
自
ら
の
叙マ

ス

ナ

ヴ

ィ

ー

事
詩
形
式
の
作
品

に
取
り
入
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
美
的
霊
感
を
平
易
に
表
現
し

よ
う
と
努
め
た
詩
人
で
あ
る
。
説
話
文
学
を
用
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主

義
を
庶
民
の
目
線
へ
と
下
ろ
し
て
き
た
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
ペ
ル
シ
ア
文

学
史
上
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
最
高
峰
の
イ
ス
ラ
ー
ム

神
秘
主
義
ペ
ル
シ
ア
語
詩
人
、
ル
ー
ミ
ー
（
ま
た
は
モ
ウ
ラ
ヴ
ィ
ー R

ūm
ī/ 

M
ow

lavī, Jalāl al-D
īn M

uḥam
m

ad B
alkhī 

一
二
七
三
年
没
）
へ
と
続
く
潮
流

の
源
と
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
神
秘
主
義
説
話
文
学
作
品

|
と
り
わ

け
『
神
の
書( Ilāhī-nām

ah)

』
|

の
中
で
、
繰
り
返
し
さ
ま
ざ
ま
な
姿

で
説
話
に
登
場
す
る
「
狂
人
」
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
．
ア
ッ
タ
ー
ル
と
そ
の
作
品

　
    

ア
ッ
タ
ー
ル
の
「
狂
人
」
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
詩
人
ア
ッ
タ
ー

ル
と
い
う
詩
人
と
彼
の
著
作
に
つ
い
て
の
基
本
情
報
を
整
理
し
て
お
き

た
い
。

ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
説
話
文
学
に
み
る
「
狂
人
」

|
ア
ッ
タ
ー
ル
著
『
神
の
書( Ilāhī-nām

ah)

』
の
場
合

                                                                                                                                                                                                                                

佐
々
木
あ
や
乃

は
じ
め
に

  

日
本
で
は
ま
だ
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
一

人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
詩
人
に
、
筆
者
は
こ
こ
数
年
向
き
合
っ
て
い

る
。
ペ
ル
シ
ア
文
学
史
上
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
詩
人
の

一
人
で
あ
る
と
の
確
信
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
詩
人
の
名
は
ア
ッ
タ
ー
ル
（A

ṭṭār-i N
īshābūrī,  Farīd al-D

īn 
M

uḥam
m

ad 

一
二
二
一
年
没
）。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
期
以
降
の
ペ
ル
シ
ア
文
学
は
、
宮
廷
詩
人
ら
が
王
侯
貴

族
を
称
え
る
頌カ

ス
ィ
ー
ダ詩

と
い
う
定
型
詩
を
土
台
と
す
る
伝
統
が
長
く
続
い
た

が
、
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学
は
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
文
学
が
そ
の
真
骨
頂

で
あ
り
、
神
秘
主
義
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
り
華
や
か
さ
と
深
み
を
増
し

た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
を
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
取
り
入
れ
た
最
初
の
詩

人
と
し
て
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
誕
生
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
こ
の

世
を
去
っ
た
サ
ナ
ー
イ
ー
（S anāʻī-ye G

haznavī, A
bū al-M

ajd M
ajdūd ibn 

Ᾱ
dam

  

一
一
三
四
年
没
）
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
神
秘
主
義
思
想
・

禁
欲
主
義
に
基
づ
く
精
神
的
経
験
を
謳
い
あ
げ
、
彼
の
代
表
的
神
秘
主
義

叙
事
詩『
真
理
の
園（Ḥ

adīqat al-ḥaqīqa

）』は
そ
の
難
解
さ
に
定
評
が
あ
る
。

　
一
方
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
宮
廷
的
素
養
や
伝
統
と
は
形
式
的
に
も
内
容
的
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ア
ッ
タ
ー
ル
に
つ
い
て

   

と
は
い
え
、
こ
の
ペ
ル
シ
ア
詩
人
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
情

報
は
ご
く
僅
か
し
か
な
い
。
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
イ
ラ
ン
北
東
部
ホ
ラ
ー

サ
ー
ン
地
方
の
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
近
郊
キ
ャ
ド
キ
ャ
ン
村
で
生
を
享

け
た
。
名
前
は
ム
ハ
ン
マ
ド
、
尊ク

ン
ヤ称

と
し
て
ア
ブ
ー
・
ハ
ー
ミ
ド
、
綽ラ

カ
ブ名

が
フ
ァ
リ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
、
そ
し
て
雅
号
が
ア
ッ
タ
ー
ル
で
あ
る
こ

と
に
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
も
の
の
、
生
没
年
を
め
ぐ
っ
て
諸
説

が
あ
る
。
生
年
に
つ
い
て
は
一
一
四
五
年
と
す
る
説
が
主
流
で
あ
る
も
の

の
、
他
の
説
を
完
全
に
退
け
る
ほ
ど
の
確
証
は
な
く
、
一
一
一
九
年
あ
る

い
は
一
一
五
八
年
説
に
も
若
干
の
可
能
性
が
残
る
。
没
年
に
関
し
て
は
、

モ
ン
ゴ
ル
の
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
攻
撃
の
際
、
す
な
わ
ち
一
二
二
一
年
に

落
命
し
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
学
者
ら
の
研

究
に
よ
り
、
生
年
を
一
一
五
八
年
、
没
年
を
一
二
二
九
年
と
す
る
説
も
捨

て
き
れ
な
い
。

1

　
詩
人
と
そ
の
父
は
香ア

ッ

タ

―

リ

ー

草
・
薬
草
商
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
職
業
に
対

す
る
呼
称
「
ア
ッ
タ
ー
ル
」
を
雅
号
と
し
た
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
疑

い
の
余
地
は
な
い
。
ま
た
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
真
作
を
叙
事
詩
五
作
『
神
の

書
（Ilāhī-nām

ah

）』『
鳥
の
言
葉( M

anṭiq al-Ṭ
ayr)

』『
神
秘
の
書
（A

srār-

nām
ah

）』『
厄
災
の
書
（M

uṣībat-nām
ah

）』『
ム
フ
タ
ー
ル
の
書
（M

ukhtār-

nām
ah

）』、
抒
情
詩
集
（D

īvān-i ghazaliyāt

）
そ
し
て
散
文
作
品
『
神
秘

主
義
聖
者
列
伝（Taẕkirat al-A

w
liyā

）』と
見
な
す
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

現
在
で
は
研
究
者
間
に
見
解
の
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。

　
ア
ッ
タ
ー
ル
が
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
に
深
く
傾
倒
し
て
い
た
こ
と

は
、
上
記
の
作
品
、
な
か
で
も
散
文
作
品
『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
に
如

実
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
時
代
ま
で
に
伝
承

さ
れ
て
き
た
多
く
の
神
秘
主
義
道
の
導シ

ャ
イ
フ師

の
行
状
や
心
的
境
地
が
、
彼
ら

へ
の
信
頼
と
敬
意
に
満
ち
た
表
現
で
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ッ

タ
ー
ル
の
父
は
、
神ス

ー

フ

ィ

ー

秘
主
義
修
行
者
集
団
と
懇
意
に
し
て
お
り
、
修
行
者

た
ち
を
招
く
集
い
の
た
め
多
大
な
費
用
を
つ
ぎ
込
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ

う
し
た
父
の
影
響
に
よ
り
幼
少
期
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
思
想

や
表
現
に
触
れ
る
機
会
を
も
っ
た
ア
ッ
タ
ー
ル
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主

義
詩
人
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た

と
も
い
え
る
。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
が
階
梯
を
歩
み
な
が
ら
目
指
す
世
界
の
中

心
で
煌
め
く
善
・
美
・
愛
と
い
う
主
題
は
、
彼
ら
の
探
求
心
や
努
力
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
彼
ら
の
熱
弁
を
誘
う
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
時
代
に

は
既
に
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
世
界
を
謳
っ
た
作
品
も
存
在
し
た
た

め
、
幼
か
っ
た
ア
ッ
タ
ー
ル
も
美
の
顕
現
た
る
真
な
る
存
在
（
＝
神
）
に

会
い
見
え
る
こ
と
を
切
望
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
真

な
る
存
在
と
の
邂
逅
と
は
、
そ
れ
が
成
就
す
れ
ば
心
か
ら
は
疑
念
の
埃
が

払
拭
さ
れ
、
理
性
に
よ
る
根
拠
の
な
い
知
識
と
い
う
枷
か
ら
解
放
さ
れ
、

言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
の
喜
び
に
魂
が
包
ま
れ
る
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
ア
ッ
タ
ー
ル
の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
し
て
お
こ
う
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
父
が
亡
く
な
る
寸
前
に
父
子
の
間
で

交
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
会
話
が
『
神
秘
の
書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
時
私
は
父
に
尋
ね
た
「
い
か
が
で
す
か
？
」

父
は
答
え
た
。

「
息
子
よ
、
び
っ
く
り
仰
天
な
の
さ 

心
が
迷
子
に
な
っ
た
み
た
い
だ
よ



68

何
度
も
引
い
た
こ
の
弓
も 

老
い
た
私
に
は
も
う
引
け
な
い

世
界
を
飲
み
込
む
海
も

　

私
の
よ
う
に
老
い
る
と
わ
ず
か
に
波
立
つ
こ
と
す
ら
な
い
」

私
は
父
に
言
っ
た

「
最
後
に
何
か
言
っ
て
く
だ
さ
い

　
迷
え
る
私
に
何
か
言
っ
て
く
だ
さ
い
」

父
は
私
に
答
え
て
言
っ
た

「
息
子
よ
、
知
る
が
よ
い 

神
の
叡
智
に
よ
り
、
言
葉
と
い
う
芸
術
で

一
生
か
け
て
自
ら
の
無
意
識
を
示
し
て
き
た

な
ん
と
言
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
、

一
生
か
け
て
無
駄
口
を
叩
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
よ
」

最
後
に
そ
の
善
人
は
こ
う
言
っ
た

お
お
神
よ
、
ム
ハ
ン
マ
ド
を
お
守
り
給
え

２

　
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
今
ま
さ
に
魂
が
肉
体
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
父

に
「
人
生
で
何
を
な
し
得
た
の
か
？
」
と
尋
ね
る
。「
た
だ
た
だ
驚
く
ば

か
り
」
と
い
う
父
の
答
え
は
、
平
凡
な
父
子
の
日
常
会
話
で
は
見
ら
れ
な

い
、
完
全
に
神
秘
義
主
道
を
歩
む
修
行
者
の
精
神
に
基
づ
い
た
言
葉
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
時
に
は
起
こ
り
え
な
い
、
言

葉
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
「
驚
愕
」
の
境
地
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
死
に
瀕
し
た
父
親
は
こ
の
「
驚
愕
」
の
階
梯
に
達
し
、
心
こ

こ
に
あ
ら
ず
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
父
親
が
こ
の
瞬
間
理
解
し
て
い
る
の

は
、
自
分
が
「
心
迷
い
し
状
態
」
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
自

覚
が
現
れ
て
自
覚
が
消
え
る
と
い
う
感
覚
と
で
も
い
え
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
、
神
秘
主
義
の
階
梯
を
歩
む
べ
く
、
自
覚
を
導
い
て
き
た
、
秘
め
ら

れ
た
強
い
無
自
覚
的
な
望
み
が
現
れ
る
こ
の
瞬
間
に
、
知
性
と
自
覚
を
そ

の
強
い
無
自
覚
の
中
に
消
滅
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
覚
と
無
自
覚
が

一
つ
に
な
り
、
魂
の
願
い
と
知
性
の
願
い
の
間
の
溝
が
埋
ま
り
驚
愕
に
包

ま
れ
た
瞬
間
、
何
度
も
引
い
て
き
た
は
ず
の
真
実
の
弓
を
、
自
分
の
よ
う

な
年
老
い
た
者
の
腕
で
は
も
う
引
く
こ
と
は
で
き
ず
、
至
高
た
る
神
に
つ

い
て
人
生
を
通
し
て
語
っ
て
き
た
こ
と
は
す
べ
て
、
自
分
が
無
自
覚
で

あ
っ
た
た
め
に
知
性
を
高
め
る
行
為
か
ら
生
ま
れ
た
ポ
ー
ズ
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
父
親
は
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
父
子
が
、
共
に
神
秘

主
義
道
を
歩
み
、
互
い
の
心
的
境
地
を
理
解
し
合
っ
て
い
た
、
よ
き
同
士

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
父
に
育
て
ら
れ
、
成
長
し
た
ア
ッ
タ
ー
ル
が
著
し
た
最
初

の
説
話
文
学
作
品
が
『
神
の
書
』
で
あ
る
。

『
神
の
書
』
に
つ
い
て

　
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
で
は
、
神
秘
主
義
修
行
者
は
「
シ
ャ
リ
ー

ア
（sharīʻat

）」
と
呼
ば
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
、
す
な
わ
ち
外
面
的
な
法

規
定
に
従
う
段
階
や
、「
タ
リ
ー
カ
（ṭarīqat

）」
と
称
す
る
自
己
の
内
面

探
求
の
た
め
の
修
行
道
を
歩
む
段
階
を
経
て
、
真
実
た
る
「
ハ
キ
ー
カ

（ḥaqīqat

）」
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
喩
え
て
み
れ
ば
、
火
の
存
在

を
単
な
る
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
段
階
は
シ
ャ
リ
ー
ア
の
民
（ahl-e 

sharīʻat

）
に
す
ぎ
な
い
が
、
火
を
実
際
に
目
の
あ
た
り
に
し
、
触
れ
て
熱

い
と
感
じ
る
の
が
タ
リ
ー
カ
の
民
（ahl-e ṭarīqat

）、
そ
し
て
自
身
を
火
に

投
じ
る
の
が
真
実
に
到
達
す
る
最
終
段
階
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
海
辺
を

散
策
す
る
者
は
シ
ャ
リ
ー
ア
の
段
階
、
何
が
潜
む
か
わ
か
ら
ず
と
も
果
敢

に
海
に
漕
ぎ
出
で
て
み
る
段
階
は
タ
リ
ー
カ
、
海
に
潜
っ
て
真
珠
を
手
に
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入
れ
れ
ば
（
さ
ら
に
そ
の
真
珠
に
穴
を
穿
て
ば
）
ハ
キ
ー
カ
に
達
し
た
こ
と

に
な
る
、
と
い
う
喩
え
も
あ
る
。

　『
神
の
書
』
は
、
五
つ
の
叙
事
詩
作
品
の
中
で
ア
ッ
タ
ー
ル
が
最
初
に

著
し
た
説
話
文
学
で
、
前
述
の
神
秘
主
義
道
の
段
階
の
シ
ャ
リ
ー
ア
、
す

な
わ
ち
外
面
的
な
法
規
定
に
従
う
段
階
に
基
づ
い
た
作
品
で
あ
る
。

3
次

作
『
神
秘
の
書
』
は
タ
リ
ー
カ
の
初
期
の
段
階
を
描
い
て
お
り
、
そ
れ
以

降
の
作
品
で
あ
る
『
鳥
の
言
葉
』
や
『
厄
災
の
書
』
で
は
、
イ
ル
フ
ァ
ー

ン
的
な
（
＝
神
あ
る
い
は
実
在
に
つ
い
て
の
直
観
的
知
識
に
よ
っ
て
到
達
し
た
）

澄
み
き
っ
た
心
的
境
地
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
二
作
目
の
『
神
秘
の
書
』

執
筆
中
に
父
の
死
と
対
峙
し
た
こ
と
や
、
先
に
引
用
し
た
そ
の
時
の
父
子

の
会
話
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
も
、
ま
だ
ア
ッ
タ
ー
ル
自
身
は
真
実
の
探

求
に
彷
徨
っ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
よ
っ
て
、『
神
の
書
』
執
筆

時
に
は
ま
だ
ア
ッ
タ
ー
ル
自
身
、
イ
ル
フ
ァ
ー
ン
的
な
心
的
境
地
を
体
験

す
る
に
到
底
至
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

4

　『
神
の
書
』
は
い
わ
ゆ
る
枠
物
語
形
式
の
作
品
で
、あ
る
カ
リ
フ
が
「
結

婚
」「
幻
惑
」「
学
問
や
知
識
で
野
心
を
抱
く
こ
と
」「
貪
欲
や
執
着
」
等

を
は
じ
め
と
す
る
倫
理
・
社
会
的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
六
人
の
息
子
と
問
答

し
、
彼
ら
を
教
え
諭
す
中
で
語
ら
れ
る
二
五
九
も
の
説
話
に
よ
っ
て
色
ど

ら
れ
た
、
い
わ
ば
説
話
の
宝
庫
で
あ
る
。

5
ア
ッ
タ
ー
ル
の
他
の
叙
事
詩

作
品
と
比
べ
、『
神
の
書
』
は
宗
教
的
逸
話
・
説
話
の
割
合
が
高
い
。

　
ア
ッ
タ
ー
ル
が
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
を
説
話
文
学
と
い
う
ス
タ
イ

ル
で
語
る
際
、
名
だ
た
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
思
想
家
や
ス
ー
フ
ィ
ー
ら

|
『
誤
り
か
ら
救
う
も
の( M

unqiẕ m
in al-Ż

alāl)

』
を
著
し
た
ガ
ザ
ー

リ
ー
（G

hazālī, A
ḥm

ad ibn M
uḥam

m
ad 

一
一
二
六
年
没
）、
彼
の
弟
子
ア

イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
（ʻAyn al-Q

użāt H
am

adānī 

一
一
三
一
年
没
）、
ス
フ
ラ

ワ
ル
デ
ィ
ー
（Suhraw

ardī, Shihāb al-D
īn A

bū Ḥ
afṣ ʻU

m
ar ibn M

uḥam
m

ad 

一
二
三
四
年
没
）

|
と
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
こ
う
し
た
ス
ー

フ
ィ
ー
た
ち
の
作
品
で
、
理
性
と
愛
の
間
で
揺
れ
な
が
ら
イ
ル
フ
ァ
ー
ン

的
心
的
境
地
へ
と
昇
っ
て
い
く
中
で
生
ま
れ
る
疑
念
や
動
揺
、
不
安
と
闘

う
さ
ま
は
露
わ
に
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
自
身
の
内

面
の
葛
藤
や
闘
い
を
直
裁
に
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
彼
が
薬
を
扱
う
と
い
う
職
業
柄
、
医
事
に
関
す
る
知
識
を
活
用
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
と
日
々
接
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
苦
悩
を

は
じ
め
、
彼
ら
に
負
担
を
強
い
る
社
会
的
抑
圧
を
直
接
肌
で
感
じ
て
い

た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
故
郷
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー

ル
を
襲
っ
た
大
地
震
や
、
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
ー
朝
（
一
〇
七
七
─
一
二
三
一

年
）
の
侵
略
や
ゴ
ー
ル
朝
（
一
一
世
紀
初
頭
─
一
二
一
五
年
）
の
王
ら
の
争

い
と
い
っ
た
歴
史
的
事
件
、
バ
ー
ザ
ー
ル
内
の
薬
草
・
香
草
商
地
区
の
火

災
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
を
繰
り
返
し
襲
っ
た
旱
魃

6
等
の
災
難
の
中
で
、

ア
ッ
タ
ー
ル
自
ら
が
神
の
為
せ
る
業
あ
る
い
は
人
間
と
神
と
の
関
係
に

少
な
か
ら
ぬ
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
宗
教
や
信
仰
に
関
す
る

説
話
を
よ
り
多
く
盛
り
込
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
旱
魃
時
に
は
、
人
々
は
互
い
を
食
す
ほ
ど
に
困

窮
し
、
あ
る
料
理
人
が
ア
ラ
ウ
ィ
ー
派
（
ア
リ
ー
の
子
孫
）
の
男
を
殺
し

料
理
し
て
売
っ
た
が
、
事
が
露
見
し
そ
の
料
理
人
自
身
が
殺
さ
れ
た
と
い

う
記
録
が
あ
る
。

7
こ
う
し
た
あ
ま
り
に
衝
撃
的
な
事
件
は
そ
の
ま
ま
説

話
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
精
神
に
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
解
決
し
え

な
い
困
難
に
直
面
し
た
時
、
人
は
世
の
喧
騒
か
ら
距
離
を
置
き
、
静
か
に

自
分
の
内
面
を
見
つ
め
た
い
と
願
い
、
心
の
平
安
を
取
り
戻
し
精
神
的
ダ

メ
ー
ジ
か
ら
立
ち
直
る
術
を
探
ろ
う
と
努
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
ア
ッ
タ
ー
ル
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
に
よ
る
影
響
か
ら
か
、
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『
神
の
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ッ
タ
ー
ル
の
説
話
文
学
の
中
で
は
、
聡

明
な
常
識
人
以
外
に
数
多
の
「
狂
人
」
が
登
場
す
る
。
ペ
ル
シ
ア
・
ア
ラ

ブ
の
ど
の
文
学
作
品
を
見
て
も
、
ア
ッ
タ
ー
ル
ほ
ど
「
狂
人
」
に
由
来
す

る
物
語
や
寓
話
に
満
ち
た
作
品
を
遺
し
た
詩
人
は
存
在
し
な
い
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

8
た
だ
し
、ア
ッ
タ
ー
ル
が
用
い
た
説
話
は
ア
ッ
タ
ー

ル
の
時
代
よ
り
遥
か
昔
か
ら
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
決
し

て
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
初
め
て
物
語
に
「
狂
人
」
を
登
場
さ
せ
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
は
、
こ
こ
に
付
言
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
章
で
は
ア
ッ
タ
ー
ル
の
『
神
の
書
』
に
登
場
す
る
こ
の
「
狂
人
」
ら

に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
．『
神
の
書
』
に
登
場
す
る
「
狂
人
」

　『
神
の
書
』
に
は
、「
狂
い
し
者
（dīvāne

）」「
心
失
い
し
者
（bīdel

）」

「
乱
心
し
た
者
（shūrīde-jān/ shūrīde-ḥal

）」
等
さ
ま
ざ
ま
な
「
狂
人
」
が
、

約
四
〇
も
の
説
話
に
登
場
す
る
。
固
有
名
詞
で
登
場
す
る
二
人
の「
狂
人
」

ブ
フ
ル
ー
ル
と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
て

お
き
た
い
。

　
ブ
フ
ル
ー
ル
（B

uhlūl, A
bū Vahīb ibn ʻU

m
ar Ṣayrafī 

八
〇
六
年
、
ク
ー

フ
ァ
に
て
没
）
は
、ア
ッ
バ
ー
ス
朝
（
七
四
九
―
一
二
五
八
）
第
五
代
カ
リ
フ
、

ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
の
時
代
に
ク
ー
フ
ァ
で
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
実
在
の
「
狂
人
」
で
あ
る
。

9

　
い
ま
一
人
は
ア
ラ
ブ
に
伝
わ
る
恋
物
語
『
ラ
イ
ラ
ー
と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー

ン
』
の
中
で
、
ラ
イ
ラ
ー
に
恋
す
る
男
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
（M

ajnūn

）
10

で

あ
る
。
こ
の
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
に
は
本
来
カ
イ
ス
と
い
う
名
前
が
あ
る
の
だ

が
、
美
女
ラ
イ
ラ
ー
に
恋
す
る
あ
ま
り
に
狂
人
の
風
体
と
な
っ
た
た
め
、

マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
と
い
う
呼
称
が
つ
け
ら
れ
た
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
用
い
る
説

話
に
登
場
す
る
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
の
大
半
は
こ
の
「
恋
す
る
」
マ
ジ
ュ
ヌ
ー

ン
で
あ
る
。

　『
神
の
書
』の「
狂
人
」が
登
場
す
る
説
話
を
読
み
進
め
る
と
、ア
ッ
タ
ー

ル
の
描
く
「
狂
人
」
に
は
い
く
つ
か
の
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
ま
ず
「
狂
人
」
を
特
徴
別
に
分
類
し
な
が
ら
説

話
を
要
約
し
て
簡
潔
に
紹
介
し
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
「
狂
人
」
に
課
し
た
使

命
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

 「
狂
人
」
の
特
徴

　『
神
の
書
』
に
登
場
す
る
「
狂
人
」
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
手
に
対

し
心
で
感
じ
た
こ
と
を
小
気
味
よ
い
ほ
ど
ま
で
直
裁
に
口
に
す
る
。
鋭
い

批
判
の
言
葉
を
浴
び
せ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
し
た
り
顔
で
哲
学
的
な
発
言

を
し
て
相
手
を
教
え
諭
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な「
狂
人
」

の
発
言
を
、
そ
の
矛
先
別
に
分
類
し
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

（
一
）
神
に
対
し
て

　　
裸
の
狂
人
が
神
に
帆
布
の
シ
ャ
ツ
を
求
め
た
。
天
か
ら
「
経
帷
子
を
や

ろ
う
」
と
声
が
し
た
。
狂
人
は
「
人
間
は
、金
も
服
も
な
い
状
態
で
死
に
、

墓
に
入
る
時
に
神
か
ら
帆
布
を
も
ら
う
の
だ
」
と
言
う
。（
第
九
章
第
六

話
）

11
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世
の
中
か
ら
完
全
に
見
放
さ
れ
た
鼻
つ
ま
み
者
の
狂
人
が
こ
う
呟
い

て
い
た
。「
神
よ
、
い
つ
ま
で
創
造
し
続
け
る
の
か
？ 

こ
の
世
に
連
れ
て

き
た
り
こ
の
世
か
ら
連
れ
去
っ
た
り
し
て
、
飽
き
は
し
な
い
の
か
？
」

12

（
第
一
一
章
第
一
二
話
）

　人
間
誰
し
も
一
度
は
こ
う
し
た
不
満
を
「
抗
え
な
い
力
」
に
対
し
て
抱
い

た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
不
満
を
は
っ
き
り
と
言
葉
で
表
現
で
き
る

の
は
「
狂
人
」
な
ら
で
は
と
い
え
る
。

（
二
）
導
師
や
聖
者
等
、
信
仰
あ
つ
く
ふ
る
ま
う
者
ら
に
対
し
て

　　
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
こ
の
類
の
人
々
の
偽
善
的
行
為
を
「
狂
人
」
の
言
葉

を
用
い
て
批
判
す
る
。

　

　　
イ
ス
フ
ァ
ハ
ン
で
、
美
声
の
ム
イ
ッ
ズ
ィ
ン
（
礼
拝
の
時
刻
に
人
々
に

呼
び
か
け
を
す
る
者
）
が
人
々
を
礼
拝
へ
と
誘
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
狂
人

が
通
り
か
か
っ
た
。
何
を
し
て
い
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
狂
人
は
「
中
身

が
抜
け
て
殻
だ
け
に
な
っ
た
木
の
実
を
ド
ー
ム
に
振
り
撒
い
て
い
る
よ
う

な
も
の
。
つ
ま
り
は
無
駄
な
こ
と
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
答
え
る
。

（
第
七
章
第
一
五
話
）

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
で
は
、
た
と
え
神
の
九
十
九
の
御
名
を
唱
え
よ
う

と
も
、
崇
拝
す
る
神
そ
の
も
の
に
本
当
に
思
い
を
馳
せ
て
い
な
け
れ
ば
、

た
だ
数
え
上
げ
る
だ
け
で
は
何
の
意
味
も
な
い
、
と
さ
れ
る
。
形
骸
化
し

た
宗
教
的
行
為
に
な
ど
価
値
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
世
間
か
ら
非
難
さ
れ
続
け
て
い
た
狂
人
に
、
あ
る
人
が
こ
う
訊
ね
た
。

「
最
後
の
審
判
の
日
に
、
朗
々
と
祈
る
声
が
谷
間
に
響
き
わ
た
る
者
が
い

た
。
群
衆
に
向
か
っ
て
ど
れ
ほ
ど
そ
の
祈
り
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
も
、
彼

は
誰
か
ら
も
パ
ン
一
片
す
ら
も
ら
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
。」

　
狂
人
の
答
え
。「
ど
ん
な
に
叫
ぼ
う
と
、
彼
奴
の
祈
り
す
べ
て
を
も
っ

て
し
て
も
、パ
ン
一
片
の
値
も
な
い
の
だ
か
ら
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。」（
第

五
章
第
九
話
）

ど
れ
ほ
ど
そ
の
行
い
が
信
心
深
く
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
高
慢
や
虚
栄

と
い
う
泉
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と
を
「
狂
人
」
は
お
見
通
し
な
の
で
あ

る
。

　　
ブ
フ
ル
ー
ル
が
墓
場
で
一
つ
一
つ
の
墓
を
、
棒
で
叩
き
壊
し
て
い
た
。

理
由
を
訊
ね
ら
れ
る
と
ブ
フ
ル
ー
ル
は
「
こ
の
逝
っ
た
者
ら
は
皆
嘘
つ
き

だ
か
ら
だ
。
す
べ
て
は
神
の
財
産
な
の
に
、
な
ぜ
神
の
持
ち
物
に
執
着
し

た
の
か
。
結
局
は
す
べ
て
手
放
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
」と
言
っ

た
。（
第
九
章
第
二
話
）

こ
こ
で
は
、
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
聖
者
た
ち
を
痛
烈
に
批
判
し
つ

つ
、
同
時
に
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
の
所
有
物
、
と
も

説
い
て
い
る
。

　　
金
曜
礼
拝
の
導
師
が
礼
拝
を
始
め
る
と
、
狂
人
が
牛
の
啼
き
声
を
あ
げ

た
。
理
由
を
訊
ね
る
と
「
導
師
さ
ま
の
な
さ
る
通
り
」
と
の
こ
と
。
導
師

に
訊
く
と
「
礼
拝
を
始
め
た
時
自
分
の
村
を
思
い
出
し
、
そ
の
村
に
牛
を

買
お
う
と
思
っ
た
時
、
私
の
背
後
で
牛
の
啼
き
声
が
し
た
」
と
い
う
答
え
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が
か
え
っ
て
き
た
。（
第
五
章
第
一
〇
話
）

読
心
術
の
使
い
手
で
あ
る
か
の
よ
う
な
「
狂
人
」
の
発
言
で
あ
る
。
大
衆

の
尊
敬
を
集
め
る
金
曜
礼
拝
の
導
師
の
、
実
は
雑
念
だ
ら
け
の
心
中
を
見

透
か
し
た
と
い
う
点
が
小
気
味
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。

道
端
の
聖
者
の
墓
の
前
で
、
石
を
積
み
上
げ
碑
銘
を
刻
ん
だ
狂
人
の
言
。

「
現
世
も
来
世
も
捨
て
、
何
か
別
の
も
の
を
求
め
続
け
た
こ
の
お
方
が
神

秘
主
義
道
で
得
た
は
ず
の
も
の
が
我
々
に
は
何
も
見
え
な
い
。
こ
の
お
方

が
探
求
し
続
け
た
も
の
は
あ
ま
り
に
貴
重
な
の
で
誰
も
手
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
決
し
て
誰
も
得
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。」

（
第
一
二
章
第
四
話
）

こ
の
説
話
は
聖
者
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
が
、
神
秘
家
た
る
者
か
く
あ

る
べ
き

|
心
を
燃
や
し
続
け
、
愛
す
る
対
象
の
中
に
消
滅
す
る

|

と
い
う
理
想
の
姿
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
王
侯
に
対
し
て

　　
民
衆
か
ら
搾
取
し
て
は
自
分
と
一
族
の
繁
栄
の
み
を
願
い
、
そ
の
た
め

で
あ
れ
ば
手
段
を
選
ば
な
い
よ
う
な
支
配
者
・
特
権
階
級
に
対
す
る
ア
ッ

タ
ー
ル
の
批
判
は
、
か
な
り
辛
辣
で
あ
る
。

　
次
の
二
つ
の
説
話
は
、
ガ
ズ
ナ
朝
（
九
七
七
―
一
一
八
七
）
最
盛
期
の

君
主
ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
（
在
位
九
九
八
―
一
〇
三
〇
）
が
槍
玉
に
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

　
ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
が
荒
野
で
苦
し
む
狂
人
に
出
会
う
。
フ
ェ
ル

ト
帽
を
被
っ
た
そ
の
狂
人
は
た
い
へ
ん
悲
痛
な
様
子
で
王
に
気
づ
き
も
し

な
い
た
め
、
マ
フ
ム
ー
ド
が
理
由
を
訊
ね
る
と
「
あ
な
た
も
こ
の
フ
ェ
ル

ト
帽
を
被
っ
て
い
た
な
ら
、
私
の
悲
し
み
が
わ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
、
王
様
の
よ
う
な
贅
の
帳
の
奥
で
育
っ
た
方
に
は
わ
か
り
っ
こ
な
い

さ
」
と
答
え
る
。（
第
七
章
第
九
話
）

　　
ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
が
狂
人
の
脇
に
座
る
と
、
そ
の
狂
人
は
目
を

閉
じ
て
し
ま
っ
た
。
マ
フ
ム
ー
ド
が
怒
っ
て
そ
の
理
由
を
訊
ね
る
と
、
狂

人
は
「
自
分
の
顔
す
ら
見
な
い
と
い
う
の
に
、
他
人
の
顔
を
見
る
な
ど

過
ち
と
し
か
思
え
な
い
」
と
答
え
る
。
さ
ら
に
マ
フ
ム
ー
ド
が
「
こ
の

世
の
支
配
者
た
る
私
の
顔
を
見
な
い
の
か
？
」
と
訊
く
と
、
狂
人
は
「
自

分
を
制
御
で
き
な
い
人
が
他
人
を
支
配
す
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
言
う
な
、
偽
善
者
よ
」
と
王
を
黙
ら
せ
て
し
ま
う
。（
第

一
四
章
第
一
三
話
）

自
分
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
欲
望
す
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
者
が
、
な

ぜ
大
衆
の
上
に
立
つ
の
か

─
支
配
階
級
に
は
さ
ぞ
か
し
耳
の
痛
い
言

葉
で
あ
ろ
う
。

　
あ
る
将
軍
が
城
主
と
し
て
立
派
な
城
を
築
く
。
あ
る
日
、
偶
然
そ
こ
を

通
り
か
か
っ
た
狂
人
を
呼
び
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
共
に
語
ろ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
狂
人
は
「
あ
な
た
は
不
幸
な
人
だ
。
不
幸
は
ま
ず
空

か
ら
落
ち
て
く
る
と
い
う
の
に
、
こ
ん
な
に
高
い
城
を
築
い
て
不
幸
に
自

ら
近
づ
く
の
か
」
と
言
い
、
将
軍
を
非
難
す
る
。（
第
一
四
章
第
二
一
話
）
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幸
も
不
幸
も
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
信
念
に
基
づ
い
た
説
話
で
あ

る
。
将
軍
の
愚
か
さ
を
単
刀
直
入
に
指
摘
す
る
言
葉
に
は
、
微
塵
の
躊
躇

も
窺
わ
れ
な
い
。

　
次
は
少
々
長
め
の
説
話
で
あ
る
が
、
前
述
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
五
代
カ

リ
フ
、
ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
が
登
場
す
る
。

　　
あ
る
日
ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
か
け
た

ブ
フ
ル
ー
ル
が
、
彼
を
下
の
名
前
で
呼
び
捨
て
に
し
た
。
ハ
ー
ル
ー
ン
は

烈
火
の
ご
と
く
怒
り
、「
私
を
蔑
む
こ
の
者
は
誰
だ
？
」
と
尋
ね
る
。
そ

れ
が
ブ
フ
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
ハ
ー
ル
ー
ン
は
ブ
フ
ル
ー

ル
に
「
狂
人
よ
、
私
が
誰
だ
か
知
ら
ず
し
て
、
下
の
名
前
で
呼
び
捨
て
に

し
た
の
か
？
無
礼
な
こ
と
を
し
た
罪
で
今
す
ぐ
お
前
を
殺
す
ぞ
」
と
告
げ

る
。
ブ
フ
ル
ー
ル
は
「
あ
な
た
さ
ま
が
誰
な
の
か
よ
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。

あ
な
た
が
西
に
居
れ
ば
、
東
の
人
々
が
多
く
の
苦
労
を
背
負
い
込
む
こ
と

に
な
る
の
で
、
人
々
は
あ
な
た
の
せ
い
だ
と
み
な
し
て
い
ま
す
」
と
答
え

る
。

　
さ
ら
に
ブ
フ
ル
ー
ル
は
「
ハ
ー
ル
ー
ン
よ
！

　
人
々
は
あ
な
た
の
せ
い

で
不
幸
な
の
だ
と
思
い
、
あ
な
た
の
こ
と
な
ど
恐
れ
て
い
な
い
の
で
す
よ
」

と
続
け
る
。
ハ
ー
ル
ー
ン
は
い
た
く
気
落
ち
し
、
涙
を
流
し
な
が
ら
「
私

が
お
前
に
借
り
が
あ
る
な
ら
今
す
ぐ
返
そ
う
」
と
言
う
。
ブ
フ
ル
ー
ル
は

「
あ
な
た
は
一
文
無
し
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
な
た
の
財
産
は
す
べ
て
人
々

か
ら
ま
き
あ
げ
た
も
の
で
す
。
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
私
に
借
金
を
返
そ

う
と
い
う
の
で
す
か
？

　
さ
あ
、
人
々
に
お
金
や
財
産
を
返
し
な
さ
い
」

と
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
ハ
ー
ル
ー
ン
は
ブ
フ
ル
ー
ル
に
さ
ら
に
助
言
を

求
め
る
。

　
ブ
フ
ル
ー
ル
は
「
あ
な
た
の
中
に
地
獄
行
き
の
し
る
し
が
見
え
る
。
さ

あ
、
こ
の
地
獄
行
き
の
し
る
し
を
き
れ
い
に
洗
い
流
す
べ
く
、
人
々
に
対

し
て
お
こ
な
っ
た
不
正
や
悪
を
償
い
な
さ
い
」
と
言
う
。
ハ
ー
ル
ー
ン
は

こ
れ
を
聞
い
て
恐
れ
、「
私
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教

え
を
信
じ
て
い
る
。
な
ぜ
地
獄
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
か
？
」
と
言

う
。
ブ
フ
ル
ー
ル
は
「
あ
な
た
の
こ
の
世
で
の
行
い
は
地
獄
に
行
っ
た
人

間
ら
の
行
い
と
似
て
い
る
（
＝
あ
な
た
は
こ
の
世
で
罪
を
犯
し
て
き
た
）」

と
答
え
る
。
ハ
ー
ル
ー
ン
は
「
我
が
家
系
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
遡
る
」

と
言
う
。
す
る
と
ブ
フ
ル
ー
ル
は
即
座
に
こ
う
答
え
る
。「
ク
ル
ア
ー
ン

に
『
最
後
の
審
判
の
日
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
血
筋
や
家
系
は
消
え
る
（
＝

最
後
の
審
判
の
日
に
血
筋
や
家
系
は
価
値
が
な
く
な
り
、
人
々
の
生
前
の

行
い
の
み
が
重
要
と
な
る
）
と
あ
る
の
を
知
ら
な
い
の
で
す
か
。」

　
ハ
ー
ル
ー
ン
は
こ
れ
を
聞
く
と
反
論
す
る
。「
貧
し
い
ブ
フ
ル
ー
ル
よ
、

人
間
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
「
と
り
な
し
」
に
望
み
を
繋
い
で
も
よ
い

と
聞
い
た
こ
と
は
な
い
の
か
？
」
ブ
フ
ル
ー
ル
は
こ
の
言
葉
も
受
け
容
れ

ず
、
こ
う
言
う
。「
神
の
許
可
な
く
し
て
は
預
言
者
で
あ
ろ
う
と
と
り
な

し
は
で
き
な
い
の
を
知
ら
な
い
の
で
す
か
？
」

　
ハ
ー
ル
ー
ン
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
い
た
く
気
落
ち
し
、
軍
隊
に
こ
う

言
う
。「
さ
あ
、
早
く
こ
こ
か
ら
去
ろ
う
。
ブ
フ
ル
ー
ル
は
彼
自
身
気
づ

か
ぬ
う
ち
に
私
を
完
全
に
絶
望
さ
せ
た
の
だ
か
ら
。」（
第
一
六
章
第
二
話
）

人
間
は
、
こ
の
世
で
ど
れ
ほ
ど
権
力
や
名
声
や
財
産
を
所
有
し
よ
う
と
、

死
の
訪
れ
と
と
も
に
す
べ
て
を
失
っ
て
し
ま
う
。
人
間
は
最
後
の
審
判
の

日
に
、
神
の
御
前
で
、
こ
の
世
で
の
自
分
の
行
い
・
罪
に
対
し
て
答
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
の
三
つ
の
説
話
は
、
高
慢
や
虚
栄
を
嫌
う
「
狂
人
」
の
特
徴
が
よ
く

表
れ
て
い
る
。



74

　
バ
グ
ダ
ー
ド
で
、
着
飾
っ
て
立
派
な
馬
に
跨
っ
て
進
む
貴
人
の
一
団
の

姿
を
見
て
、
ブ
フ
ル
ー
ル
は
ひ
と
つ
か
み
の
土
を
握
っ
て
そ
の
場
を
去
り
、

こ
う
言
っ
た
。「
あ
ん
な
驕
慢
は
こ
ん
な
た
だ
の
土
く
れ
に
は
ふ
さ
わ
し

く
な
い
。
フ
ァ
ラ
オ
に
は
な
れ
て
も
神
で
は
な
い
。」（
第
一
二
章
第
一
八

話
）

　
衣
装
や
タ
ー
バ
ン
を
た
く
さ
ん
所
有
し
た
裕
福
な
人
々
が
隊
列
を
組
ん

で
通
り
過
ぎ
て
い
く
の
を
見
た
狂
人
は
、
列
が
通
り
過
ぎ
る
ま
で
顔
を
服

に
う
ず
め
て
い
た
。
そ
の
理
由
を
訊
ね
ら
れ
る
と
、「
奴
ら
の
虚
栄
と
い

う
強
風
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
し
、
奴
ら
の
金
持
ち
臭
さ

が
鼻
に
つ
い
て
耐
え
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
服
を
被
っ
た
の
さ
」
と
答
え
る
。

（
第
一
二
章
第
一
九
話
）

　
貴
人
の
息
子
が
着
飾
っ
て
バ
グ
ダ
ー
ド
中
の
注
目
を
浴
び
な
が
ら
華
や

か
に
行
進
し
て
い
る
と
、
年
老
い
た
狂
女
が
こ
う
言
っ
た
。「
神
の
御
前

か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
か
ら
こ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
の

さ
。」
こ
の
言
葉
が
耳
に
入
る
と
、
貴
人
の
息
子
は
「
私
は
彼
女
の
言
う

通
り
の
人
間
」
と
認
め
、
悔
悛
の
道
を
歩
み
始
め
、
や
が
て
信
仰
あ
つ
き

人
と
な
っ
た
。（
第
一
四
章
第
一
二
話
）

（
四
）（
右
記
以
外
の
）
人
間
一
般
に
対
し
て

　　「
狂
人
」
は
批
判
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
々
を
教
え
諭
す
哲
学
者
的
側

面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
う
え
で
、
お
そ
ら

く
は
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
魅
力
的
な
説
話
や
金
言
を
多
々

遺
し
て
い
る
。
主
だ
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

①
価
値
あ
る
人
間
に
な
る
べ
し

　「
狂
人
」
は
、
人
と
し
て
生
を
享
け
た
以
上
は
、
価
値
あ
る
人
間
に
な

る
べ
く
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。

　
バ
グ
ダ
ー
ド
に
一
言
も
声
を
発
す
る
こ
と
な
く
、
聴
力
も
な
い
狂
人
が

い
た
。
人
々
が「
な
ぜ
誰
と
も
言
葉
を
交
わ
さ
な
い
の
か
」と
訊
ね
る
と「
こ

こ
に
は
私
と
語
れ
る
人
な
ど
い
な
い
し
、
私
が
答
え
を
求
め
る
人
も
い
な

い
」
と
答
え
る
。（
第
七
章
第
一
三
話
）

こ
の
「
狂
人
」
は
い
わ
ゆ
る
「
価
値
あ
る
人
間
」
と
し
か
交
流
で
き
な
い

と
豪
語
し
て
い
る
。
今
目
の
前
に
い
る
凡
人
は
相
手
に
な
ど
で
き
な
い
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
価
値
あ
る
人
間
は
、
昨
日
の
こ
と
も
明
日
の
こ
と
も

憂
う
こ
と
な
く
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
気
に
せ
ず
、
ま
だ
来
ぬ
悲
し
み
を
持

た
ず
、
去
り
ゆ
く
も
の
に
屈
す
る
こ
と
も
な
い
。
困
窮
や
日
々
の
糧
を
案

ず
る
こ
と
な
く
、
昼
夜
た
だ
ひ
た
す
ら
唯
一
神
以
外
に
気
持
ち
を
向
け
る

こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
の
説
話
も
偶
像
と
「
狂
人
」
を
同
列
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
価

値
あ
る
人
間
」
に
つ
い
て
読
者
や
聞
き
手
に
考
え
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
。　

カ
ア
バ
神
殿
の
前
で
「
扉
を
開
け
て
く
れ
な
い
な
ら
頭
を
戸
に
打
ち
つ

け
る
」
と
嬉
々
と
し
て
語
る
狂
人
が
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、天
か
ら
「
か

つ
て
カ
ア
バ
神
殿
は
偶
像
に
満
ち
て
い
た
が
、
す
べ
て
壊
さ
れ
た
。
今
神
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殿
の
外
で
も
う
一
つ
偶
像
（
＝
お
前
の
頭
）
が
割
れ
よ
う
と
も
、
な
ん
の

意
味
も
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
。（
第
七
章
第
四
話
）

我
々
は
神
と
争
い
戦
え
る
立
場
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
価
値
あ

る
人
間
に
な
る
よ
う
努
め
る
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
。
目
標
に
向
け
て
努
力
を
す
る
姿
勢
を
も
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ

う
。

　
次
の
説
話
で
は
、
ラ
イ
ラ
ー
と
は
無
関
係
の
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
、
す
な
わ

ち
ジ
ン
に
憑
り
つ
か
れ
た
者
が
、
ま
さ
に
そ
の
「
生
き
る
姿
勢
」
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
。

　

　
あ
る
日
あ
る
男
が
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
に
訊
ね
る
。「
ひ
ど
く
惨
め
で
不
幸

な
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
よ
、
調
子
は
ど
う
だ
？
」
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
は
「
私
は
年

老
い
た
驢
馬
と
同
じ
。生
涯
働
き
続
け
重
い
荷
物
を
背
負
っ
て
き
た
。ず
っ

と
働
き
続
け
て
き
た
の
さ
。
一
度
休
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
は

蠅
が
体
に
群
が
っ
て
え
ら
い
迷
惑
だ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
休
息
す
る
代
わ

り
に
働
き
続
け
る
こ
と
に
し
た
の
さ
」と
答
え
る
。（
第
一
四
章
第
二
三
話
）

人
間
は
生
き
て
い
る
限
り
、
目
標
に
到
達
す
べ
く
努
力
し
続
け
る
べ
き
で

あ
る
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
目
標
を
定
め
て
進
む

こ
と
を
し
な
い
者
に
人
生
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
者
は
本
人
で
す
ら
自
分
の
価
値
を
見
出
せ
ず
、
社
会
に
お
い
て
も
そ
の

価
値
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

②
神
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
る
べ
し

　

　「
狂
人
」
は
、
神
の
偉
大
さ
、
素
晴
ら
し
さ
を
強
く
主
張
し
、
神
を
冷

酷
と
み
な
す
人
間
を
批
判
す
る
。
ま
た
、
神
か
ら
の
恩
恵
を
大
切
に
し
、

そ
れ
を
す
ぐ
に
手
放
し
は
し
な
い
。

　
涙
を
流
し
続
け
て
い
る
狂
人
に
理
由
を
訊
ね
る
と
、「
神
に
憐
れ
ん
で

も
ら
う
た
め
」
と
答
え
る
。「
神
に
心
な
ど
あ
る
と
思
う
と
は
正
気
の
沙

汰
で
は
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
た
狂
人
は
、「
神
こ
そ
が
偉
大
で
す
ば
ら
し
い
。

心
が
な
い
と
は
何
を
言
う
か
」
と
反
論
す
る
。（
第
九
章
第
七
話
）。

　
狂
人
ブ
フ
ル
ー
ル
が
塞
い
で
い
た
時
、
信
仰
あ
つ
き
男
の
妻
が
丸
焼
き

肉
と
菓
子
を
く
れ
た
。
あ
ま
り
に
ブ
フ
ル
ー
ル
が
嬉
し
そ
う
に
食
し
て
い

た
の
で
、
あ
る
人
が
誰
か
と
分
け
た
ら
ど
う
か
と
声
を
か
け
る
と
、
ブ
フ

ル
ー
ル
は
「
神
が
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
す
ぐ
に

返
す
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
」
と
反
論
す
る
。（
第
一
二
章
第
一
〇
話
）

　
ラ
イ
ラ
ー
に
会
い
見
え
た
喜
び
を
語
る
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
は
、
神
と
の
邂

逅
に
歓
喜
す
る
神
秘
主
義
修
行
者
の
姿
と
完
全
に
重
な
る
。

　
托
鉢
僧
が
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
に
年
齢
を
問
う
と
「
千
と
四
〇
歳
」
と
答
え

る
。
托
鉢
僧
が
ふ
ざ
け
た
こ
と
を
言
う
な
と
批
判
す
る
と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン

は
「
四
〇
年
生
き
て
き
た
が
、
ラ
イ
ラ
ー
が
一
瞬
私
に
顔
を
見
せ
て
く
れ

た
あ
の
瞬
間
は
私
に
と
っ
て
千
年
に
等
し
い
の
だ
」
と
答
え
る
。（
第
三

章
第
九
話
）

③
「
今
」
を
大
切
に
生
き
る
べ
し

　
次
の
例
で
は
、「
狂
人
」
は
こ
の
世
の
業
す
な
わ
ち
神
の
為
せ
る
業
を

身
近
な
物
に
喩
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
儚
さ
や
今
こ
の
瞬
間
の
大
切
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さ
を
説
い
て
い
る
。

　
あ
る
人
が
「
狂
人(shūrīde-jān)

」
に
「
こ
の
世
の
業
を
何
と
見
る
か
」

と
訊
ね
る
と
、
答
え
て
曰
く
「
苦
痛
と
悲
哀
に
満
ち
た
こ
の
世
は
私
が
思

う
に
ま
る
で
チ
ェ
ス
盤
だ
。
良
い
時
も
あ
れ
ば
ま
る
で
駄
目
に
な
っ
て
悪

条
件
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
駒
を
盤
外
に
出
し
て
別
の
駒
を
盤
上
に
置
く

こ
と
も
あ
る
し
、
王
の
駒
を
あ
る
べ
き
位
置
に
据
え
て
も
じ
き
に
盤
外
に

出
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
遊
び
は
人
間
が
驕
り
高
ぶ
る
原
因
と
な
る
。
人

間
は
じ
き
に
こ
の
盤
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
気
づ
い
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
人
間
よ
！

　
そ
な
た
は
鷹
。
羽
や
翼
を
広
げ
、
子
供
が
仕
掛
け
る

罠
の
よ
う
な
こ
の
世
か
ら
早
く
去
る
が
よ
い
。」

13
（
第
一
七
章
第
四
話
）

こ
の
世
は
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
長
く
生
き
よ
う
と
も

そ
の
場
を
去
っ
て
次
の
人
に
ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
は
必
ず
訪

れ
る
。
こ
れ
は
チ
ェ
ス
盤
上
で
も
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
駒
も
別
の

駒
に
場
所
を
譲
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
も
同
じ
。

一
人
が
去
り
、
別
の
人
が
そ
の
場
所
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世

に
、
自
分
の
い
た
場
所
に
執
着
し
て
は
な
ら
ず
、
通
過
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
あ
る
人
が
狂
人
に
訊
ね
た
。「
あ
な
た
は
神
の
御
業
を
ど
う
見
ま
す

か
？
」
狂
人
答
え
て
曰
く
「
神
の
御
業
は
子
供
が
使
う
石
板
と
同
じ
。
子

供
は
石
板
に
何
か
を
書
い
た
り
書
い
た
も
の
を
消
し
た
り
す
る
。
神
の
な

さ
る
こ
と
も
こ
れ
と
同
じ
。
こ
の
世
と
い
う
石
板
に
何
か
を
書
く
（
＝
創

造
す
る
）こ
と
も
あ
れ
ば
、消
す（
＝
死
を
与
え
る
）こ
と
も
あ
る
。
よ
っ
て
、

神
が
石
板
に
書
い
た
も
の
が
我
々
に
見
え
る
時
に
『
有
』
と
言
い
、
神
の

書
い
た
も
の
が
消
え
る
と
『
無
』
と
言
う
の
だ
。」（
第
一
七
章
第
五
話
）

い
か
な
る
も
の
も
こ
の
世
で
永
遠
か
つ
信
頼
に
値
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
す
べ
て
は
衰
退
・
無
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
今
日

「
存
在
」
し
「
有
」
で
あ
ろ
う
と
、
翌
日
は
消
え
て
「
無
」
と
化
し
て
し

ま
う
の
だ
。
ハ
イ
ヤ
ー
ム
的
哲
学
が
こ
こ
に
も
息
づ
い
て
い
る
。

14

　

　
あ
る
狂
人
が
、馬
の
形
を
し
た
木
材
に
ま
た
が
り
、楽
し
げ
に
走
り
回
っ

て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
あ
る
人
が
驚
い
て
こ
う
尋
ね
る
。「
こ
の
木
に
ま

た
が
っ
て
こ
ん
な
に
走
り
回
っ
て
ど
こ
に
行
く
の
か
い
？
」
狂
人
は
「
こ

の
世
と
い
う
広
場
で
し
ば
ら
く
乗
馬
を
楽
し
み
た
い
の
さ
。
だ
っ
て
も
し

明
日
僕
の
寿
命
が
尽
き
て
、
や
り
た
い
こ
と
を
や
ら
ず
に
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
と
っ
て
も
後
悔
す
る
だ
ろ
う
か
ら
さ
。」（
第
一
四
章
第
二
〇

話
）

人
間
は
「
今
」
を
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、「
過
去
」
や
「
未
来
」
と
い
う

枷
か
ら
自
ら
を
放
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
の
真
実
を
よ
く
理
解

し
て
い
る
「
狂
人
」
と
い
え
る
。

　④
自
由
な
心
を
も
ち
、
神
と
一
体
化
す
べ
し

　
さ
ら
に
、
人
間
と
し
て
生
き
る
上
で
最
も
大
切
な
こ
と
を
「
狂
人
」
は

熟
知
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
神
秘
主
義
の
導
師
が
、
手
足
を
縛
ら
れ
て
い
る
の
に
微
笑
み
を
浮
か
べ

楽
し
げ
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
狂
人
を
見
か
け
る
。
そ
の
理
由
を
訊
ね
る
と

「
手
足
は
縛
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
私
の
本
質
で
あ
る
心
は
自
由
で
あ
り
、
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神
と
結
ば
れ
て
い
る
た
め
」
と
答
え
る
。

15
（
第
九
章
第
八
話
）

一
人
の
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
心
が
自
由
で
あ
る
こ
と
は
何
に
も
ま
し
て

重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
道
を
歩
む
者
に
と
っ
て

は
、
そ
の
自
由
な
心
が
神
と
真
っ
直
ぐ
に
繋
が
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
。

こ
の
発
言
に
一
種
憧
れ
や
羨
ま
し
さ
を
感
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な

い
。

　
自
由
な
心
を
も
っ
て
神
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
神
秘
主
義

道
の
理
想
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
縛
ら
れ
た
狂
人
が
ぶ
つ
ぶ
つ
と
神
に
語
り
か
け
て
い
た
。「
私
は
あ
な

た
に
狂
い
、
し
ば
し
あ
な
た
と
同
じ
館
に
い
ま
し
た
。
で
も
、
あ
な
た
と

私
は
そ
の
館
に
収
ま
り
き
ら
な
か
っ
た
の
で
、
あ
な
た
の
命
に
し
た
が
っ

て
私
が
家
を
出
た
の
で
す
。」（
第
一
二
章
第
五
話
）

神
と
結
ば
れ
一
体
化
し
消
滅
の
境
地
に
至
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
神
秘

主
義
道
に
お
い
て
は
、「
我
々
」「
我
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
語
る
こ
と

は
罪
で
あ
る
。
心
が
常
に
神
と
と
も
に
あ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

⑤
た
だ
ひ
た
す
ら
に
（
神
を
）
恋
う
べ
し

　
あ
る
人
が
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
に
ラ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
何
を
語
る
の
か
訊
ね

る
と
、「『
ラ
イ
ラ
ー
』と
彼
女
の
名
を
口
に
す
る
だ
け
で
十
分
」と
答
え
る
。

（
第
七
章
第
一
四
話
）

愛
の
対
象
た
る
唯
一
神
以
外
の
名
を
一
瞬
た
り
と
も
口
に
す
る
の
は
、
神

秘
家
に
と
っ
て
は
神
の
冒
瀆
に
値
す
る
行
為
で
あ
る
。

　
カ
イ
ロ
に
住
む
狂
人
の
言
。「
神
へ
の
道
に
迷
っ
た
者
は
悲
し
み
で
突

然
死
ん
で
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
驚
く
に
は
値
し
な
い
。
驚
く
べ
き
は
、
恋

す
る
者
は
自
分
の
内
面
の
熱
情
に
よ
っ
て
一
日
生
き
延
び
る
と
い
う
こ
と

の
ほ
う
で
あ
る
。」（
第
六
章
第
三
話
）

　
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
は
ラ
イ
ラ
ー
の
家
の
戸
口
が
見
え
た
だ
け
で
逃
げ
出

し
、
全
身
を
震
わ
せ
た
。
人
々
が
理
由
を
訊
ね
る
と
「
私
は
愛
と
い
う
獅

子
の
足
元
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
蟻
の
よ
う
な
存
在
」
と
答
え
た
。（
第

六
章
第
六
話
）

愛
は
驚
く
べ
き
力
を
発
揮
し
、
そ
の
力
の
前
で
は
い
か
な
る
も
の
も
無
に

等
し
い
。　

狂ウ
ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
（ʻuqalā-ye m

ajānīn

）

　
ペ
ル
シ
ア
語
で
一
般
的
に
狂
人
を
さ
すdīvāne

と
い
う
語
は
、
通
常
、

理
性
や
認
識
力
の
働
か
な
い
人
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
人
の
行
い

は
悪
鬼
（dīv

）
の
よ
う
と
見
做
さ
れ
てdīvgūne

と
称
さ
れ
、
そ
こ
か
ら

dīvāne

と
い
う
語
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

16

　
と
こ
ろ
が
ペ
ル
シ
ア
文
学
の
世
界
で
は
、「
狂
人
」
に
は
理
性
を
凌

ぐ
、
よ
り
強
い
力
が
授
け
ら
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
「
狂
人

然(dīvāne-nam
ā)

」
と
し
て
い
る
。
外
見
は
狂
人
の
よ
う
に
見
え
て
も
、

内
面
は
実
は
「
賢
明
で
分
別
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
文
学
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で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
狂
人
」
を
「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人 (ʻuqalā-ye 

m
ajānīn)

」
17

と
称
し
、単
な
る
狂
人
と
は
明
白
に
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

代
表
格
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ブ
フ
ル
ー
ル
に
至
っ
て
は
、
ハ
ー
ル
ー
ン
・

ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
た
ち
が
、
こ

ぞ
っ
て
彼
か
ら
忠
告
を
得
た
り
説
教
を
求
め
た
り
し
た
。

18
通
常
、
狂
人

が
人
々
か
ら
避
け
ら
れ
て
生
活
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
こ
う
し
た

「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
は
人
々
と
の
交
流
の
中
に
生
き
て
い
た
証
と

い
え
よ
う
。

　
ア
ッ
タ
ー
ル
の
描
く
「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
が
思
っ
た
こ
と
を
ず

ば
り
と
口
に
す
る
の
は
、な
ん
と
い
っ
て
も
彼
ら
が
「
欺
瞞
を
嫌
う
」「
誠

実
で
あ
る
」
と
い
う
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
よ
く
「
子

供
は
正
直
」
と
言
う
が
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
に

も
子
供
と
似
た
性
質
を
担
わ
せ
て
い
る
。
我
々
は
自
分
の
心
に
抱
え
る
思

い
を
、
誠
実
に
正
直
に
勇
気
を
も
っ
て
語
れ
る
人
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て

い
な
が
ら
、「
誠
実
」
で
「
正
直
」
な
人
と
出
会
う
機
会
に
な
か
な
か
恵

ま
れ
な
い
。
思
っ
た
こ
と
を
包
み
隠
さ
ず
率
直
に
話
す
に
は
特
別
な
勇
気

を
要
す
る
の
で
、
滅
多
に
実
行
に
移
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
理

性
の
天
秤
に
か
け
て
か
ら
で
な
い
と
心
中
の
本
音
を
口
に
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
結
果
と
し
て
思
い
の
ま
ま
を
存
分
に
語
る
勇
敢
さ
を
持
ち
合
わ

せ
な
い
人
間
と
判
断
さ
れ
て
も
い
た
し
か
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
は
理
性
と
い
う
枷
か
ら
完
全
に
放

た
れ
て
い
る
た
め
、
自
分
の
思
い
を
自
由
に
口
に
す
る
。
な
ん
ら
の
利
益

を
追
求
す
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
計
算
づ
く
で
し
た
た
か
に
行
動
す
る
必

要
も
な
い
。
自
分
の
発
言
に
驚
く
ほ
ど
の
自
信
を
も
ち
、
き
っ
ぱ
り
と
言

い
放
つ
勇
敢
さ
、
そ
の
潔
さ
に
は
清
々
し
さ
を
お
ぼ
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
は
特
別
な
勇
気
を
要
す
る
精

神
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
人
間
誰
し
も
の
内

に
秘
め
ら
れ
た
思
い
で
も
あ
り
、
誰
し
も
一
度
は
体
験
し
た
（
あ
る
い
は

体
験
し
か
け
た
）
こ
と
の
あ
る
精
神
状
態
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
ほ
ん
の
僅
か
こ
ち
ら
側
に
い
る
か
、
向
こ
う
側
に
傾
か
ん
と
し
て
い

る
か
、
い
わ
ば
「
紙
一
重
」
の
違
い
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
向
こ
う

側
で
は
至
極
真
っ
当
な
言
動
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ち
ら
側
で
は

奇
妙
奇
天
烈
な
人
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
、
と
で
も
言
え
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。

　
前
項
で
み
て
き
た
ア
ッ
タ
ー
ル
の
描
く
さ
ま
ざ
ま
な

「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
は
、
何
の
恐
れ
も
も
た
ず
に
自
ら
の
主
張
を

声
高
に
語
る
存
在
で
あ
り
、
ま
る
で
、
ア
ッ
タ
ー
ル
自
身
が
そ
の
勇
敢
さ
、

あ
る
い
は
図
々
し
さ
の
恩
恵
に
預
か
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
す

ら
思
え
て
く
る
。「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
ら
は
善
悪
の
区
別
、
人
間

の
道
徳
的
な
弱
点
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、
対
話
の
相
手
や

読
者
に
不
意
打
ち
を
喰
ら
わ
せ
る
よ
う
な
実
に
鋭
い
言
動
を
み
せ
る
。
神

や
王
の
行
い
に
対
し
て
さ
え
も
そ
れ
が
正
当
か
ど
う
か
評
価
し
、
多
く
の

常
識
人
の
盲
点
を
突
く
の
は
、
人
間
と
い
う
存
在
に
対
す
る
深
い
理
解
の

裏
打
ち
で
あ
る
。

　お
わ
り
に

　
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
自
分
の
本
音
を
語
る
た
め
、
そ
し
て
読
者
の
共

感
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
作
品
を
よ
り
魅
力
的
に
彩
ろ
う
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
「
狂ウ

ガ

ラ

ー

イ

ェ
・
マ

ジ

ャ

ー

ニ

ー

ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
の
登
場
す
る
説
話
を
多
用
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
『
神
の
書
』
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
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な
「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
ア
ッ
タ
ー
ル
よ

り
約
二
世
紀
の
時
を
経
て
ペ
ル
シ
ア
抒
情
詩
の
頂
点
を
極
め
た
詩
聖

ハ
ー
フ
ィ
ズ( Ḥ

āfiẓ-i Shīrāzī, Sham
s al-D

īn M
uḥam

m
ad ibn M

uḥam
m

ad 

一
三
九
〇
年
頃
没)

の
描
く
「
遊リ

ン

ド

蕩
児
」
と
重
な
る
点
が
多
い
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。「
遊リ

ン

ド
蕩
児
」
を
一
言
で
定
義
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

お
よ
そ
「
本
能
に
し
た
が
っ
て
、
時
に
図
々
し
い
ほ
ど
に
皮
肉
っ
ぽ
く
、

時
に
つ
つ
ま
し
く
、
目
先
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
に
精
神
的
に
豊
か
に
楽

し
く
生
き
よ
う
と
す
る
生
身
の
人
間
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
突
き
詰

め
れ
ば
心
の
豊
か
な
自
由
人
と
で
も
い
う
べ
き
、
い
わ
ば
人
間
の
理
想
像

で
あ
る
。

19

　
ペ
ル
シ
ア
文
学
史
を
俯
瞰
し
て
み
れ
ば
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
宗

教
的
・
政
治
的
独
裁
に
よ
り
、
も
の
の
考
え
方
や
思
想
の
み
な
ら
ず
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
生
活
面
が
支
配
さ
れ
続
け
、
中
世
に
は
名
だ
た

る
神
秘
家
・
思
想
家
が
自
分
の
信
念
を
言
葉
に
し
た
言
葉
ゆ
え
に
悲
惨

な
運
命
を
辿
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

20
こ
う
し
た
生
活
の
中
で
は
、
理
性

あ
る
人
が
自
分
の
思
い
を
自
由
に
述
べ
る
こ
と
は
難
し
く
、
相
当
な
勇

気
を
必
要
と
す
る
。
理
性
が
働
く
限
り
そ
の
豪
胆
さ
あ
る
い
は
図
々
し

さ
は
通
常
表
出
し
づ
ら
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
考
え
を
自
由
に

述
べ
る
と
命
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
身
に
つ
ま
さ
れ
て
い

た
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
よ
り
自
由
に
自
分
の
思
想
信
条
を
言
葉
で
表
現
す

る
た
め
、
そ
し
て
危
険
か
ら
身
を
守
る
た
め
、
理
性
に
制
御
さ
れ
な
い

「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
に
着
目
し
、
自
分
の
心
の
赴
く
ま
ま
に
言
葉

を
発
す
る
魅
力
的
な
存
在
と
し
て
、
彼
ら
を
よ
り
多
く
自
分
の
作
品
に
登

場
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ハ
ー
フ
ィ
ズ
も
ま
た
、
自
分
の

描
く
詩
的
世
界
で
の
「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
に
代
わ
る
像
と
し
て

「
遊リ

ン

ド

蕩
児
」
を
創
造
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
翻
っ
て
見
れ
ば
、
現
代
に
生
き
る
我
々
も
同
じ
よ
う
な
状
況
に

身
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
そ
れ
故
ア
ッ
タ
ー
ル
の
描
く

「
狂ウ

ガ
ラ
ー
イ
ェ
・
マ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
や
ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
「
遊リ

ン

ド

蕩
児
」
の
姿
に
触
れ

る
度
、
自
然
と
心
惹
か
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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Ibn A
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il fī al-tārīkh, B

eyrūt, D
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K
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ar K
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īdār bā sīm
orgh, Tehrān, Institute for H

um
anities and 



80

C
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Siyāh-kūhiyān, H
ātef, 2009, “D

īvāne-nam
āyī va dīvāne-nam

ā-hā dar m
athnavī-ye 

m
aʻnavī”, Faṣl-nām

e-ye adabiyāt-e ʻerfānī va osṭūre-shenākhtī, pp.123-156.
ア
ッ
タ
ー
ル
著
、
藤
井
守
男
訳

　
一
九
九
八
『
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』、
国

書
刊
行
会

佐
々
木
あ
や
乃

　
二
〇
〇
一
「
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学
に
み
る
表
象
―
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
「
人

間
」
へ
の
考
察
」、『
総
合
文
化
研
究
』
五
号
、
六
三
ー
七
五
頁
。

佐
々
木
あ
や
乃

　
二
〇
一
一
「
ハ
ー
フ
ィ
ズ
詩
注
解
（
七
）」、『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

第
八
二
号
、
二
〇
五
─
二
二
五
頁
。

　
　

註
　

   

本
文
と
註
に
お
け
る
翻
字
へ
の
転
写
お
よ
び
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
つ
い
て
は
、
ペ
ル
シ

ア
古
典
文
学
時
代
が
終
焉
を
告
げ
る
一
五
世
紀
以
前
は
古
典
的
な
表
記
を
用
い
、
そ
れ

以
降
に
つ
い
て
は
現
代
ペ
ル
シ
ア
語
の
音
に
近
い
カ
ナ
表
記
を
採
用
し
た
。

１
　Pūrnām

dāriyān, p.1.

2
　Asrār-nām

ah, p.233 .

3
　
フ
ォ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
六
〇
歳
頃
に
『
神
の
書
』
と
『
神

秘
の
書
』
を
著
し
た
と
し
た
が
、
プ
ー
ル
ナ
ー
ム
ダ
ー
リ
ヤ
ー
ン
は
こ
れ
を
否
定
し
て

い
る
。(Pūrnām
dāriyān, p.234.)

4 

　Pūrnām
dāriyān, p.3.

5 

　Ibid., p.5.

6
　
繰
り
返
し
起
こ
っ
た
旱
魃
の
う
ち
の
一
回
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
存
命
中
の
一
一
五
七

年
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

7 

　Ibn A
thīr, vol.11, pp.222, 230, 234, 236.

8
　Pūrnām

dāriyān, p.5.

9
　 Loghatnām

e-ye D
ehkhodā.

10
　
元
来
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
は
「
ジ
ン
に
憑
り
つ
か
れ
た
者
」
を
意
味
す
る
。
ジ
ン
は
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
超
自
然
の
存
在
で
「
精
霊
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

11
　
こ
れ
以
降
す
べ
て
の
説
話
はʻA

ṭṭār-i N
īshābūrī, ed.by Shafiʻī K

adkanī, 

M
oḥam

m
ad-reżā, 2008

か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
和
訳
は
筆
者
の
試
訳
で
あ
る
。

12
　
世
界
に
普
く
知
ら
れ
る
ペ
ル
シ
ア
詩
人
オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
の『
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
』

に
も
、
神
の
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
御
業
に
対
す
る
描
写
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
説
話

の
「
狂
人
」
ほ
ど
批
判
す
る
口
ぶ
り
で
は
な
い
。

理
性
が
讃
え
る
酒
盃
が
あ
る

　
　
　
理
性
は
そ
の
額
に
慈
愛
に
満
ち
溢
れ
た
接
吻
を
す
る

こ
の
運
命
の
陶
工
は
こ
れ
ほ
ど
に
見
事
な
盃
を

　
作
っ
て
は
ま
た
地
面
に
叩
き
つ
け
る

　

　

13
　
こ
の
説
話
は
、
ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
ガ
ザ
ル
の
次
の
一
句
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

お
お
、
大
志
を
抱
き
世
界
の
果
て
の
聖
木
に
と
ま
る
鷹
よ

苦
労
に
満
ち
る
こ
の
世
の
片
隅
は
、
お
前
の
居
場
所
で
は
な
い
は
ず
…

（
ガ
ザ
ル
三
一
）

こ
の
ガ
ザ
ル
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
二
〇
一
一
に
詳
述
。

14
　
ハ
イ
ヤ
ー
ム
の
作
品
は
退
廃
的
な
刹
那
主
義
の
象
徴
と
し
て
明
治
時
代
に
日
本
に

紹
介
さ
れ
た
が
、「
今
こ
の
瞬
間
を
大
切
に
生
き
よ
う
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら

れ
た
、
生
き
る
勇
気
を
引
き
出
し
て
く
れ
る
作
品
で
あ
る
。
ル
バ
ー
イ
ー
を
二
つ
ほ
ど

挙
げ
て
お
こ
う
。
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———　寄稿　———

君
の
人
生
の
一
瞬
ご
と
齢

よ
わ
いが

過
ぎ
ゆ
く
な
ら
ば 

た
だ
ひ
た
す
ら
幸
せ
に
生
き
よ

気
を
つ
け
よ
！

　
現
世
で
大
事
な
の
は
人
生 

　
楽
し
く
生
き
る
か
ど
う
か
は
自
分
次
第

生
命
と
い
う
隊
商
は
な
ん
と
早
く
過
ぎ
去
る
こ
と
か

　

 
 

 
 

 

こ
の
一ひ

と
と
き瞬

を
楽
し
み
、
幸
せ
に
生
き
よ

酌
人
よ
、
な
ぜ
同
席
者
の
明
日
の
憂
う
る
の
か
？

　

 
 

 
 

 

酒
盃
を
も
て
！
夜
は
更
け
ゆ
く

15
　
ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
抒
情
詩
に
も
、「
自
由
人
」
に
憧
れ
る
、
次
の
一
節
が
み
ら
れ
る
。

　 

 

私
は
、
巡
る
蒼
い
天
の
下
、
浮
世
の
い
か
な
る
色
に
も

 

染
ま
ら
ず
、
自
由
で
あ
る
者
に
憧
れ
る
下
僕 （
ガ
ザ
ル
三
一
）

16
　Loghatnām

e-ye D
ehkhodā.

17
　
純
然
た
る
ペ
ル
シ
ア
語
表
現
と
し
て
はfarzānegān-e dīvāne-nam

ā

あ
る
い
は

shūrīdegān-e farzāneh

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。(Siyāh-kūhiyān, p.123.)

18 
　Loghatnām

e-ye D
ehkhodā.

19
　
リ
ン
ド
（
レ
ン
ド
）
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
二
〇
〇
一
に
詳
述
。

20
　
代
表
的
な
例
と
し
て
、
前
出
の
ア
イ
ヌ
ル
ク
ザ
ー
ト
、
ス
フ
ラ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
ー
と

い
っ
た
神
秘
家
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
最
た
る
例
が
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
公
教
的
側
面
に
拘
束
さ
れ
な
い
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
ハ
ッ
ラ
ー
ジ( Ḥ

allāj, 

A
būʻA

bd A
llāh Ḥ

usayn ibn M
anṣūr 

九
二
二
年
没)

と
い
え
る
。
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報告

デ
ス
地
域
で
も
、
ケ
ー
ロ
（
木
製
壺
）
や
教
会
フ
ァ
サ
ー
ド
（
正
面
）
の

浮
彫
装
飾
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
同
地
の
先
住
民

神
話
に
基
づ
く
図
像
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
ビ
ラ
・
ダ
・
ビ
ラ
教

授
は
、
ア
ン
デ
ス
地
域
の
人
魚
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス

ト
教
美
術
か
ら
植
民
地
時
代
に
伝
播
し
、
時
代
と
と
も
に
変
容
し
て
い
っ

た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
立
場
を
と
る
。

ス
ラ
イ
ド
で
次
々
に
提
示
さ
れ
た
作
例
を
含
め
て
情
報
量
が
き
わ
め
て

多
く
、
講
演
者
同
様
、
中
世
美
術
を
専
門
と
す
る
浅
野
ひ
と
み
氏
の
通
訳

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
直
筆
者
は
話
の
流
れ
に
つ
い
て
い
く
の
に
精
一
杯

で
あ
っ
た
が
、
人
魚
と
い
う
ご
く
小
さ
な
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
先
住
民
芸
術

と
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
の
交
錯
し
た
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
様
は
非
常
に

興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
『
人
魚
姫
』
の
テ

キ
ス
ト
を
中
心
に
研
究
を
進
め
て
い
る
と
い
う
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
人
魚
」

の
方
々
を
は
じ
め
、
人
魚
へ
の
関
心
と
愛
に
あ
ふ
れ
た
聴
衆
を
得
て
、
講

演
後
も
活
発
な
や
り
取
り
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

マ
ル
ガ
リ
ー
タ
・
ビ
ラ
・
ダ
・
ビ
ラ
教
授
（
ボ
リ
ビ
ア
、
サ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
・
デ
・
ラ
パ
ス
大
学
）

講
演
会
「
ア
ン
デ
ス
に
生
き
る
西
洋
中
世
：
キ
リ
ス
ト
教
教
会
と
先
住
民
芸
術
に
お
け
る
〝
人
魚
〟

の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」                                                                               

 
報
告

　
久
米
順
子

　
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
は
、
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
の
交

流
四
〇
〇
周
年
を
祝
う
記
念
年
で
あ
っ
た
。
本
学
で
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
ス

タ
ッ
フ
を
中
心
に
東
京
外
国
語
大
学
日
西
交
流
四
〇
〇
周
年
実
行
委
員

会
を
立
ち
上
げ
、
い
く
つ
も
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
。
こ
の
講
演
会
は
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
お
よ
び

長
崎
純
心
大
学
の
共
催
を
得
て
、
二
〇
一
四
年
三
月
三
日
（
月
）
一
三
時

三
〇
分
か
ら
本
学
の
留
日
セ
ン
タ
ー
一
〇
三
教
室
に
て
開
催
さ
れ
た
。

長
崎
純
心
大
学
の
浅
野
ひ
と
み
氏
に
よ
る
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
研

究
者
招
聘
事
業
で
来
日
し
た
ボ
リ
ビ
ア
の
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
・
ビ
ラ
・
ダ
・

ビ
ラ
教
授
は
、ス
ペ
イ
ン
の
北
西
部
の
ビ
ー
ゴ
生
ま
れ
。
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・

デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
大
学
で
中
世
美
術
史
を
学
び
、
博
士
号
を
取
得
さ
れ

た
。
結
婚
後
、
ボ
リ
ビ
ア
に
わ
た
り
、
同
国
の
サ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
・
デ
・

ラ
パ
ス
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
現
在
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
展
開

し
た
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
に
も
関
心
を
持
っ
て
研
究
を
進
め
て
い
る
と
の

こ
と
だ
。

今
回
の
講
演
「
ア
ン
デ
ス
に
生
き
る
西
洋
中
世
：
キ
リ
ス
ト
教
教
会
と

先
住
民
芸
術
に
お
け
る
〝
人
魚
〟
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
人
魚
の

図
像
と
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
変
遷
が
、
広
範
な
年
代
と
地
域
の
作
例
に
基
づ

き
、
精
緻
に
分
析
さ
れ
た
。
人
魚
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
圏
の
造
形
文

化
や
文
学
に
登
場
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
ア
ン
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Reports

い
彼
は
今
回
そ
の
足
を
日
本
ま
で
の
ば
し
た
。
タ
イ
ト
ル
で
は
『
ゼ
ー
ノ

の
意
識
』
の
主
人
公
ゼ
ー
ノ
の
名
前
と
「
禅
」
を
遊
ば
せ
て
い
る
。
こ
の

タ
イ
ト
ル
、
ト
リ
エ
ス
テ
と
日
本
の
つ
な
が
り
か
ら
見
れ
ば
、
そ
こ
ま
で

無
理
矢
理
な
も
の
で
は
な
い
。
決
し
て
「
禅
」
の
思
想
が
広
く
知
れ
渡
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
港
町
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
主
要
航
路
を
運
営
し
て
い
た
ロ
イ
ド
・
ト
リ
エ
ス
テ
ィ
ー
ノ
社
が
日
本

へ
も
運
航
し
て
い
た
り
、
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
の
蔵
書
か
ら
浮
世
絵
や
風
俗

図
絵
が
発
見
さ
れ
た
り
、
と
い
う
レ
ベ
ル
の
話
だ
が
、
冗
談
好
き
の
チ
ェ

パ
ッ
ク
氏
ら
し
い
。

　「
禁
煙
の
嗜
み
」
と
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
講
演
の
主
眼
は
ズ

ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
に
よ
る
文
学
的
発
明
「
最
後
の
煙
草
」
で
あ
る
。

　『
ゼ
ー
ノ
の
意
識
』
の
主
人
公
ゼ
ー
ノ
・
コ
シ
ー
ニ
は
煙
草
を
や
め
る

た
め
に
精
神
分
析
治
療
を
受
け
る
。
禁
煙
を
何
度
も
誓
い
な
が
ら
何
度

も
失
敗
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
不
成
功
と
神
経
症
の
関
係
は
何
な
の
か
。
そ

れ
は
「
最
後
の
煙
草
」
が
、
宣
言
す
る
こ
と
が
破
る
こ
と
に
つ
な
が
り
破

る
と
ま
た
宣
言
す
る
と
い
う
、
逆
説
的
に
循
環
す
る
仕
組
み
を
持
つ
か
ら

だ
。
ゼ
ー
ノ
は
常
に
ス
タ
ー
ト
地
点
に
戻
ら
ざ
る
を
得
ず
、
つ
ね
に
発
展

段
階
の
状
態
に
置
か
れ
る
。
ひ
と
た
び
禁
煙
し
た
ら
、
夢
に
み
た
意
欲
的

で
意
思
の
強
い
、
自
分
の
神
経
と
運
命
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
成
熟
し

た
人
間
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
話
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
そ
う

LA
 C

O
SC

IEN
ZA

 D
ELLO

 ZEN
 

　Italo Svevo e l'arte di sm
ettere di fum

are

ゼ
ン
の
意
識

|
イ
タ
ロ
・
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
と
禁
煙
の
嗜
み

報
告

　
石
井
沙
和

　「
煙
草
を
吸
わ
ぬ
者
に
は
お
よ
そ
味
わ
い
尽
く
せ
な
い
小
説
」
と
あ
る

批
評
家
に
言
わ
し
め
た
『
ゼ
ー
ノ
の
意
識
』（
一
九
二
三
）
の
作
者
、 

イ
タ

ロ
・
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ

　Italo Svevo

（
一
八
六
一
|

一
九
二
八
）
の
博
物
館

が
あ
る
の
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
街
ト
リ
エ
ス
テ
。
イ
タ
リ
ア
ン
・
ブ
ー
ツ

の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
ル
ル
ー
プ
の
先
端
に
あ
た
る
。
ア
ド
リ
ア
海
を
は
さ

ん
で
イ
タ
リ
ア
半
島
の
対
岸
に
あ
る
ト
リ
エ
ス
テ
は
、
工
業
原
料
を
卸
す

寄
港
地
、
イ
リ
ー
社
に
代
表
さ
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
、
国
際
理
論
物
理
学
セ
ン

タ
ー
、
セ
ー
リ
ン
グ
の
町
で
あ
る
前
に
、
世
界
有
数
の
文
学
の
町
で
あ

る
。
十
九
世
紀
に
は
文
化
の
境
が
曖
昧
に
な
る
国
境
の
町
は
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
下
で
繁
栄
し
、
船
で
溢
れ
人
で
ご
っ
た
が
え
し
、
ゲ
ル
マ
ン
、
イ

タ
リ
ア
、
ス
ラ
ヴ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ト
ル
コ
、
イ
ギ
リ
ス
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
等
、
様
々
な
国
籍
、
宗
教
、
文
化
の
混
淆
す
る
地
点
だ
っ
た
。

そ
の
時
代
、
船
舶
用
塗
料
を
扱
う
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
し
な
が
ら
執
筆
し
て

い
た
の
が
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
で
あ
る
。

　
二
〇
一
四
年
四
月
二
十
二
日
、
総
合
文
化
研
究
所
に
て
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ

博
物
館
館
長
の
リ
ッ
カ
ル
ド
・
チ
ェ
パ
ッ
ク R

iccardo C
epach 

氏
が
講

演
会
『
ゼ
ン
の
意
識

|
イ
タ
ロ
・
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
と
禁
煙
の
嗜
み
』

を
行
っ
た
。
チ
ェ
パ
ッ
ク
氏
は
館
長
と
し
て
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画

し
、
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
。

他
の
ト
リ
エ
ス
テ
の
人
々
同
様
、
イ
タ
リ
ア
人
に
し
て
は
か
な
り
背
の
高
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し
た
疑
念
が
、
自
身
を
悪
癖
へ
縛
り
つ
け
る
原
因
と
な
る
。
な
ら
ば
常
に

こ
れ
か
ら
開
か
れ
ゆ
く
進
化
の
過
程
に
い
る
と
思
う
ほ
う
が
よ
い
。
こ
れ

が
ゼ
ー
ノ
の
現
実
検
討
か
ら
の
防
護
策
、
ま
た
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
の
「
試
作

段
階
の
人
間
」
と
い
う
理
論
で
、
自
分
の
力
を
引
き
出
し
生
存
闘
争
に
お

い
て
逆
説
的
に
勝
利
す
る
に
は
、
自
分
の
力
を
使
い
切
ら
ず
に
大
部
分
を

温
存
し
、
流
動
的
で
決
し
て
特
定
で
き
な
い
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
対
し
て

常
に
対
処
で
き
る
、
い
わ
ば
開
か
れ
た
状
態
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
考

え
だ
。

　「
開
か
れ
た
状
態
」
に
つ
い
て
、「
父
の
死
」
と
い
う
章
で
ゼ
ー
ノ
は
さ

ら
に
深
く
考
察
す
る
。
親
子
が
共
に
過
ご
す
最
後
の
夜
、
父
は
息
子
に
自

分
が
人
生
か
ら
得
た
偉
大
で
単
純
な
真
実
、「
生
き
る
知
恵
」
を
授
け
よ

う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
の
言
葉
が
み
つ
か
ら
な
い
。「
不
思
議
な

も
の
だ
！

何
も
言
っ
て
や
れ
な
い
の
だ
、
ま
っ
た
く
何
も
」
と
い
う
父

親
の
声
か
ら
、
ゼ
ー
ノ
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
、
で
も
言

葉
で
は
伝
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
最
後
の
真
実
を
聞
き
取
る
。
そ
し
て
反

芻
す
る
。「
こ
う
し
て
書
い
て
い
る
今
、
父
親
と
同
じ
よ
う
な
年
齢
に
な

り
、
私
は
よ
う
や
く
わ
か
る
。
人
間
は
自
身
の
最
高
の
知
性
を
表
す
感
情

を
持
ち
得
る
、
そ
の
強
い
感
情
で
も
っ
て
し
か
表
せ
ら
れ
な
い
も
の
を
。

だ
と
す
れ
ば
、
力
強
く
息
を
し
、
自
然
全
体
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
絶
対
的

な
も
の
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
ま
ま
受
け
い
れ
賛
美
す
る
の
だ
。
そ
う
す

れ
ば
神
の
創
造
そ
の
も
の
の
叡
智
が
立
ち
現
れ
る
。」
究
極
の
知
恵
の
獲

得
に
は
完
全
に
開
か
れ
た
意
識
が
必
要
だ
と
、
ゼ
ー
ノ
は
悟
る
。

　「
も
っ
と
集
中
す
る
た
め
二
日
目
の
午
後
は
イ
ゾ
ン
ツ
ォ
川
の
ほ
と
り

で
ひ
と
り
過
ご
し
た
。
最
も
精
神
集
中
を
高
め
る
に
は
流
れ
る
水
を
眺
め

る
こ
と
だ
。」「
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
瞑
想
だ
っ
た
。
貪
欲
な
人
生
の
中
の
希

有
な
一
瞬
、
真
に
偉
大
な
客
観
性
で
も
っ
て
や
っ
と
自
身
を
犠
牲
者
だ
と

す
る
思
考
や
感
情
が
止
ん
だ
。
木
漏
れ
日
で
そ
れ
は
甘
美
に
き
ら
め
く
緑

の
中
で
自
分
の
人
生
と
病
ま
で
も
が
心
地
よ
い
と
感
じ
ら
れ
た
。」「
自
分

の
人
生
と
病
を
振
り
返
る
と
愛
お
し
く
感
じ
た
、
わ
か
っ
た
の
だ
！
」

　
ゼ
ー
ノ
の
逆
説
は
、
対
立
す
る
概
念
が
生
み
出
す
ま
や
か
し
を
明
ら
か

に
し
、
す
べ
て
が
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
批
評
家
サ
ッ

コ
ー
ネ
（E.Saccone

）
は
言
う
。「
瞑
想
や
ゼ
ー
ノ
の
理
論
、
善
悪
や
病

と
健
康
、
強
さ
と
弱
さ
は
表
と
裏
を
な
し
て
い
て
分
ち
難
く
、
メ
ビ
ウ
ス

の
輪
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
は
一
方
な
し
で
は
存
在
し
な
い
。
眠

り
の
な
い
覚
醒
が
な
い
よ
う
に
、
ま
た
昼
の
な
い
夜
が
な
い
よ
う
に
。」

サ
ッ
コ
ー
ネ
が
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
に
例
え
た
ゼ
ー
ノ
の
世
界
観
は
、「
最
後

の
煙
草
」
の
逆
説
的
な
循
環
性
、
永
劫
回
帰
、
は
た
ま
た
禅
の
円
相
に
も

繋
が
る
。

　
チ
ェ
パ
ッ
ク
氏
が
念
を
押
す
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
が
直

接
禅
の
思
想
に
触
れ
た
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
の
義
兄

弟
ブ
ル
ー
ノ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ー
ニ
が
、
古
代
中
国
の
陰
陽
占
い
の
本
を

イ
タ
リ
ア
語
に
訳
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
幾
ら
か

の
知
識
を
得
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
家
お
気
に
入
り
の
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
を
読
む
こ
と
で
掴
ん
だ
こ
と
の
ほ
う
が
多
い

と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
だ
。

　
相
反
す
る
こ
と
が
平
行
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
起
こ
っ

て
い
る
。
喫
煙
家
で
あ
り
禁
煙
者
だ
っ
た
ゼ
ー
ノ
は
、
治
療
手
段
で
あ
る

精
神
分
析
が
、
か
え
っ
て
絶
え
ず
気
に
病
み
無
為
で
有
害
な
吟
味
を
行
わ

せ
、
現
在
と
い
う
単
純
に
存
在
し
て
い
る
状
態
か
ら
目
を
背
け
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
と
悟
る
。『
ゼ
ー
ノ
の
意
識
』
が
東
洋
的
な
思
考
を
含
む
か
ど

う
か
、
禅
の
思
想
と
重
ね
合
わ
せ
て
よ
い
か
、
確
か
に
危
な
い
試
み
だ
。

し
か
し
、
な
ん
ら
か
の
暗
示
的
な
接
点
を
模
索
す
る
こ
と
は
と
て
も
魅
力
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的
な
こ
と
で
も
あ
る
。

　
そ
う
締
め
く
く
っ
た
館
長
が
来
日
し
た
四
月
。
世
界
文
学
全
集
に
収
め

ら
れ
た
ズ
ヴ
ェ
ー
ヴ
ォ
の
最
初
の
翻
訳
、一
九
六
五
年
の「
わ
が
老
衰
」（
河

島
英
昭
訳
）
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
経
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
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か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
い
っ
た
側
面
も
例
示
さ
れ
て

い
っ
た
。

　
こ
う
い
っ
た
生
身
の
歴
史
的
証
言
は
、
文
化
の
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
の
講
演
を
通
じ
て
あ
ら
た
め
て
強
く

感
じ
た
。
日
本
で
は
（
こ
れ
は
少
し
不
思
議
な
現
象
と
さ
え
思
え
る
の
だ
が
）

と
り
わ
け
こ
の
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
旧
東
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
本
が

次
々
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
叙

述
の
ほ
か
、「
オ
ス
タ
ル
ギ
ー
」（
東O

st

と
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
掛
け
合
わ
せ

た
造
語
）
を
日
本
で
再
現
し
て
み
せ
た
よ
う
な
本
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
な
か
で
東
ド
イ
ツ
の
、
し
か
も
ご
く
日
常
的
な
市
民
の
視
点
か

ら
、
そ
し
て
穏
や
か
に
距
離
と
愛
情
を
も
ち
つ
つ
東
ド
イ
ツ
を
描
き
出
し

て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
講
演
を
こ
こ

で
聴
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
参
加
者
に
と
っ
て
非
常
に
貴
重
な
経
験
で

あ
っ
た
。

「
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
と
統
一
25
年
後
の
東
ド
イ
ツ
地
域
」（
二
〇
一
四
年
六
月
二
三
日
、
総
合
文
化
研
究
所
）

講
演

　
フ
ラ
ン
ク
・
リ
ー
ス
ナ
ー
（
千
葉
大
学
講
師
）

報
告

　
山
口
裕
之

　

二
〇
一
四
年
は
ご
承
知
の
通
り
、
一
九
八
九
年
一
一
月
九
日
に
ベ
ル
リ

ン
の
壁
に
よ
る
東
西
ド
イ
ツ
の
分
断
が
事
実
上
な
く
な
っ
て
か
ら
二
五

年
の
節
目
に
あ
た
る
。
講
演
者
の
フ
ラ
ン
ク
・
リ
ー
ス
ナ
ー
氏
は
、
旧

東
ド
イ
ツ
に
位
置
す
る
現
在
の
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
州
の
ゲ
ン

テ
ィ
ー
ン
と
い
う
町
の
出
身
で
あ
り
、
幼
少
期
か
ら
二
〇
代
半
ば
ま
で

の
時
期
、「
東
ド
イ
ツ
」
の
な
か
で
生
き
て
き
た
。
リ
ー
ス
ナ
ー
氏
は

二
〇
一
二
年
に
東
洋
書
店
か
ら
『
私
は
東
ド
イ
ツ
に
生
ま
れ
た 

壁
の
向

こ
う
の
日
常
生
活
』
と
い
う
本
を
出
版
し
て
お
り
、
そ
の
本
の
中
で
も
東

ド
イ
ツ
が
ど
の
よ
う
な
国
で
あ
っ
た
の
か
を
、
実
際
に
東
で
暮
ら
し
て
い

た
ド
イ
ツ
人
の
視
点
か
ら
生
き
生
き
と
描
き
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
日
の
講
演
で
は
、
そ
う
い
っ
た
リ
ー
ス
ナ
ー
氏
自
身
の
経
験
か

ら
、
と
り
わ
け
東
ド
イ
ツ
の
教
育
支
援
の
政
策
、
労
働
者
に
対
す
る
雇
用

政
策
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
日
常
的
な
視
点
か
ら
当
時
の
東
ド
イ
ツ
像

が
示
さ
れ
て
い
っ
た
。
西
側
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
と
も
す
れ
ば
東
ド
イ

ツ
が
い
か
に
社
会
・
経
済
・
生
活
の
面
で
立
ち
後
れ
て
い
た
か
と
い
う
語

り
方
が
目
に
付
く
が
、
リ
ー
ス
ナ
ー
氏
は
、
例
え
ば
学
童
保
育
や
保
育
園

の
西
と
東
の
利
用
率
に
関
す
る
統
計
的
資
料
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
東
ド
イ
ツ
に
対
す
る
単
純
な
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
が
必
ず
し
も
当

て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
と
同
時
に
、
社

会
主
義
国
家
の
労
働
・
社
会
政
策
に
お
い
て
は
、
出
世
の
た
め
に
教
会
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加
藤
氏
が
日
本
語
に
通
訳
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
後
半
で
は
、
メ

ダ
氏
の
情
感
の
こ
も
っ
た
歌
唱
や
、
加
藤
氏
と
の
息
の
合
っ
た
デ
ュ
エ
ッ

ト
が
会
場
を
熱
気
に
包
ん
だ
。
参
加
者
の
質
問
に
ア
ン
ド
レ
ア
氏
が
丁
寧

に
自
身
の
気
持
ち
を
吐
露
し
て
い
た
の
も
印
象
的
で
あ
っ
た
。
講
演
が
終

わ
っ
た
あ
と
も
、
参
加
者
と
ゲ
ス
ト
と
の
懇
談
で
、
高
揚
の
余
韻
は
な
か

な
か
収
ま
ら
な
か
っ
た
。

   

ヒ
ラ
タ
と
い
う
名
前
は
日
系
の
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
る
が
、こ
れ
は「
来

世
」
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
に
由
来
す
る
現
地
語
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ

ア
氏
の
郷
里
は
マ
レ
ー
文
化
圏
に
属
し
、
ム
ス
リ
ム
が
多
数
派
を
占
め

る
。
一
方
、
ア
ン
ド
レ
ア
と
い
う
名
前
の
由
来
も
興
味
深
い
。
マ
レ
ー
社

会
で
は
、
子
ど
も
が
大
病
を
患
っ
た
り
す
る
と
、
験
を
担
い
で
名
前
を
変

え
る
習
慣
が
あ
り
、
ア
ン
ド
レ
ア
氏
も
生
ま
れ
て
か
ら
何
度
も
新
し
い
名

前
を
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ど
の
名
前
も
う
ま
く
い
か
ず
、
つ
い
に
さ

じ
を
投
げ
た
母
親
か
ら
、
今
度
は
自
分
で
付
け
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
と
き

に
選
ん
だ
の
が
、
開
い
た
雑
誌
の
ペ
ー
ジ
に
出
て
い
た
ア
ン
ド
レ
ア
と
い

う
名
前
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
親
は
イ
タ
リ
ア
人
の
名
前
と
い
う
こ
と
に

驚
い
た
よ
う
だ
が
、
ア
ン
ド
レ
ア
氏
は
す
っ
か
り
気
に
入
っ
て
、
以
来
こ

の
名
前
を
名
乗
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

   

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
る
よ
う
に
、
ア
ン
ド
レ
ア
氏
に
は
小
説
の
主

人
公
と
同
じ
よ
う
な
自
由
人
の
雰
囲
気
が
あ
る
。
マ
レ
ー
社
会
に
は
語
り

東
南
ア
ジ
ア
文
学
の
今
《
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
メ
ガ
・
ヒ
ッ
ト
小
説
》

|
作
者
ア
ン
ド
レ
ア
・
ヒ
ラ
タ
が
語
る
『
虹
の
少
年
た
ち
』
の
世
界

|
報
告

　
青
山
亨

   

一
一
月
一
〇
日
に
総
合
文
化
研
究
所
に
お
い
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
来

日
し
た
作
家
ア
ン
ド
レ
ア
・
ヒ
ラ
タ
氏
に
よ
る
講
演
会
が
開
か
れ
た
。
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
流
に
ア
ン
ド
レ
ア
氏
と
呼
ぶ
が
、
彼
は
一
九
七
六
年
に
ス
マ

ト
ラ
島
に
近
い
ブ
リ
ト
ゥ
ン
島
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
自
分
自
身
の
経
験
に

も
と
づ
い
た
、
腕
白
な
子
ど
も
た
ち
と
教
育
に
情
熱
を
か
け
る
田
舎
の
小

学
校
の
女
性
教
師
の
苦
労
と
喜
び
を
描
い
た
処
女
作
『
虹
の
少
年
た
ち
』

（L
askar Pelangi

）
は
、
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
る
と
五
〇
〇
万
部
と
い

う
破
格
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
二
年
後
の
映
画
化
作
品
も
大
ヒ
ッ

ト
を
記
録
し
た
。
原
題
は
「
虹
の
戦
士
た
ち
」
の
意
で
、「
戦
士
」
は
「
腕

白
子
ど
も
団
」
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
る
。
も
と
も
と
出
版
す
る
意

図
も
無
く
書
か
れ
た
原
稿
が
、
友
人
の
手
で
出
版
社
に
渡
さ
れ
た
の
が
そ

も
そ
も
の
発
端
と
い
う
。

   

昨
年
一
二
月
に
総
合
文
化
研
究
所
で
日
本
語
版
出
版
を
記
念
し
て
翻
訳

者
の
福
武
慎
太
郎
氏
と
加
藤
ひ
ろ
あ
き
氏
に
よ
る
講
演
会
を
開
催
し
た

こ
と
が
縁
で
、今
回
の
講
演
会
に
つ
な
が
っ
た
。
ア
ン
ド
レ
ア
氏
の
ほ
か
、

翻
訳
者
の
加
藤
氏
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
版
の
主
題
歌
を
歌
っ
た
メ
ダ
氏
の

三
人
が
本
学
を
来
訪
し
た
。
ゲ
ス
ト
を
迎
え
る
総
合
文
化
研
究
所
で
は
、

五
十
名
を
越
え
る
聴
衆
が
満
員
の
部
屋
で
三
人
を
迎
え
た
。
講
演
会
の
前

半
で
は
、
出
版
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
世
界
二
十
カ
国
に
及
ぶ
翻
訳

版
の
出
版
な
ど
に
つ
い
て
、
ア
ン
ド
レ
ア
氏
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
語
り
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部
が
延
々
と
物
語
を
語
る
パ
ン
ト
ゥ
ン
と
い
う
口
承
文
芸
の
伝
統
が
あ

る
。
脇
道
の
よ
う
に
語
り
が
広
が
っ
て
い
く
自
由
闊
達
な
語
り
口
は
『
虹

の
少
年
た
ち
』
の
特
徴
で
あ
り
魅
力
で
も
あ
る
が
、
ア
ン
ド
レ
ア
氏
自
身

が
現
代
の
語
り
部
を
任
じ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
背
景
が
よ
く
理
解

で
き
た
。
ま
た
、
英
語
版
は
国
際
市
場
を
意
識
し
て
書
き
直
し
た
原
稿
か

ら
の
翻
訳
で
あ
り
、
日
本
語
版
を
除
く
各
国
版
は
い
ず
れ
も
英
語
版
か
ら

の
重
訳
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
語
版
か
ら
直
接
訳
し
た
の
は
日
本
語
版
の
み
と
い
う
こ
と
で
、

日
本
語
版
に
特
別
な
思
い
が
あ
る
こ
と
も
、
ア
ン
ド
レ
ア
氏
の
言
葉
か
ら

よ
く
伝
わ
っ
て
き
た
。
翻
訳
者
の
加
藤
氏
が
本
学
出
身
で
あ
る
こ
と
を
思

う
と
、
日
本
と
世
界
を
結
ぶ
本
学
の
役
割
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
た
講

演
会
で
も
あ
っ
た
。
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の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
で
絵
を
学
び
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

タ
ッ
チ
で
人
物
や
風
景
を
誠
実
に
描
い
て
高
い
評
価
を
受
け
た
彼
女
は
、

結
核
の
た
め
二
五
歳
で
亡
く
な
り
、
作
品
の
多
く
は
第
二
次
大
戦
中
に
失

わ
れ
た
。

　
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
多
数
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
者
が
エ
コ
ー
ル
・
ド
・

パ
リ
を
彩
る
こ
と
に
な
る
。A

lexandra Exter 

（1882-1949

）、Volody-
m

yr B
aranoff-R

ossiné 

（1888-1944

） 

、Sonia D
elaunay

（1885-
1980

） 

、A
lexander A

rchipenko

（1887-1964

） 

、M
ykhailo B

oichuk 

（1882-1937

） 

、A
lexis G

ritchenko 

（1883-1977

） 

、M
ykhailo A

n-
dreenko

（1894-1982

）
な
ど
、
と
り
わ
け
一
八
八
〇
|

九
〇
年
代
生

ま
れ
に
は
有
力
な
芸
術
家
た
ち
が
多
く
、
ま
さ
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
美
術
の
黄

金
世
代
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
芸
術
家
た
ち
だ
が
、
ス
サ
ク
氏

に
よ
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
者
に
は
あ
る
共
通
性
が
見
ら
れ
る
と
い

う
。
そ
れ
は
、「
色
、
空
間
、
誇
張
法
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
装
飾
的
な

Exter

の
作
品
とD

elaunay

の
抽
象
画
、B

aranoff-R
ossiné

の
キ
ュ
ビ
ズ

ム
作
品
、
や
や
世
代
は
下
る
がVassyl K

hm
eluk 

（1903-86

）
の
フ
ォ
ー

ヴ
ィ
ズ
ム
的
絵
画
は
、
い
ず
れ
も
鮮
や
か
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
色
彩
が
目

を
惹
く
（
ち
な
み
にB

aranoff-R
ossiné

は
作
曲
家
ス
ク
リ
ャ
ー
ビ
ン
に
触
発

さ
れ
て
「
色
光
ピ
ア
ノ
」
を
製
作
、
実
演
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
）。
一
方
、

Exter

の
空
間
構
成
とA

rchipenko

の
彫
刻
作
品
に
は
同
種
の
無
重
力
性

特
別
レ
ク
チ
ャ
ー
「
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
芸
術
家
た
ち
」

ヴ
ィ
タ
・
ス
サ
ク
講
演
会

報
告

　
前
田
和
泉

　

本
レ
ク
チ
ャ
ー
は
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
八
日
、
科
研
費
若
手
研
究

（
B
）「
大
戦
間
期
ガ
リ
ツ
ィ
ア
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
ユ
ダ
ヤ
人
作
家
、
画
家

の
芸
術
思
想
的
系
譜
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」（
加
藤
有
子
・
名
古
屋
外
国
語
大
学
）、

科
研
費
基
盤
（
A
）「
ポ
ス
ト
・
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
か
ら
見
た
ソ
連
崩
壊

の
文
化
史
的
意
味
に
関
す
る
超
域
横
断
的
研
究
」（
亀
山
郁
夫
代
表
・
名
古

屋
外
国
語
大
学
）、
お
よ
び
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
の
共
催
に

よ
り
、
研
究
講
義
棟
二
二
六
教
室
に
て
開
催
さ
れ
た
。

ヴ
ィ
タ
・
ス
サ
ク
氏
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
立
リ
ヴ
ィ
ウ
美
術
館
学
芸
員
・

リ
ヴ
ィ
ウ
大
学
准
教
授
。
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
で
活
躍
し
た
ウ
ク
ラ
イ

ナ
人
芸
術
家
た
ち
を
ま
と
め
た
主
著
『
パ
リ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
芸
術
家
た

ち
。
一
九
〇
〇
|

一
九
三
九
年
』（
二
〇
一
〇
）
は
英
語
や
仏
語
に
も
翻

訳
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
。
本
レ
ク
チ
ャ
ー
で
は
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
豊

富
な
画
像
と
と
も
に
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
説
明
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
世
界
中
か
ら
様
々
な
経
歴

と
作
風
を
持
つ
芸
術
家
た
ち
が
パ
リ
に
集
い
、
多
彩
な
活
動
を
繰
り
広
げ

た
。
旧
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
も
シ
ャ
ガ
ー
ル
や
ス
ー
テ
ィ
ン
を
始
め
と
す
る

数
多
く
の
芸
術
家
が
パ
リ
へ
と
渡
っ
て
き
た
が
、
そ
の
中
に
は
少
な
か
ら

ぬ
数
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
者
が
い
た
。

　M
arie B

ashkirtseff 

（1858-84

）
は
そ
の
先
駆
的
存
在
で
あ
る
。
パ
リ
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が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
芸
術
家
に
も
表
現
上
の
大
胆
さ
と
極
端

さ
が
備
わ
っ
て
い
る
。

　
全
体
と
し
て
は
前
衛
性
が
強
い
こ
れ
ら
の
世
代
の
中
で
異
彩
を
放
つ

の
が
、
ヴ
ィ
ザ
ン
テ
ィ
ン
美
術
を
思
わ
せ
るB

oichuk

で
あ
る
。
地
理
的

に
ギ
リ
シ
ア
と
近
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
ヴ
ィ
ザ
ン
テ
ィ
ン
美
術
は
ロ
シ

ア
よ
り
も
色
濃
く
そ
の
影
響
を
残
し
て
お
り
（
ロ
シ
ア
の
画
家
ヴ
ル
ー
ベ
リ

が
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
卒
業
後
、
キ
エ
フ
の
教
会
修
復
に
参
加
す
る
中
で
ヴ
ィ
ザ

ン
テ
ィ
ン
美
術
に
触
れ
、
独
特
の
モ
ザ
イ
ク
画
風
タ
ッ
チ
を
確
立
さ
せ
た
こ
と

を
想
起
さ
れ
た
い
）、B

oichuk

も
ま
た
そ
の
よ
う
な
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た

画
家
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
イ
コ
ン
や
ル
ボ
ー
ク

（
民
衆
版
画
）
な
ど
に
着
目
し
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
作
品
を
多
く
生

み
出
し
た
が
、
言
う
な
れ
ばB

oichuk
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
プ
リ
ミ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
存
在
だ
。
そ
の
非
遠
近
法
的
構
図
や
無
表
情

な
人
物
の
顔
が
、
ど
こ
かA

rchipenko
の
滑
ら
か
で
顔
の
な
い
人
物
彫

刻
と
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
興
味
深
い
。

　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
者
の
中
に
はEm

m
anuel M

ané-K
atz

（1894-
1962

）、Chana O
rloff （1888-1968

）
な
ど
ユ
ダ
ヤ
人
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
ス
ー
テ
ィ
ン
、シ
ャ
ガ
ー
ル
、モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
を
始
め
、エ
コ
ー
ル
・

ド
・
パ
リ
で
は
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
画
家
が
活
躍
し
た
が
、
元
々
ユ
ダ
ヤ
系

住
民
の
多
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
の
芸
術
家
た
ち
も
、
そ
う
し
た
「
エ
コ
ー

ル
・
ド
・
パ
リ
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
」
の
一
角
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ロ
シ
ア
か
ら
独
立
し
た
の
は
ソ
連
崩
壊
後

の
二
十
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
。
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
時
代
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
は
、
帝
政
ロ
シ
ア
、
も
し
く
は
ソ
連
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
で

は
、
そ
の
時
代
の
芸
術
家
た
ち
を
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
」
芸
術
家
た
ち
と
一

括
り
に
し
て
よ
い
も
の
な
の
か
？

レ
ク
チ
ャ
ー
後
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
関
し
て
多
く
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
も
そ
も

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
多
民
族
、
多
言
語
、
多
文
化
が
混
淆
す
る
地
で
あ
る
。
民

族
的
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
で
も
母
語
は
ロ
シ
ア
語
と
い
う
者
も
珍
し
く

な
い
し
、
前
述
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
人
も
多
い
（
ス
サ
ク
氏
自
身
も
ユ
ダ
ヤ
の

血
を
引
き
、
母
語
は
ロ
シ
ア
語
で
あ
る
）。
モ
ス
ク
ワ
や
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で

教
育
を
受
け
た
者
も
少
な
く
な
い
。
だ
が
驚
い
た
こ
と
に
、
独
立
国
と
し

て
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
二
十
世
紀
初
頭
に
お

い
て
も
、
パ
リ
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
者
に
よ
る
芸
術
グ
ル
ー
プ
が
形
成

さ
れ
、
彼
ら
の
作
品
を
集
め
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
無
論
そ
の

一
方
で
、
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
の
よ
う
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
だ
が
美
術
史
的
に

は
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
い
う
文
脈
に
置
か
れ
る
べ
き
画
家
も

い
る
。
昨
今
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
地
に

お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
一
言
で
ま
と
め
ら
れ
る

ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
だ
が
そ
の
複
雑
さ
ゆ
え
に
こ
そ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
豊

潤
な
文
化
的
土
壌
が
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
政
治
に
翻
弄
さ
れ

混
迷
の
度
を
増
す
現
代
ウ
ク
ラ
イ
ナ
社
会
も
、
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
に

鮮
や
か
な
足
跡
を
残
し
た
多
彩
な
芸
術
家
た
ち
も
、
同
じ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の

両
面
な
の
だ
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
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エ
ジ
プ
ト
は「
ナ
イ
ル
川
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、中
東
・

ア
フ
リ
カ
世
界
随
一
の
映
画
大
国
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
で
制
作
さ
れ
た
作

品
は
、
近
隣
ア
ラ
ブ
諸
国
で
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
上
演
さ
れ
る
。
最

近
で
は
娯
楽
も
多
様
化
し
て
い
る
が
、
近
年
ま
で
エ
ジ
プ
ト
の
人
々
に

と
っ
て
映
画
は
最
大
の
娯
楽
で
あ
っ
た
。
映
画
館
は
週
末
と
も
な
れ
ば
い

つ
も
満
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
雰
囲
気
を
持
つ
地
中
海
岸
の
町
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド

リ
ア
に
エ
ジ
プ
ト
初
の
映
画
館
が
誕
生
し
た
の
は
一
八
九
七
年
で
あ
り
、

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
映
画
の
歴
史
は
長
い
。
一
九
二
五
年
に
は
映
画
会
社

が
設
立
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
に
は
初
め
て
の
長
編
映
画
「
ザ
イ
ナ
ブ
」
が

発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
や
っ
て
く
る
の
が
エ
ジ
プ
ト
映
画
の
黄
金

期
と
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
ジ
オ
が
活
発
な
活
動
を

見
せ
、
一
九
三
六
年
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
映
画
祭
に
も
出
品
し
て
い
る
。

　
し
か
し
一
九
五
二
年
に
革
命
が
発
生
し
、
共
和
国
に
な
っ
た
エ
ジ
プ
ト

に
は
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
ナ
セ
ル
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
事
態
は
映
画

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
一
九
五
九
年
に
は
カ
イ
ロ
高
等
映
画
学
院
が
設

立
さ
れ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
追
及
す
る
新
し
い
潮
流
が
映
画
の
世
界
に
も
生

ま
れ
る
。
一
九
六
三
年
に
は
映
画
産
業
も
ま
た
、
国
有
化
さ
れ
る
。
そ
の

中
で
発
表
さ
れ
た
「
ミ
イ
ラ
」（
一
九
六
九
年
）
は
現
在
で
も
エ
ジ
プ
ト
映

画
を
代
表
す
る
よ
う
な
芸
術
性
の
高
い
作
品
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る

映
画
か
ら
見
る
エ
ジ
プ
ト

|
喜
劇
王
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
と
と
も
に

|

報
告

　
八
木
久
美
子

　
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
一
日
、
総
合
文
化
研
究
所
に
お
い
て
、「
映

画
か
ら
見
る
エ
ジ
プ
ト

|
喜
劇
王
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
と
と
も
に

|
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
本
学
非
常
勤
講
師
の
勝
畑
冬
実
先
生
に

よ
る
講
演
が
行
な
わ
れ
た
。

　
勝
畑
先
生
は
早
稲
田
大
学
大
学
院
で
中
国
史
を
学
ば
れ
た
あ
と
、
高
校

で
世
界
史
を
担
当
さ
れ
、
さ
ら
に
本
学
の
大
学
院
で
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム

思
想
を
研
究
し
博
士
号
を
取
ら
れ
た
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
の
持
ち

主
で
あ
る
。
中
東
の
映
画
に
興
味
を
持
た
れ
た
の
は
、
高
校
の
授
業
で
教

材
と
し
て
映
画
を
使
っ
た
と
こ
ろ
、
生
徒
の
関
心
が
一
挙
に
高
ま
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
だ
と
い
う
。
最
初
は
や
は
り
、
日
本
で
の
評
価
も
高
い
イ

ラ
ン
映
画
を
見
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
ア
ラ
ブ
世
界
を
研
究
対
象
に
す
る

こ
と
で
、
関
心
が
ア
ラ
ブ
映
画
、
と
く
に
ア
ラ
ブ
映
画
の
中
心
地
で
あ
る

エ
ジ
プ
ト
の
映
画
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
当
日
の
話
の
流
れ
は
、
ま
ず
エ
ジ
プ
ト
映
画
産
業
史
を
概
観
、
続
い
て

エ
ジ
プ
ト
の
み
な
ら
ず
ア
ラ
ブ
映
画
の
大
物
で
あ
る
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー

ム
と
い
う
俳
優
の
出
演
し
た
数
多
く
の
作
品
の
中
か
ら
代
表
作
に
つ
い

て
分
析
、
最
後
に
近
年
の
作
品
に
み
ら
れ
る
新
し
い
傾
向
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
話
の
焦
点
は
エ
ジ
プ
ト
映
画
の
あ
り
よ

う
が
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
政
治
社
会
的
な
状
況
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
に
当
て
ら
れ
た
。
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と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
革
命
以
前
の
自
由
な
雰
囲
気
が
失

わ
れ
た
こ
と
を
嫌
い
、
多
く
の
映
画
人
が
国
外
に
拠
点
を
移
し
た
。
作
品

数
は
減
り
、
映
画
公
社
内
の
腐
敗
、
堕
落
な
ど
の
問
題
も
エ
ジ
プ
ト
に
お

け
る
映
画
界
の
状
況
悪
化
に
輪
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
七
〇
年
、
ナ
セ
ル
の
死
に
よ
り
大
統
領
に
な
っ
た
サ
ダ
ト
は
映
画

産
業
を
再
び
民
間
部
門
に
移
す
。
エ
ジ
プ
ト
映
画
界
は
活
気
を
取
り
戻
す

が
、
今
回
の
発
表
の
主
人
公
で
あ
る
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
が
俳
優
と
し

て
活
躍
し
始
め
る
の
は
こ
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
よ
り
正
確
に
は

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
頭
か
ら
エ
ジ
プ
ト
で
は
イ
ス

ラ
ム
復
興
現
象
が
顕
著
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
の
声
が
大
き
く
な
る

が
、
こ
の
こ
と
は
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
出
演
す
る
映
画
に
も
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
講
演
の
中
で
は
、
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
数
々
の
作
品
の
中
か
ら
代

表
的
な
作
品
を
い
く
つ
か
挙
げ
、
そ
の
な
か
で
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
が
い
か

に
描
か
れ
る
か
と
い
う
点
に
的
を
絞
っ
て
分
析
が
行
わ
れ
た
。
ア
ー
デ

ル
・
イ
マ
ー
ム
は
俳
優
で
あ
り
、
監
督
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ

ジ
プ
ト
社
会
で
は
総
じ
て
監
督
は
存
在
感
が
小
さ
く
、
俳
優
の
ほ
う
が
広

く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
よ
う
に
映
画
界

を
代
表
す
る
よ
う
な
大
物
俳
優
に
な
る
と
、
彼
の
意
向
が
大
き
く
作
品
の

あ
り
よ
う
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
作
品
に
一
貫
性
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
と
い
う
と
、
あ
ご
髭
を
生
や
し
、
イ
ス
ラ
ム
の
規
範

の
厳
格
な
遵
守
を
声
高
に
主
張
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ

だ
が
、
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
が
演
じ
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
一
言
で
い

え
ば
、
批
判
的
に
描
か
れ
て
い
る
。「
テ
ロ
と
カ
バ
ー
ブ
」（
一
九
九
二
）

お
よ
び
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」（
一
九
九
四
）
が
示
す
と
お
り
、
そ
こ
に
登
場
す

る
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
は
規
範
の
形
式
的
な
遵
守
に
し
か
関
心
が
な
い
。
そ

の
浅
薄
さ
が
笑
い
の
対
象
に
さ
れ
る
の
だ
。

　
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
作
品
の
特
徴
は
、
喜
劇
で
あ
り
な
が
ら
、
強

烈
な
風
刺
が
効
い
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
腐
敗
し
た

政
治
家
、
有
力
者
も
手
厳
し
く
批
判
の
や
り
玉
に
あ
が
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
彼
の
作
品
は
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
彼
の
映
画
に
高
い
芸
術
性
が
あ
る
か
と
言
わ
れ
る
と
、
答
え
に
窮

す
る
。
エ
ジ
プ
ト
映
画
が
日
本
で
は
ま
っ
た
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
の

は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
に
人
類
共
通
の
普
遍
性
と
い
っ
た
も
の
が

な
く
、
エ
ジ
プ
ト
の
現
実
を
知
ら
な
い
者
に
は
理
解
が
難
し
い
か
ら
で
は

な
い
か
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

　
最
後
に
、
近
年
の
若
手
監
督
に
よ
る
作
品
に
は
こ
う
し
た
状
況
を
打
ち

破
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
、
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
後
の
展
開
が
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
一
例
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
、
ア

イ
テ
ン
・
ア
ミ
ー
ン
と
い
う
女
性
監
督
に
よ
る
「
ヴ
ィ
ラ
69
」（
二
〇
一
三
）

は
、
不
治
の
病
を
抱
え
た
初
老
の
建
築
家
が
そ
の
人
生
の
最
後
に
な
っ
て

家
族
と
の
新
し
い
人
間
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
く
様
子
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
を
見
た
だ
け
で
も
作
品
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ

は
わ
か
っ
た
。

　
今
回
の
講
演
に
は
、
イ
ラ
ン
映
画
に
造
詣
の
深
い
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

の
鈴
木
均
先
生
も
ご
出
席
く
だ
さ
り
、
イ
ラ
ン
映
画
と
の
比
較
の
視
点
か

ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ぶ
学
生
を
中

心
に
多
く
の
学
生
が
参
加
し
た
が
、
講
演
終
了
後
、
学
生
た
ち
が
興
奮
し

た
様
子
で
勝
畑
先
生
の
周
り
を
囲
ん
で
い
た
様
子
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。
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が
払
拭
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
日
本
の
「
戦
後
」
は
未
だ
終
わ
っ
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
日
本
や
日
本
人
の
尊
厳
を
遡
及
的
に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
と
『
永
遠
の
0
』

で
は
戦
争
や
天
皇
を
肯
定
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
現
代
に
至
る
「
戦

後
」
を
書
き
替
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
近

年
顕
著
に
な
っ
て
き
た
「
日
本
を
取
り
戻
す
（Take back Japan

）」
風
潮

の
反
映
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
敗
戦
後
」
の
枠
組
み
を
強
く

引
き
ず
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
そ
の
民
衆
へ
の
軽
視
が
見

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
千
石
氏
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
な
ど
懐
疑
論
を
代
表
す
る
思
想
家
を
座

標
軸
と
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
ウ
ィ
リ
ア
ム•

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

や
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
戦
後
作
家
小
島
信
夫
な
ど
を
議
論
さ
れ

た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
民
主
主
義
を
基
本
理
念
と
し
て
成
立
し
て
き
た

国
家
で
あ
る
が
、
民
主
主
義
に
対
す
る
懐
疑
的
な
姿
勢
も
ま
た
一
般
的
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
、
政
治
思
想
家
ア
レ

ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
九
世
紀
前
半
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
各

地
を
見
聞
し
た
経
験
か
ら
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
ィ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
著
し

た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
を
手
放
し
で
賛
美
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
作
家
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
も
ま
た
、

エ
ル
サ
レ
ム
巡
礼
を
題
材
と
し
、
世
界
史
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
長

戦
後
日
本
文
学
と
ア
メ
リ
カ

報
告

　
柴
田
勝
二

日
時
：
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
三
日
（
土
）
一
三
時
三
〇
分
〜
一
七
時

場
所
：
AA
研
大
会
議
室

発
表
者
：
加
藤
典
洋
（
文
芸
評
論
家
）

　
　
　
　
千
石
英
世
（
文
芸
評
論
家
）

　
　
　
　
マ
シ
ュ
ー
・
ス
ト
レ
ッ
カ
ー
（
ウ
ィ
ノ
ナ
州
立
大
教
授
）

　
　
　
　
柴
田
勝
二
（
東
京
外
国
語
大
学
教
授
）

司
会
：
加
藤
雄
二
（
東
京
外
国
語
大
学
准
教
授
）

　
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
柴
田
の
科
研
（
基
盤
Ｃ
、24520207

、
共
同
研
究
者

加
藤
雄
二
）
を
主
体
と
し
、
戦
後
日
本
文
学
と
〈
ア
メ
リ
カ
〉
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
文
芸
評
論
家
の
加
藤
典
洋

氏
、
千
石
英
世
氏
と
、
ア
メ
リ
カ
の
現
代
日
本
文
学
研
究
者
で
あ
る
ウ
ィ

ノ
ナ
州
立
大
学
教
授
の
マ
シ
ュ
ー
・
ス
ト
レ
ッ
カ
ー
氏
を
招
い
て
お
こ
な

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　『
ア
メ
リ
カ
の
影
』
や
『
敗
戦
後
論
』
な
ど
で
、
ア
メ
リ
カ
の
強
い
政

治
的
、
文
化
的
影
響
下
の
も
と
で
進
ん
で
い
っ
た
戦
後
日
本
が
抱
え
た

問
題
を
鋭
く
摘
出
し
た
加
藤
氏
は
、
田
中
康
夫
『
33
年
後
の
な
ん
と
な

く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』、
赤
坂
真
理
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』、
百
田
尚
樹
『
永
遠

の
0
』
と
い
う
近
年
刊
行
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
三
つ
の
作
品
を
取
り
上

げ
、
そ
こ
に
八
〇
年
代
の
日
本
文
学
を
覆
っ
て
い
た
「
ア
メ
リ
カ
の
影
」
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編
詩
『
ク
ラ
レ
ル
』
な
ど
に
お
い
て
、
民
主
主
義
へ
の
批
判
や
懐
疑
的
見

解
を
明
確
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
様
の
懐
疑
が
ア
メ
リ
カ
南
部
を
代
表

す
る
現
代
作
家
で
あ
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
や
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
』

な
ど
の
作
品
で
ア
メ
リ
カ
の
影
響
下
に
置
か
れ
た
戦
後
日
本
を
描
い
た

小
島
信
夫
な
ど
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
。

　
村
上
春
樹
の
研
究
者
で
あ
る
ス
ト
レ
ッ
カ
ー
氏
は
、
最
近
三
冊
目
の
村

上
論
（The F

orbidden W
orlds of H

aruki M
urakam

i

）
を
上
梓
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
村
上
春
樹
の
作
品
世
界
を
対
象
と
す
る
発
表
で
あ
っ
た
。
村
上

の
世
界
で
は
登
場
人
物
が
日
常
世
界
か
ら
非
現
実
性
を
帯
び
た
他
界
的

時
空
に
入
り
込
む
展
開
が
多
く
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
人
間
が
内

に
は
ら
ん
だ
他
界
と
し
て
の
無
意
識
世
界
と
の
交
わ
り
が
村
上
作
品
を

特
徴
づ
け
て
い
る
様
相
が
、
様
々
な
作
品
を
例
に
と
っ
て
語
ら
れ
た
。
ス

ト
レ
ッ
カ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、
村
上
的
な
無
意
識
は
フ
ロ
イ
ト
よ
り
も
そ
の

弟
子
で
あ
っ
た
ユ
ン
グ
の
そ
れ
に
よ
り
近
し
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
を
個

の
枠
組
み
か
ら
解
き
放
っ
て
他
者
と
の
連
携
を
も
た
ら
す
契
機
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
柴
田
が
、
日
本
在
住
の
ア
メ
リ
カ
人
作
家
で
あ
る
リ
ー
ビ
英

雄
の
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
を
対
象
と
す
る
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
リ
ー

ビ
の
主
人
公
は
多
く
の
場
合
作
者
自
身
の
来
歴
を
反
映
し
て
、
日
本
に
も

ア
メ
リ
カ
に
も
帰
属
意
識
を
持
て
ず
、〈
日
本
語
〉
と
い
う
言
語
を
自
身

の
住
み
処
と
す
る
人
物
た
ち
だ
が
、
こ
の
作
品
で
は
リ
ー
ビ
が
帰
国
の
途

上
で
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
勃
発
し
た
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
に
遭

遇
し
た
経
験
を
素
材
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
も
帰
れ
ず
日
本
に
も
戻
れ
な

い
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
た
主
人
公
の
境
遇
と
心
理
に
重
ね
る
形
で
、
こ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
曖
昧
さ
と
い
う
主
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
『
千
々
に
く
だ
け
て
』
に
は
、「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
権
力
」

へ
の
距
離
感
か
ら
日
本
語
に
関
わ
り
始
め
た
リ
ー
ビ
が
抱
く
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
と
し
て
の
意
識
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
主
義
へ
の
抵
抗
と
し
て

テ
ロ
行
為
を
起
こ
し
た
ム
ス
リ
ム
へ
の
秘
か
な
共
鳴
が
見
出
さ
れ
、
そ
こ

に
冷
戦
終
結
後
の
世
界
へ
の
批
判
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

主
旨
で
あ
っ
た
。

　
四
人
の
登
壇
者
の
発
表
が
そ
れ
ぞ
れ
や
や
長
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
聴
衆
か
ら
の
質
疑
の
時
間
は
十
分
に
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
主
に
留
学
生
の
院
生
を
中
心
と
し
て
、
文
学
の
歴
史
的
研
究
と
文

化
的
研
究
（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
の
差
違
（
加
藤
氏
へ
）
や
、

村
上
春
樹
の
世
界
に
繰
り
返
し
現
れ
る
「
井
戸
」
と
「
無
意
識
（
イ
ド
）」

と
の
関
係
（
ス
ト
レ
ッ
カ
ー
氏
へ
）
な
ど
へ
の
質
問
が
出
さ
れ
、
登
壇
者

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
丁
寧
な
説
明
が
な
さ
れ
た
。
現
代
の
代
表
的
な
評
論
家
、

研
究
者
を
招
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
が
、
聴
衆
は
最
後
ま
で
熱

心
に
発
表
と
質
疑
に
耳
を
傾
け
て
お
り
、
現
代
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関

わ
り
を
考
え
る
た
め
の
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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煌
め
き
と
暗
黒
の
記
憶    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ュ
ッ
ト
・
カ
イ
著
、
岡
田
知
子
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   『
追
憶
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会

　
二
〇
一
四
年
六
月

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
し
て
の
記
憶
の
記
録
と
継
承

　
本
書
『
追
憶
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
』
は
、
ア
ジ
ア
文
学
の
新
た
な
息
吹
を

伝
え
る
〈
物
語
の
島 

ア
ジ
ア
〉
シ
リ
ー
ズ
第
二
弾
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

現
在
七
四
歳
に
な
る
在
仏
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
作
家
チ
ュ
ッ
ト
・
カ
イ
氏
が
、

三
九
歳
で
難
民
と
し
て
パ
リ
に
渡
る
以
前
の
、
自
然
豊
か
な
故
郷
カ
ン
ボ

ジ
ア
で
の
自
伝
的
回
想
を
元
に
し
た
、
郷
愁
と
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
三
篇

の
小
説
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
以
外
の
読
者

を
対
象
と
す
る
著
者
初
の
翻
訳
書
で
あ
り
、
世
界
に
紹
介
さ
れ
る
き
っ
か

け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
、
世
界
各
地
で
故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
す
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
よ
る
文

学
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
も
ま
た
、
戦
火
の
中
で
多
く
の
難

民
を
生
み
出
し
た
地
で
あ
る
。
特
に
、
一
九
七
五
年
四
月
か
ら
三
年
八
カ

月
に
及
ぶ
、
極
左
共
産
主
義
の
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
政
権
（
日
本
で
は

一
般
に
指
導
者
の
名
前
を
と
っ
て
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
と
呼
ぶ
）
下
で
は
、
前
政

権
の
公
務
員
、
教
員
な
ど
国
の
将
来
を
担
う
大
多
数
の
知
識
人
が
「
革
命

の
敵
」
と
し
て
粛
清
さ
れ
亡
く
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
尊
ば
れ
て
い

た
仏
教
、
家
族
、
教
育
な
ど
旧
来
の
文
化
、
社
会
制
度
が
一
夜
に
し
て
否

定
さ
れ
、
徹
底
的
に
破
壊
の
対
象
と
な
っ
た
。
辛
く
も
生
き
残
っ
た
知
識

人
の
多
く
も
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
各
地
に
難
民
と
し
て
離
散
し

た
。巻

末
の
訳
者
解
説
に
よ
る
と
、
著
者
チ
ュ
ッ
ト
・
カ
イ
氏
は
、
フ
ラ
ン

ス
植
民
地
時
代
末
期
の
一
九
四
〇
年
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
東
部
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ

ム
州
に
あ
る
、
メ
コ
ン
河
の
中
州
、
ソ
ム
ラ
オ
ン
島
で
生
ま
れ
た
。
豊
か

な
兼
業
農
家
の
子
で
あ
っ
た
が
、
兄
弟
十
一
人
の
う
ち
公
教
育
を
受
け
た

の
は
末
子
の
彼
だ
け
で
あ
っ
た
。
カ
イ
氏
の
就
学
歴
は
、
地
元
の
寺
院
学

校
、
フ
ラ
ン
ス
学
校
に
お
け
る
初
等
教
育
か
ら
始
ま
り
、
名
門
シ
ハ
ヌ
ー

ク
高
等
中
学
校
、
シ
ソ
ワ
ッ
ト
高
等
中
学
校
を
経
て
、
大
学
教
育
ま
で
受

け
大
成
し
た
。
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
政
権
前
に
は
、
法
科
経
済
大
学
学

長
と
し
て
エ
リ
ー
ト
街
道
を
歩
ん
で
お
り
、
作
家
と
し
て
も
活
躍
し
て
い

た
。
し
か
し
、
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
政
権
下
で
は
、
こ
う
し
た
華
々
し

い
経
歴
は
偽
ら
ざ
る
を
え
ず
、
農
民
と
し
て
息
を
ひ
そ
め
、
奇
跡
的
に
殺

害
を
免
れ
た
。
亡
く
な
っ
た
多
く
の
同
胞
た
ち
の
鎮
魂
の
た
め
、
将
来
に

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
歴
史
の
生
き
た
記
憶
を
継
承
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

タ
ク
シ
ー
運
転
手
を
し
な
が
ら
時
間
を
つ
く
り
、
歴
史
の
生
き
証
人
で
あ

る
自
ら
の
記
憶
を
記
録
と
し
て
紡
ぐ
べ
く
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
あ

ふ
れ
ん
ば
か
り
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
の
思
い
は
、
後
述
す
る
カ
イ
氏
の
作
品

の
中
に
あ
る
「
母
国
」
と
は
何
か

|
の
項
か
ら
、ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
く
る
。

　
特
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
共
産
主
義
、
社
会
主
義
政
権
下
で
の
公
的

な
歴
史
的
記
録
は
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
で
あ
り
、
実
際
の
人
々
の
記
憶

が
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
往
時
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
人

の
記
憶
を
元
に
し
た
、
政
治
的
批
判
を
含
め
な
が
ら
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
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経
験

|
文
化
、
社
会
の
在
り
方
を
問
う
知
的
検
証
は
、
自
由
に
発
言

で
き
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
外
の
地
か
ら
だ
か
ら
こ
そ
、
早
期
よ
り
可
能
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
カ
イ
氏
が
先
便
を
つ
け
た
こ
の
文
学
を
通
じ
た
知

的
生
産
が
、
今
後
も
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。『
ピ
エ
リ

ア
』（
二
〇
一
四
年
春
号
）
に
寄
せ
ら
れ
た
「
日
本
の
読
者
へ
の
著
者
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
に
あ
る
一
文
、「
文
化
、
文
学
、
文
字
は
偉
大
な
力
を
持
っ
た

剣
と
し
て
民
族
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
」（
六
四
）

|

は
、
暴
力
的
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
た
著
者
の
言
葉
だ
け
に
お
も
く
、
そ
し

て
力
強
い
。

日
本
に
お
け
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
学
紹
介
の
パ
イ
オ
ニ
ア

　
本
書
の
訳
者
、
岡
田
知
子
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
稀
有
な
カ
ン
ボ
ジ
ア

文
学
研
究
者
と
し
て
、
国
際
的
に
も
精
力
的
な
研
究
活
動
を
行
っ
て
こ
ら

れ
た
。
ま
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
学
の
様
々
な
良
作
を
、
親
し
み
や
す
い
リ
ズ

ミ
カ
ル
な
翻
訳
で
、
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
岡
田
氏
の
翻
訳
に
よ
り
、

今
日
我
々
は
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
近
現
代
文
学
史
と
、
対
仏
独
立
以

降
の
激
し
い
政
治
的
変
遷
と
厳
し
い
統
制
の
な
か
で
苦
闘
し
て
き
た
状

況
、
ま
た
識
字
率
が
低
く
出
版
状
況
が
難
し
く
と
も
、
脈
々
と
銘
う
っ
て

こ
ら
れ
た
作
家
達
の
熱
き
思
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
巻
末
の
「
訳
者
解
説
」
は
、
こ
う
し
た
訳
者
の
長
年
の
研
究
の
厚
み
が

感
じ
ら
れ
、読
み
ご
た
え
が
あ
る
。
著
者
カ
イ
氏
が
、本
書
を
書
く
に
至
っ

た
時
代
状
況
、
場
所
な
ど
の
背
景
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
現
代
史
に
明
る
く
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
訳
者
解
説
を
読

ん
で
か
ら
本
文
を
読
む
と
、
歴
史
的
背
景
が
わ
か
っ
た
う
え
で
当
時
の
状

況
が
理
解
で
き
、
作
品
の
奥
行
き
が
よ
り
深
く
味
わ
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

メ
コ
ン
河
岸
の
故
郷

|
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
の
記
憶

　
さ
て
、
本
書
の
構
成
を
み
て
い
く
。
本
書
に
は
、
著
者
自
身
の
過

去
の
事
実
を
元
に
し
て
書
か
れ
た
三
篇
の
小
説

|
「
寺
の
子
ど
も
」

（
二
〇
〇
五
）、「
フ
ラ
ン
ス
学
校
の
子
ど
も
」（
二
〇
一
〇
）、「
か
わ
い
い

水
牛
の
子
」（
二
〇
〇
九
）
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
（
括
弧
内
はSIPA

R

に

よ
る
出
版
年
）。
い
ず
れ
の
話
も
舞
台
は
、
メ
コ
ン
河
岸
に
あ
る
故
郷
、
コ

ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
初
の
二
篇
が
、
寺
院
学
校
の
寄

宿
舎
で
過
ご
し
た
幼
少
期
、
フ
ラ
ン
ス
学
校
に
進
ん
だ
少
年
時
代
の
思
い

出
に
つ
い
て
。
最
後
の
一
篇
は
、
そ
の
後
日
談
と
し
て
、
成
人
し
家
庭
を

持
っ
た
後
、
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
政
権
の
下
、
家
族
で
各
地
を
流
浪
す

る
暗
黒
の
日
々
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
う
ち
第
一
、
第
三
篇
は
一
九
九
〇
年
、
在
米
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
向
け
新
聞

に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
第
二
篇
も
加
え
ら
れ
、
各
篇
ご
と
に
フ
ラ
ン

ス
系N

G
O

 SIPA
R

に
よ
っ
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
で
児
童
書
の
シ
リ
ー

ズ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
無
論
内
容
的
に
は
、
児
童
向
け
に
特
定
し
て
描

か
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
自
社
会
を
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
も
内
省

的
に
捉
え
る
視
点
、
少
年
期
の
葛
藤
と
成
長
を
描
い
た
本
作
は
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
青
少
年
が
読
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
舞
台
と
な
る
、
カ
イ
氏
の
物
心
と
も
に
豊
か
な
少
年
時
代
が
育

ま
れ
た
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
随
一
の
人
口
の
多
さ
を

誇
る
。
内
戦
以
前
よ
り
、
メ
コ
ン
河
岸
に
広
が
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
タ
バ

コ
、
マ
メ
な
ど
の
換
金
作
物
が
と
れ
る
豊
か
な
畑
作
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
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る
（
二
〇
一
三
年
に
行
政
の
合
理
化
を
理
由
と
し
て
、
州
の
東
側
が
ト
ゥ
ボ
ー

ン
・
ク
モ
ム
州
と
し
て
分
割
さ
れ
た
）。
州
都
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
市
は
、
ゆ
っ

た
り
と
流
れ
る
メ
コ
ン
河
岸
に
接
し
、
仏
領
期
の
瀟
洒
な
建
物
の
残
る
緑

豊
か
な
美
し
い
都
市
で
あ
る
。
植
民
地
時
代
に
は
、
ゴ
ム
農
園
な
ど
の
大

規
模
な
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
河
川
交
通
に
よ
る
商
業
も
発
達
し
、
そ
れ

ま
で
治
水
等
の
関
係
で
あ
ま
り
ク
メ
ー
ル
人
が
居
住
し
て
い
な
か
っ
た

大
河
メ
コ
ン
河
沿
い
の
自
然
堤
防
上
や
中
州
に
華
人
、
ベ
ト
ナ
ム
人
を
は

じ
め
と
す
る
様
々
な
民
族
の
人
が
混
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
本
作
の
な
か
で
、
学
校
に
集
う
子
ど
も
た
ち
の
背
景
も
様
々
な
民

族
、
職
業
、
経
済
状
況
が
多
面
的
に
描
か
れ
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
ク
メ
ー

ル
人
社
会
一
辺
倒
で
は
な
い
、
多
様
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
寺
院

の
僧
侶
、
檀
家
、
船
着
き
場
の
人
、
近
隣
の
商
家
や
村
長
な
ど
、
子
ど

も
の
世
界
を
取
り
巻
く
大
人
の
世
界
の
事
情
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
は
、
こ
の
よ
う
に
内
陸
に
あ
り
な
が
ら
、
河
川
、

商
業
、
多
民
族
性
を
通
じ
て
、
外
部
世
界
に
開
か
れ
た
空
気
の
あ
る
土
地

柄
で
あ
る
。
カ
イ
氏
の
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
お
お
ら
か
な
感
覚
が
育
ま
れ

た
の
も
、
こ
う
し
た
ゆ
っ
た
り
と
し
た
豊
か
で
多
面
的
な
環
境
に
あ
る
で

あ
ろ
う
。「
フ
ラ
ン
ス
学
校
の
子
ど
も
」
の
中
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
は
、「
母

国
、
こ
の
素
晴
ら
し
き
も
の

　
と
う
と
う
と
流
れ
ゆ
く
河

　
静
寂
な
濃こ

み
ど
り緑

の
森

　
広
々
と
し
た
碁
盤
の
目
の
水
田
」（
九
一
）
と
き
ら
め
く
情
景
が

描
か
れ
る
。

チ
ュ
ッ
ト
・
カ
イ
氏
と
学
校

　
さ
て
、
前
半
の
二
作
品
「
寺
の
子
ど
も
」、「
フ
ラ
ン
ス
学
校
の
子
ど

も
」
か
ら
読
み
取
れ
る
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
「
学
校
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な

場
所
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
に
描
か
れ
て
い
る
学
校
の
校
舎
、
様
々
な
教
師

像
、
生
徒
像
を
通
じ
て
、
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
お
け
る
公
教
育
制
度
は
、
既
存
の
読
み
書
き
等
の
教
育
を
し
て
い
た

寺
子
屋
を
基
に
し
て
、仏
領
期
に
確
立
さ
れ
る
。「
寺
の
こ
ど
も
」
の
冒
頭
、

カ
イ
の
親
友
チ
ャ
イ
の
父
親
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
政
府
の
政
策
で
子
ど

も
を
学
校
に
行
か
せ
な
い
と
逮
捕
さ
れ
る
と
思
い
、
あ
わ
て
て
寺
院
学
校

に
進
学
さ
せ
る
。
ま
た
著
者
の
次
の
進
学
先
を
描
い
た
「
フ
ラ
ン
ス
学
校

の
子
ど
も
」
で
は
、た
び
た
び
村
人
が
、学
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
を
「
将

来
の
役
人
」
と
し
て
期
待
の
眼
差
し
で
み
る
場
面
が
で
て
く
る
。
仏
領
期

に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
は
役
人
に
な
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
解
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
村
人
の
目
に
見
え
る
世

界
が
乖
離
し
て
い
る
様
子
も
伺
え
る
。

　
学
校
は
、
生
き
る
の
に
必
要
な
道
徳
教
育
の
場
で
も
あ
っ
た
。
寺
院
学

校
時
代
、
カ
イ
と
親
友
チ
ャ
イ
は
、
同
じ
州
内
の
寺
院
の
寄
宿
舎
に
泊
ま

り
僧
侶
の
世
話
を
し
な
が
ら
、
基
本
的
な
読
み
書
き
、
経
典
な
ど
を
学
ん

だ
。
上
座
仏
教
寺
院
は
、
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
大
人
の
道
徳
的
教
育
も

担
っ
て
い
た
社
会
の
中
心
的
場
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
時
に
少
年

期
特
有
の
好
奇
心
か
ら
規
範
を
逸
脱
し
た
い
と
い
う
誘
惑
に
か
ら
れ
る
。

一
方
で
、
寺
院
で
の
教
育
が
し
み
こ
み
、
後
に
な
っ
て
そ
の
対
価
と
し
て

の
罪
と
罰
に
お
び
え
も
す
る
。
少
年
時
代
の
日
々
が
、
時
に
排
泄
物
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
で
笑
い
を
取
り
つ
つ
、
ユ
ー
モ
ア
や
恋
心
を
交
え
て
描
か

れ
る
。
カ
イ
氏
は
前
述
の
通
り
、
内
戦
前
作
家
で
あ
り
、
大
学
の
学
長
に

も
な
っ
た
教
育
者
で
も
あ
る
。
そ
の
造
詣
の
深
い
教
育
者
と
し
て
の
側
面

か
ら
の
、
教
師
と
は
、
生
徒
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

|
と
い
っ
た
問

い
か
け
は
、
時
代
や
地
域
を
超
え
て
共
通
す
る
課
題
で
あ
る
。
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カ
ン
ボ
ジ
ア
の
歴
史
観
、
国
家
観

　「
フ
ラ
ン
ス
学
校
の
子
ど
も
」
の
中
で
、
生
徒
に
愛
さ
れ
て
い
る
教
師

サ
オ
ム
先
生
は
、「
母
国
」
と
い
う
文
章
を
教
え
た
際
、「『
母
国
』（
ミ
ア

ト
プ
ム
）
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
」
と
質
問
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、
自
分

の
住
む
村
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
山
や
川
な
ど
具
体
的
な
身
の
回
り
に
見
え
る

も
の
を
答
え
た
（
一
〇
〇
─
一
〇
二
）。
サ
オ
ム
先
生
は
、
子
ど
も
た
ち
に

語
り
か
け
る
。

「
お
前
た
ち
が
言
っ
た
こ
と
は
全
部
正
し
い
ぞ
。
も
う
少
し
足
す
と
す
れ

ば
、『
母
国
』
っ
て
い
う
の
は
、寺
や
舟
、牛
や
水
牛
の
引
く
荷
車
だ
け
じ
ゃ

な
い
。『
母
国
』
は
、
お
前
た
ち
が
毎
日
一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
る
文
字
や
、

ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
ラ
オ
ス
と
の
国
境
や
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
知
識
人
や
作

家
た
ち
、
そ
れ
か
ら
敵
ど
も
に
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
土

を
守
ろ
う
と
す
る
勇
気
、
確
か
な
独
立
心
、
真
の
愛
国
心
、
そ
れ
か
ら
ま
っ

と
う
な
誠
実
さ
だ
。

『
母
国
』
は
、
お
前
た
ち
や
先
生
、
そ
し
て
金
持
ち
だ
ろ
う
と
貧
乏
人
だ

ろ
う
と
、
偉
い
お
役
人
だ
ろ
う
と
、
軍
人
だ
ろ
う
と
、
手
足
が
不
自
由
で

も
物
乞
い
で
も
、
と
に
か
く
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
み
ん
な
の
こ
と
だ
。『
母
国
』

は
、
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
七
世
［
ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
の
最
盛
期
を
統
治
し

た
王
］
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
将
軍
、
指
導
者
の
こ
と
だ
。『
母
国
』
は
、

自
由
が
あ
り
、
秩
序
正
し
く
、
統
制
が
と
れ
て
い
る
こ
と
だ
」（
一
〇
〇

─
一
〇
二
）

　
つ
ま
り
、
サ
オ
ム
先
生
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
「
母
国
」
と
は
、
単
純
に

出
生
し
た
国
で
は
な
く
、
高
潔
な
理
想
の
国
家
、
人
間
性
と
し
て
す
ら
描

か
れ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
の
幹
部
ら
も
、
元
は
理

想
に
燃
え
る
若
き
教
師
た
ち
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
彼
ら

の
高
邁
な
理
想
の
国
づ
く
り
は
、
ど
こ
で
踏
み
外
し
た
の
か
。
作
中
に
時

折
、「
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
」
の
言
葉
を
使
用
し
た
こ
と
を
謝
る
著
者

の
姿
が
垣
間
見
え
る
。

サ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
類
に
記
入
し
始
め
た
が
、
両
親
の
資
産
に
関

す
る
質
問
の
と
こ
ろ
で
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
サ
ン

の
両
親
は
「
貧
農
」

|
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
ク
メ
ー
ル
・

ル
ー
ジ
ュ
用
語
で
す

|
で
は
な
か
っ
た
の
だ
（
一
一
〇
─
一
一
一
）。

　
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
と
も
と
あ
っ
た
言
葉
を
、
共
産

主
義
に
適
合
し
た
用
語
と
し
て
改
め
て
採
用
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
新
し

い
造
語
も
あ
っ
た
。
言
葉
の
も
つ
政
治
性
を
十
分
理
解
し
て
い
る
著
者
で

あ
り
な
が
ら
、
三
年
八
カ
月
の
間
に
身
に
沁
み
こ
ん
だ
言
葉
は
、
嫌
悪
感

を
抱
く
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
自
分
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
し
て

吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ハ
ッ
と
気
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。

次
代
へ
の
絶
望
と
希
望

　
三
篇
目
の
「
水
牛
の
子
」
で
は
、
大
人
に
な
っ
た
カ
イ
氏
が
家
族
を
連

れ
、
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
政
権
末
期
の
混
乱
に
よ
り
、
移
住
を
迫
ら
れ

各
地
を
放
浪
す
る
日
々
が
書
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、偶
然
『
学
校
へ
』
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と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
の
本
を
拾
う
。
本
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
本
で
学
ん

だ
子
ど
も
時
代
を
思
い
出
し
、
ひ
と
り
笑
っ
て
い
る
と
、
ふ
と
長
女
ニ
ニ

タ
に
「
お
父
さ
ん
な
ん
で
笑
っ
て
い
る
の
？

　
フ
ラ
ン
ス
語
が
読
め
る

の
？
」、「
勉
強
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ね
」（
二
一
〇
）
と
言
わ
れ
る
。「
私

は
胸
が
詰
ま
り
そ
う
だ
っ
た
。
私
の
あ
と
を
継
ぐ
者
は
、
目
が
見
え
な
い

者
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
」
カ
イ
氏
と
同
じ
よ
う
な
近
代
的
教
育
を
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
我
が
子
の
状
況
に
心
を
痛
め
る
。

　
ま
た
長
女
ニ
ニ
タ
は
、
ど
ん
底
の
中
で
希
望
も
与
え
て
く
れ
た
。
出

自
を
知
ら
れ
る
の
が
怖
く
、
隣
人
を
も
信
じ
ら
れ
な
い
疑
心
暗
鬼
の
日
々

の
カ
イ
氏
で
あ
っ
た
が
、
娘
ニ
ニ
タ
と
彼
女
を
慕
う
水
牛
の
子
ど
も
ニ
ー

と
の
間
に
無
償
の
親
愛
関
係
が
築
か
れ
る
の
を
目
に
す
る
。
ク
メ
ー
ル
・

ル
ー
ジ
ュ
政
権
下
で
傷
つ
い
た
信
頼
関
係
を
取
り
戻
し
、
時
代
の
先
に
見

え
る
光
が
差
し
込
む
か
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
作
品
の
タ
イ
ト

ル
に
も
な
っ
て
い
る
。
本
篇
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
、
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム

州
都
か
ら
、
生
き
る
た
め
の
仕
事
を
探
し
に
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
へ
と
旅
立

つ
様
子
が
描
か
れ
る
。
舟
を
待
つ
夜
、「
夕
食
が
終
わ
る
と
私
は
ニ
ニ
タ

を
連
れ
て
日
が
沈
む
の
を
見
に
行
っ
た
。
風
が
わ
ず
か
に
吹
き
、
さ
ざ
波

が
岸
に
打
ち
寄
せ
る
。
対
岸
は
子
供
の
頃
、
何
年
も
住
ん
で
い
た
コ
ン
ポ

ン
チ
ャ
ム
の
町
だ
。
太
陽
が
沈
む
と
暗
闇
が
バ
ッ
ト
川
の
岸
辺
を
覆
い
、

何
も
見
え
な
く
な
っ
た
」（
二
一
九
）。
楽
し
か
っ
た
子
ど
も
時
代
を
過
ご

し
た
地
を
対
岸
か
ら
眺
め
、
懐
か
し
む
と
と
も
に
別
れ
を
告
げ
、
ま
た
新

た
な
世
界
へ
と
旅
立
つ
著
者
の
決
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
カ
イ
氏
が
フ
ラ
ン
ス
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
三
十
年
余
、
今
日
市
場

経
済
化
で
湧
く
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
教
育
に
ア
ク
セ
ス
で
き

な
い
農
村
地
域
の
子
ど
も
た
ち
の
存
在
は
大
き
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
も
、
か
つ
て
カ
イ
少
年
が
経
験
し
た
先
生
方
の
金
言
の
よ
う
に
、
教

育
に
は
必
ず
子
ど
も
の
心
を
照
ら
す
可
能
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
内
戦

等
を
経
て
、
カ
イ
氏
の
よ
う
な
高
齢
の
教
育
者
の
数
は
激
減
し
て
し
ま
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
知
識
人
に
よ
る
故
郷
へ
の
思
い
、
教
育

観
、
国
家
観
、
な
ど
知
る
に
あ
た
り
、
本
書
の
よ
う
な
書
物
を
読
む
こ
と

は
、
深
い
洞
察
を
得
ら
れ
大
い
に
参
考
に
な
る
に
違
い
な
い
。

                                                                                          （
朝
日
由
実
子
）
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丹
羽
京
子
編
訳

『
ベ
ン
ガ
ル
詩
選
集
：
も
う
一
つ
の
夢
』

大
同
生
命
国
際
文
化
基
金

　
二
〇
一
三
年
九
月

　
本
書
は
、
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
（
一
八
六
一
─
一
九
四
一
）
を
引
き
継
ぐ
ベ

ン
ガ
ル
詩
人
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
ベ
ン
ガ
ル
詩
作
品
の
訳
詩
集
で

あ
り
、
訳
者
丹
羽
京
子
氏
が
選
ん
だ
現
代
ベ
ン
ガ
ル
詩
を
代
表
す
る
七
名

の
詩
人
が
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
訳
者
は
、
訳
詩
と
と
も
に
、
ベ

ン
ガ
ル
詩
を
理
解
す
る
上
で
有
益
な
詩
人
の
閲
歴
を
、
訳
詩
の
冒
頭
と
巻

末
の
解
説
で
丁
寧
に
紹
介
し
て
い
る
。
読
者
は
ベ
ン
ガ
ル
詩
人
の
、
い
わ

ば
「
個
の
輪
郭
」
に
触
れ
つ
つ
、か
れ
ら
の
詩
行
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

訳
者
は
、
タ
ゴ
ー
ル
以
降
の
ベ
ン
ガ
ル
詩
の
潮
流
の
特
徴
を
以
下
の
よ

う
に
概
観
し
て
い
る
。

ベ
ン
ガ
ル
現
代
詩
は
巨
人
タ
ゴ
ー
ル
を
乗
り
越
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
本
格
的
に
展
開
す
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
代

に
登
場
し
た
ジ
ボ
ナ
ノ
イ
ド
を
は
じ
め
と
す
る
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た
。
新
し
い
世
代
の
詩
人
た
ち
は
、
た
だ
目
の
前
に
聳
え
立
つ
が

ご
と
く
の
タ
ゴ
ー
ル
を
乗
り
越
え
た
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
い
、
そ
こ

に
は
タ
ゴ
ー
ル
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
実
な
理
由
が
あ
っ
た
。

世
界
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
り
、
彼
ら
の
心
情
も
タ
ゴ
ー
ル
亡
き
あ
と
、

ベ
ン
ガ
ル
を
ふ
た
つ
に
引
き
裂
い
た
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
分
離
独
立

と
そ
の
後
の
混
乱
の
時
代
を
生
き
、
そ
し
て
な
に
よ
り
こ
の
世
代
は
、
こ

う
し
た
混
沌
と
し
た
歴
史
を
背
景
に
、
ベ
ン
ガ
ル
文
学
史
上
初
め
て
「
神

な
き
」
世
界
を
生
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
世
界
に
お
け
る
表
現
を
せ
ま
ら

れ
た
の
で
あ
る
。（
二
四
〇
頁
）

　
本
書
で
採
り
あ
げ
ら
れ
た
ベ
ン
ガ
ル
詩
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
、
タ

ゴ
ー
ル
の
圧
倒
的
な
存
在
感
の
中
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
神
な
き
世
界
」

の
地
平
へ
と
踏
み
出
し
た
詩
人
た
ち
で
あ
る
。
ジ
ボ
ナ
ン
ド
・
ダ
ー
シ
ュ

（
一
八
九
九
─
五
四
）
は
、
ベ
ン
ガ
ル
現
代
詩
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
さ
れ
る

「
ボ
ノ
ロ
タ
・
シ
ェ
ー
ン
」
を
発
表
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
タ
ゴ
ー
ル
以

後
の
ベ
ン
ガ
ル
詩
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
り
、
ブ
ッ
ド
デ
ブ
・
ボ
シ
ュ

（
一
九
〇
八
─
七
四
）
は
、
現
代
ベ
ン
ガ
ル
詩
の
指
標
と
さ
れ
る
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
『
現
代
ベ
ン
ガ
ル
詩
』（
一
九
四
〇
年
）
の
編
集
な
ど
で
ベ
ン
ガ
ル
詩

の
普
及
に
も
貢
献
し
、
理
論
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
詩
人
で
あ
る
。
共
産

主
義
運
動
に
も
深
く
か
か
わ
っ
た
経
験
を
も
つ
シ
ュ
バ
シ
ュ
・
ム
コ
ッ
パ

ダ
エ
（
一
九
一
九
─
二
〇
〇
三
）、
社
会
派
と
抒
情
性
を
併
せ
持
っ
た
シ
ョ

ン
コ
・
ゴ
ー
シ
ュ
（
一
九
三
二
─
二
〇
一
三
）、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
の

苦
闘
の
中
で
詩
を
発
表
し
続
け
な
が
ら
独
自
の
詩
風
を
確
立
し
た
シ
ョ

ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ
ト
パ
ッ
ダ
エ
（
一
九
三
三
─
九
五
）、
哲
学
的
な
詩
風
を

も
つ
ビ
ノ
エ
・
モ
ジ
ュ
ム
ダ
ル
（
一
九
三
四
─
二
〇
〇
六
）、
ベ
ン
ガ
ル
詩

の
現
代
的
可
能
を
切
り
開
き
続
け
る 

ジ
ョ
エ
・
ゴ
ー
シ
ャ
ミ
（
一
九
五
四

─
）、
な
ど
、
い
ず
れ
も
個
性
豊
か
な
経
歴
を
も
つ
詩
人
た
ち
で
あ
る
。

彼
ら
の
生
涯
と
詩
に
は
、
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
た
ベ
ン
ガ
ル
語
圏
に
お
け
る

文
学
の
運
命
と
詩
人
の
魂
の
軌
跡
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

訳
詩
集
全
体
を
通
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル
語
の
詩
群
の
中
に
、
ベ
ン
ガ
ル
の

瑞
々
し
い
自
然
風
土
へ
の
詩
人
た
ち
の
深
い
思
い
入
れ
の
反
映
が
読
み

取
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
詩
人
た
ち
の
内
面
の
葛
藤
と
呻
吟
が
、
広
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大
な
自
然
界
と
人
間
と
の
内
的
な
対
話
の
延
長
線
上
で
、
か
れ
ら
の
詩
的

想
像
力
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ボ
ナ
ン

ド
の
詩
に
み
ら
れ
る
、「
生
命
の
抑
え
が
た
い
青
い
酔
い
で
」（
二
一
頁
）、

あ
る
い
は
、「
別
れ
の
物
語
の
灰
色
が

　
そ
の
つ
や
の
な
い
髪
に
映
る
だ

ろ
う
」（
三
五
頁
）、
と
い
っ
た
鋭
利
で
斬
新
な
詩
句
に
つ
い
て
も
、
詩
人

に
と
っ
て
の
切
実
な
思
い
が
詩
と
し
て
昇
華
す
る
過
程
に
ベ
ン
ガ
ル
の

自
然
風
土
が
現
代
的
解
釈
を
経
た
上
で
介
在
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
ベ
ン
ガ
ル
の
生
活
空
間
（
例
え
ば
、
西
ベ
ン
ガ
ル
の
都
市
コ
ル
カ
タ

へ
の
愛
着
な
ど
）
や
、
詩
に
織
り
込
ま
れ
た
多
種
多
様
な
草
木
の
名
称
（
例

え
ば
、
カ
ー
シ
ュ
、
ジ
ャ
ム
、
タ
マ
リ
ス
ク
、
ク
リ
シ
ュ
ン
ジ
ョ
チ
ュ
ラ
、
デ

ボ
ダ
ル
、
ジ
ャ
ム
ル
ル
、
ビ
ン
ロ
ウ
、
シ
ウ
リ
、
ボ
ク
ル
、
バ
ニ
ヤ
ン
、
ト
ゴ
ル
、

シ
ウ
リ
、
な
ど
）
も
、
と
り
わ
け
ベ
ン
ガ
ル
の
読
者
に
独
特
の
詩
情
を
喚

起
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
、
水
面
に
映
る
蒼
穹
は
、
地
上
と
天
空
が
相
互
に
呼
応
す
る

か
の
よ
う
に
、「
銀
色
の
水
は
仰
向
け
に
な
っ
て
夢
を
見
る
」（
四
〇
頁
）

と
表
現
さ
れ
る
一
方
で
、
詩
人
は
、
豊
饒
な
自
然
を
、
た
め
ら
う
こ
と
な

く
「
無
機
的
な
」
人
間
の
生
活
世
界
に
美
し
く
詩
に
読
み
込
む
。

輝
け
る
河
の
収
穫

　
　
　
山
ま
た
山
と
積
ま
れ
て
い
く
イ
リ
シ
ュ
の
死
体

そ
れ
は
河
の
重
み
の

　
　
歓
喜
溢
れ
る
死
の
山
で
あ
る

　
　
そ
れ
か
ら

コ
ル
カ
タ
の
セ
ピ
ア
色
の
朝
に
は

　
家
々
で
イ
リ
シ
ュ
を
揚
げ
る
香
り

「
イ
リ
シ
ュ
（
ベ
ン
ガ
ル
の
雨
季
を
代
表
す
る
川
魚
）」

（
ブ
ッ
ド
デ
ブ
作
）

　

　
人
間
社
会
も
、
ベ
ン
ガ
ル
の
自
然
界
の
運
行
の
中
で
は
、「
葉
を
つ
け

た
ま
ま
枯
れ
た
枝
」（
一
五
六
頁
）
と
い
う
隠
喩
と
な
っ
て
表
さ
れ
る
。
ま

た
、
時
に
、
ベ
ン
ガ
ル
の
「
森
」
は
、
あ
て
ど
な
く
浮
遊
し
、
孤
立
す
る

人
間
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
も
包
み
こ
む
太
古
の
「
自
然
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
登
場
す
る
。

わ
た
し
た
ち
は

　
　
森
よ
り
も
っ
と
古
い
森
へ
と
漂
っ
て
行
っ
た

朽
ち
る
こ
と
の
な
い
葉
っ
ぱ
の
切
手
も

そ
こ
で
は
石
に
溶
け
て
し
ま
う
と
い
う

　
そ
ん
な

世
界
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ

　
　
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
だ
け
の
国
へ
と

わ
た
し
た
ち
は
漂
っ
て
行
っ
た

「
晩
秋
の
森
で
わ
た
し
は
郵
便
配
達
を
」

（
シ
ョ
ク
テ
ィ
作
）

　　
本
書
の
訳
詩
は
ベ
ン
ガ
ル
語
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
形
が
わ
か
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
て
い
る
が
、
訳
者
に
よ
る
解
説
を
通
じ
て
も
、
ベ
ン
ガ
ル
詩

の
表
現
す
る
内
容
と
形
式
の
問
題
が
ベ
ン
ガ
ル
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
ど

れ
ほ
ど
深
刻
な
意
味
あ
い
を
持
っ
た
か
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
点
で
、
特

に
興
味
深
い
の
が
、
ベ
ン
ガ
ル
詩
の
詩
形
の
多
様
性
で
あ
る
。

　
元
来
、
ベ
ン
ガ
ル
詩
は
韻
律
を
重
要
視
し
て
き
た
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
時

代
に
ベ
ン
ガ
ル
詩
の
韻
律
が
大
々
的
に
組
み
直
さ
れ
て
以
来
、
現
代
詩
は

そ
の
大
枠
の
な
か
で
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
い
う
。
注
目
さ
れ

る
の
は
、
現
在
に
お
い
て
も
ベ
ン
ガ
ル
詩
が
散
文
詩
、
自
由
詩
よ
り
も
な

ん
ら
か
の
韻
律
を
用
い
た
韻
律
詩
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
訳
者
は
、
そ
の
内
容
す
る
か
ら
す
る
と
「
定
型
詩
」
的
な
要
素
と

無
縁
で
あ
る
よ
う
な
、「
編
集
長
ど
の
、
以
下
に
署
名
し
ま
し
た
も
の
に

は
、若
干
の
土
地
が
ご
ざ
い
ま
す
。」で
始
ま
る「
こ
れ
か
ら
」（
シ
ュ
バ
シ
ュ

作
）
が
「
一
定
の
韻
律
型
」
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
点
や
、
韻
律
型
で
複
数
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の
人
物
を
識
別
さ
せ
る
技
巧
（
シ
ョ
ン
コ
作
の
「
ジ
ョ
ム
ナ
ボ
テ
ィ
」）
を

紹
介
し
て
い
る
（
二
五
九
頁
）。
ま
た
、
外
来
の
も
の
で
あ
る
「
ソ
ネ
ッ
ト

（
十
四
行
詩
）」
が
ベ
ン
ガ
ル
詩
と
親
和
性
が
高
く
、
ほ
と
ん
ど
の
詩
人
が

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
で
「
ソ
ネ
ッ
ト
」
を
書
い
て
お
り
、
ベ
ン
ガ
ル
詩

の
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

本
書
で
採
り
あ
げ
ら
れ
た「
イ
リ
シ
ュ
」（
ブ
ッ
ド
デ
ブ
作
）に
は
、ソ
ネ
ッ

ト
詩
型
と
ベ
ン
ガ
ル
詩
の
伝
統
的
な
韻
律
の
融
合
の
姿
が
見
て
と
れ
、
こ

の
詩
形
が
ベ
ン
ガ
ル
語
で
ソ
ネ
ッ
ト
を
書
く
際
の
定
番
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。

タ
ゴ
ー
ル
は
最
晩
年
に
「
散
文
詩
」
に
手
を
染
め
た
と
い
う
が
、
現
代

の
ベ
ン
ガ
ル
詩
人
た
ち
が
、
散
文
詩
は
書
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
、

さ
ま
ざ
ま
な
韻
律
型
を
用
い
つ
つ
い
か
に
現
代
的
な
テ
ー
マ
を
あ
ら
わ

し
て
い
く
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
点
は
、
ベ
ン
ガ
ル
現
代
詩
を
知
る
上

で
重
要
で
あ
ろ
う
。
現
代
ベ
ン
ガ
ル
詩
の
展
開
は
、
定
型
韻
律
詩
か
ら
の

脱
却
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
韻
律
の
工
夫
の
中
に
、
あ
る
い
は
、
韻

律
の
革
新
に
よ
っ
て
、
現
代
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
ベ
ン
ガ
ル
詩
人
た

ち
の
苦
闘
の
歴
史
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
訳
者
丹
羽
京
子
氏
は
、
こ
の
詩
人
中
で
、
唯
一
の
存
命
す
る
詩
人
で
あ

る
ジ
ョ
エ
・
ゴ
ー
シ
ャ
ミ
に
関
連
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル
現
代
詩
の
一
つ
の
到

達
点
の
姿
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
シ
ョ
ク
テ
ィ
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
展
開
も

あ
り
、タ
ゴ
ー
ル
以
来
の
伝
統
を
感
じ
さ
せ
る
リ
リ
シ
ズ
ム
も
あ
り
、シ
ョ

ン
コ
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
死
と
生
の
交
錯
す
る
世
界
も
あ
ら
わ
れ
て
い

る
が
、
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
こ
れ
が
ジ
ョ
エ
の
詩
で
あ
る
と
感
じ
さ

せ
る
ト
ー
ン
も
あ
る
。（
二
五
七
頁
）

　
読
者
は
、「
神
な
き
世
界
」
と
「
タ
ゴ
ー
ル
以
来
の
伝
統
を
感
じ
さ
せ

る
リ
リ
シ
ズ
ム
」
と
の
発
展
的
共
存
の
姿
を
本
書
の
七
人
の
ベ
ン
ガ
ル
詩

人
た
ち
の
詩
の
中
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
で
採
り
あ
げ
た
ベ
ン
ガ
ル
詩
人
た
ち
の
中
に
は
、
訳
者
の
留
学
来

の
親
交
が
あ
る
詩
人
も
い
る
と
い
う
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
い
え
ば
、
本
書
は
、
そ
う
し
た
ベ
ン
ガ
ル
詩
人
た
ち
の
詩
的
感
性
と

訳
者
丹
羽
京
子
氏
の
文
学
的
感
性
と
の
感
応
の
産
物
で
も
あ
る
。
丹
念
な

訳
出
へ
の
配
慮
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
平
明
に
し
て
達
意
の
訳
詩
は
、
ベ
ン

ガ
ル
詩
へ
の
訳
者
の
並
々
な
ら
ぬ
学
問
的
関
心
と
と
も
に
、
深
い
愛
情
を

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
さ
ら
に
丹
羽
京
子
氏
に
よ
っ
て
現
代
ベ
ン
ガ

ル
詩
が
邦
訳
さ
れ
、
ベ
ン
ガ
ル
文
学
の
魅
力
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

藤
井
守
男
）
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現
代
の
訳
経
僧

井
筒
俊
彦
著
／
野
平
宗
宏
訳

『
禅
仏
教
の
哲
学
に
向
け
て
』

ぷ
ね
う
ま
舎

　
二
〇
一
四
年
一
月

　
本
書
は
、
語
学
の
天
才
に
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
は
じ
め
と
す
る
東

洋
思
想
研
究
で
大
き
な
功
績
を
残
し
、
ま
た
自
ら
哲
学
す
る
人
で
も
あ
っ

た
井
筒
俊
彦
（
一
九
一
四
─
一
九
九
三
）
に
よ
る
英
語
の
論
集
、Tow

ard 

a Philosophy of Z
en B

uddhism
, B

oulder; Prajna Press, 1982 

（
初
版
は

一
九
七
七
年
に
テ
ヘ
ラ
ン
のIm

perial Iranian A
cadem

y of Philosophy

か
ら

出
版
さ
れ
て
い
る
）
を
、
野
平
宗
弘
氏
が
本
邦
で
初
め
て
日
本
語
に
訳
し

た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
井
筒
が
マ
ギ
ル
大
学
イ
ス
ラ
ー
ム
学
研
究
所

テ
ヘ
ラ
ン
支
部
に
着
任
し
た
一
九
六
九
年
か
ら
、
イ
ラ
ン
革
命
の
た
め
帰

国
す
る
一
〇
年
ほ
ど
の
海
外
生
活
中
に
記
し
た
「
禅
」
に
か
ん
す
る
英
語

論
文
七
本
か
ら
な
る
。

　
英
語
に
よ
っ
て
「
禅
」
を
論
じ
た
日
本
人
学
者
と
い
え
ば
、
鈴
木
大

拙
（
一
八
七
〇
─
一
九
六
六
）
が
先
ん
じ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
鈴
木

の
英
文
論
考
の
和
訳
本
も
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
次
々
に
出
版
さ
れ
て
い

る
。「
禅
」
が
、
一
見
相
反
す
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
合
理
主
義
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
く
要
因
を
、
中
村
元
は
一
九
六
〇
年
に
す
で
に
指
摘
し
て
い

た
［『
比
較
思
想
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
：
三
〇
九
─
三
一
六
］
が
、
鈴

木
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
日
本
で
も
受
容
さ

れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
日
本
が
ア
メ

リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
と
も
言
え
よ
う
か
。
翻
訳
出
版
自
体

は
、
研
究
進
展
の
着
実
な
一
過
程
に
違
い
な
い
。

　
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
野
平
氏
の
訳
業
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン

ト
で
あ
っ
て
、
井
筒
の
論
考
に
つ
い
て
で
は
な
い
か
ら
、
井
筒
の
仕
事
を

フ
ォ
ロ
ー
し
て
き
て
い
な
い
評
者
で
も
、
な
ん
と
か
そ
の
任
を
果
た
せ
る

か
と
小
考
し
て
い
た
が
、
豈
図
ら
ん
や
、
井
筒
を
も
包
み
込
ん
で
し
ま
う

か
の
よ
う
な
訳
者
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
野
平
氏
は
、
あ

た
か
も
現
代
の
訳
経
僧
で
は
な
い
か
、
と
。

　
訳
経
僧
と
い
え
ば
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
純
粋
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の
ほ
か
、
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
の
部
類
に
近
い
所
謂B

uddhist H
ybrid Sanskrit

で
記
さ
れ
た
経
典
も
多
い
）
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
な
ど
の
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト

諸
語
で
記
さ
れ
た
仏
教
聖
典
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
中
国
語
に
翻
訳
し

た
、
竺
法
護
（
三
世
紀
後
半
）、
鳩
摩
羅
什
（
四
世
紀
後
半
）、
玄
奘
（
七
世

紀
前
半
）
な
ど
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
生
涯
の
う
ち
に
膨
大

な
量
の
経
典
を
翻
訳
で
き
た
の
は
、
じ
つ
は
、
集
団
的
な
分
業
に
よ
っ
て

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
方
式
で
短
時
間
に
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
と
、
船
山
徹
『
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か

|
ス
ー
ト
ラ
が

経
典
に
な
る
と
き
』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
三
）に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
、
ひ
と
り
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
文
を
声
に
出

し
て
読
み
上
げ
、
二
、
そ
の
左
に
坐
る
者
も
原
文
に
目
を
通
し
な
が
ら
意

味
内
容
な
ど
の
問
題
が
な
い
か
討
議
す
る
。
三
、
右
に
坐
る
者
が
読
み
上

げ
ら
れ
た
文
に
誤
り
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
四
、
耳
で
聞
い
た
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
そ
の
ま
ま
の
音
で
漢
字
に
書
き
取
る
、
つ
ま
り
音
写
す

る
。
五
、
そ
れ
ら
を
単
語
ご
と
に
意
味
を
と
っ
て
漢
語
に
置
き
換
え
る
。

六
、
中
国
語
文
法
に
則
っ
て
漢
字
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
、
中
国
語
の
文

章
と
し
て
意
味
が
通
る
よ
う
に
す
る
。
七
、
原
文
と
翻
訳
文
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
八
、
冗
長
な
部
分
を
削
除
す
る
。
九
、
さ
ら
に
両
者
を
比
べ
て
添
削
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す
る
［
上
掲
書
：
五
八
─
五
九
］、
と
い
っ
た
流
れ
作
業
だ
っ
た
と
い
う
。

　
本
書
の
訳
者
を
「
現
代
の
訳
経
僧
」
と
表
現
し
た
が
、
そ
の
訳
経
僧
の

意
味
概
念
は
、
玄
奘
ら
を
指
す
場
合
と
か
な
り
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
井

筒
が
英
語
で
表
現
し
た
こ
と
を
、
野
平
氏
は
英
語
で
解
釈
し
日
本
語
で
表

現
す
る
。
禅
が
確
立
さ
れ
た
の
は
中
国
だ
か
ら
当
然
、井
筒
は
『
碧
巌
録
』

な
ど
数
々
の
漢
籍
を
引
き
合
い
に
だ
す
し
、
日
本
の
道
元
の
書
か
ら
も
引

用
し
て
英
語
で
紹
介
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
箇
所
は
逐
一
、
そ
れ
ら
の

原
典
に
当
た
り
漢
文
の
場
合
は
そ
の
訓
読
お
よ
び
原
文
を
、
和
文
の
場
合

は
原
文
を
、
訳
註
と
し
て
、
あ
る
い
は
本
文
に
併
記
す
る
形
で
補
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
漢
文
お
よ
び
和
文
の
原
文
→
井
筒
の
英
文
意
訳
→
日
本
語

訳
と
展
開
し
た
原
点
（
原
典
）
に
遡
っ
て
正
確
性
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
ま
で
遡
れ
る
場
合
、
そ
の

和
訳
も
補
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、『
唯
識
三
十
頌
』の
一
節
に
つ
い
て
、

こ
う
だ
。

（
井
筒
英
文
）

‘A
s the m

ind perceives no object, it rem
ains as pure  Aw

areness’

［
上

掲
英
文
論
集: 75, ll. 35-36

］

（
野
平
和
訳
）

「
心
が
い
か
な
る
客
体
も
知
覚
し
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
純
粋 

な
〈
覚
知
〉

の
ま
ま
で
あ
る
」［
本
書 : 98, ll. 12-14

］

（
原
註
）In his Triṃ

shika-V
ijñaptim

ātratā-Siddhi

［
上
掲
英
文
論
集: 82

］

（
野
平
和
訳
）『
唯
識
三
十
頌
』
よ
り
。［
本
書: 310, l. 15

］

（
野
平
訳
註
）（
漢
訳
訓
読
）
智
が
都
（
す
べ
）
て
所
得
無
く
ん
ば
、
爾
時

（
そ
の
と
き
）
に
は
唯
識
に
住
（
じ
ゅ
う
）
す
る
な
り
。（
梵
文
和
訳
）

知
が
認
識
の
対
象
を
［
実
在
す
る
も
の
と
し
て
］
表
象
し
な
い
と
き
に

は
、〈
唯
だ
識
の
み
な
る
こ
と
〉
の
う
ち
に
住
し
た
の
で
あ
る
（『
唯
識

三
十
頌
』
二
十
八
。
中
村
元
『
論
書･

他
』
大
乗
仏
典
七
、
東
京
書
籍
、

二
〇
〇
四
年
）。［
本
書: 329, ll. 11-13

］

　　
評
者
の
好
み
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
も
添
え
て

ほ
し
か
っ
た
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
せ
ば
、『
コ
ー
ラ
ン
』
か
ら
の

引
用
も
あ
る
か
ら
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原
文
も
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
な
る
学
術
性
を
求
め
る
読
者
は
、
示
さ
れ
て
い
る
情
報

を
元
に
自
分
で
当
た
れ
ば
良
い
わ
け
で
、
訳
者
の
や
り
方
が
最
も
妥
当
な

提
示
方
法
だ
と
言
え
よ
う
。

　
語
彙
レ
ベ
ル
で
は
、
語
学
の
天
才
・
井
筒
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
パ
ー
リ
語
、　
漢
語
の
み
な
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ド

イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
が
所
々
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
も
巧
み

に
、
さ
り
げ
な
く
訳
し
て
見
せ
て
く
れ
て
い
て
、
全
く
違
和
感
を
感
じ
さ

せ
な
い
。

　
と
こ
と
ん
咀
嚼
し
、
分
か
り
や
す
い
日
本
語
で
表
現
す
る
と
い
う
作
業

は
、
や
は
り
、
訳
経
僧
と
表
現
す
る
の
が
も
っ
と
も
相
応
し
い
の
だ
と
思

う
。
我
々
が
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
訳
経
僧
だ
。
そ

し
て
、
訳
経
僧
た
る
者
、
自
ら
哲
学
者
で
も
あ
る
の
だ
と
熟
々
感
じ
た
。

た
と
え
ば
、
次
の
下
り
、

　W
ithout tarrying on the plane of com

m
on-sense or em

pirical think-
ing, w

here the prim
ary experience of R

eality, including even the abso-
lute ego, in its pure ‘is-ness’ is necessarily broken up into objectified 
pieces, Zen proposes to grasp M

an directly as an absolute selfhood 
prior to his being objectified into a ‘thing’. O

nly then, it m
aintains, 
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can w
e hope to obtain a true im

age of M
an representing him

 as he re-
ally is, that is, in his real, im

m
ediate ‘is-ness’. ［

上
掲
英
文
論
集: 4,  ll. 

19-26

］

　
純
粋
な
「
あ
り
の
ま
まis-ness

」
の
状
態
で
、
絶
対
的
な
自
我
も
含
ん

だ
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
の
初
源
的
体
験
が
必
然
的
に
解
体
さ
れ
て
客
体
的
な

断
片
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
常
識
あ
る
い
は
経
験
的
思
考
の
地
平
に
留

ま
る
こ
と
な
く
、
禅
は
、「
物
」
へ
と
客
体
化
さ
れ
る
以
前
の
絶
対
的
な

自
己
と
し
て
の
〈
人
〉
を
直
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
論
む
。
そ
の
と
き
に

の
み
本
当
に
あ
り
の
ま
ま
の
、つ
ま
り
、リ
ア
ル
な
、直
接
無
媒
介
的
な
「
あ

り
の
ま
ま
」
の
状
態
で
己
を
表
象
す
る
〈
人
〉
の
真
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得

を
望
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
禅
は
主
張
す
る
。［
本
書:15,ll.3-7

］

　「
少
年
時
代
か
ら
カ
ン
ト
が
好
き
だ
っ
た
」
と
公
言
す
る
訳
者
の
、
哲

学
す
る
人
の
面
影
を
伺
わ
せ
て
く
れ
る
部
位
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
部
分
は
第
Ⅰ
章
「
無
位
の
真
人

|
禅
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド

覚
知
の
問
題

|
」
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
章
に
相
当
す
る
論
考
は
、

訳
者
に
よ
る
解
題
に
正
確
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
井
筒
本
人
に
よ

る
和
訳
も
存
在
す
る
。
だ
が
、
全
く
の
翻
訳
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
割
愛

さ
れ
て
い
な
い
。
事
実
、
右
の
引
用
の
相
当
箇
所
な
ど
は
全
く
異
な
る
文

章
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。［
井
筒
俊
彦
著
『
コ
ス
モ
ス
と
ア
ン
チ
コ
ス
モ

ス

|
東
洋
哲
学
の
た
め
に
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）
：
三
四
九
］　  

こ
う
し
た
対
処
方
法
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訳
者
は
、
井
筒
の
、
ほ

ぼ
全
て
の
論
著
を
読
破
し
た
上
で
、
本
書
所
収
の
七
本
の
論
文
を
井
筒
の

諸
業
績
の
な
か
に
し
か
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
配
慮
し
て
い
る
。
研
究
者

と
し
て
の
資
質
の
高
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
堅
実
さ
だ
が
、
そ
う
し
た

資
質
は
、『
新
し
い
意
識

|
ベ
ト
ナ
ム
の
亡
命
思
想
家
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・

テ
ィ
エ
ン
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
野
平
氏

の
博
士
論
文
で
実
証
済
み
で
あ
っ
た
。
大
学
で
は
ベ
ト
ナ
ム
語
ベ
ト
ナ
ム

文
学
を
主
に
講
じ
て
お
ら
れ
る
訳
者
だ
が
、
ベ
ト
ナ
ム
人
思
想
家
の
研
究

か
ら
発
し
て
バ
ラ
ン
ス
良
く
視
野
を
拡
げ
、
他
領
域
の
研
究
者
に
も
資
す

る
こ
う
し
た
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
の
で
き
る
力
量
は
、
今
後
も
大
い
に
発

揮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
甚
だ
些
末
で
、
い
ず
れ
も
誤
り
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
評

者
の
義
務
と
し
て
二
点
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。
ま
ず
、「
無
」「
空
」
あ
る

い
は
「
空
性
」
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語śūnyatā

の
カ
タ
カ
ナ

表
記
が
「
シ
ュ
ー
ン4

ヤ
タ
ー
」
と
な
っ
て
い
る
［
本
書
：
一
二
八
、一
三
七

─
一
三
九
、一
四
二
─
一
四
五
、二
〇
四
、二
八
一
］
が
、「
シ
ュ
ー
ニ4

ヤ
タ
ー
」

と
し
た
ほ
う
が
、よ
り
元
の
発
音
に
近
い
だ
ろ
う［
中
村
元「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
の
発
音
と
現
代
に
お
け
る
表
記
法
」『
東
方
』
第
三
号
（1987

）pp. 5-23, 
W

hitney, W
illiam

 D
w

ight, Sanskrit G
ram

m
ar, C

am
bridge M

ass; H
arbard 

U
niv. Press, 2nd ed.,1889, p.19

］。
ま
た
、『
唯
識
三
十
頌
』
の
「
頌
」
の

字
に
つ
い
て
、
一
箇
所
［
本
書
：
一
三
一
］
で
「
し
ょ
う
」
と
振
り
仮
名

が
ふ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
「
じ
ゅ
」
と
読
ん
で
い
る
。

　
こ
う
し
た
マ
イ
ナ
ー
な
修
正
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
書
の
日
本
語
は

非
常
に
読
み
や
す
い
。
本
書
が
扱
う
禅
は
不
立
文
字
［
本
書
：
一
二
一
］

の
世
界
だ
か
ら
、
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
到
底
能
わ
な
い
わ
け
だ
が
、

所
詮
、
世
俗
諦
［
本
書
：
一
二
三
］
に
住
む
我
々
に
は
、
言
葉
で
表
現
す

る
し
か
他
に
手
段
が
な
い
。
本
書
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
単
語
だ
が
、

仏
教
が
と
く
究
極
の
境
地
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（nirvāṇa

）
も
「
涅
槃
」
と
漢

訳
し
て
、
そ
れ
で
分
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
「
涅
槃
」

を
目
指
し
て
様
々
な
方
途
が
あ
み
だ
さ
れ
、「
涅
槃
」
を
巡
っ
て
無
数
の

文
献
が
著
さ
れ
続
け
て
き
た
。
仏
典
あ
る
い
は
仏
教
関
連
書
が
す
べ
て
そ
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二
〇
一
四
年
は
井
筒
の
生
誕
百
年
に
あ
た
り
、
出
身
で
あ
る
慶
応
大
学

の
出
版
会
か
ら
『
井
筒
俊
彦
全
集
』
全
十
二
巻
と
別
巻
が
刊
行
さ
れ
つ
つ

あ
る
が
、
同
年
に
本
書
が
世
に
送
ら
れ
た
意
義
、
そ
し
て
野
平
氏
の
功
績

も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
い
。
ふ
と
気
づ
い
た
が
、
今
日
平
成
二
七
年
一
月

七
日
は
、
井
筒
の
第
二
三
回
忌
祥
月
命
日
だ
。
井
筒
も
に
ん
ま
り
北
叟
笑

ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

                                                                                                  （
水
野
善
文
）

の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
究
極
の
境
地
を
ひ
と

つ
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
、
だ
か
ら
こ
そ
の
、
言
葉
で
表

現
す
る
こ
と
の
無
限
の
可
能
性
、
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
の
が
本
書

で
あ
る
。
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『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
と
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
文
学

マ
シ
ャ
ー
ド
・
ジ
・
ア
シ
ス
著
、
武
田
千
香
訳

『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』

光
文
社
古
典
新
訳
文
庫

　
二
〇
一
四
年
二
月

　

ブ
ラ
ジ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
語
圏
ア
メ
リ
カ
（
以
下
、
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
）

は
多
く
の
点
で
隣
接
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う

な
照
応
、
交
錯
、
切
断
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
の
最
高
傑

作
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
マ
シ
ャ
ー
ド
・
ジ
・
ア
シ
ス
の
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ

ホ
』
を
読
ん
で
考
え
て
み
た
。

　
マ
シ
ャ
ー
ド
と
同
年
代
の
作
家
で
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
の
作
家
を
挙

げ
る
と
な
る
と
、ホ
セ
・
マ
ル
テ
ィ
（
キ
ュ
ー
バ
）
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

マ
シ
ャ
ー
ド
の
蔵
書
の
な
か
に
本
が
見
つ
か
っ
た
ル
ベ
ン
・
ダ
リ
ー
オ（
ニ

カ
ラ
グ
ア
）
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
ダ
リ
ー
オ
と
マ
シ
ャ
ー
ド
は
一
九
〇
六

年
に
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
遭
遇
し
て
い
る
。

　
火
と
生
命
と
愛
の
か
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
見
た
優
美
な
翁

　
謙
遜
と
機
知
そ
の
も
の
。

　
イ
ン
ド
の
高
貴
を
た
た
え
る
褐
色

　
中
国
人
の
よ
う
な
風
貌
、
ギ
リ
シ
ャ
の
賢
人
を
思
わ
せ
る
弁
舌
。

(D
ulce anciano que vi, en su Brasil de fuego

y de vida y de am
or, todo m

odestia y gracia. 
M

oreno que de la India tuvo su aristocracia; 
aspecto m

andarino, lengua de sabio griego.

1)

　「
マ
シ
ャ
ー
ド
・
ジ
・
ア
シ
ス
に
」
と
題
さ
れ
た
詩
の
一
連
は
こ
の
よ

う
に
マ
シ
ャ
ー
ド
の
人
柄
を
た
た
え
た
内
容
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
作
家

と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
作
家
の
あ
い
だ
に
濃
厚
な
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
る
。

　
マ
ル
テ
ィ
、
ダ
リ
ー
オ
は
と
も
に
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
文
学
に
こ
れ
ま

で
に
な
い
新
風
を
注
ぎ
込
ん
だ
。
そ
の
旗
印
は
脱
亜
入
欧
な
ら
ぬ
、
脱
西

入
仏
で
あ
る
。
モ
デ
ル
ニ
ス
モ
作
家
と
し
て
そ
の
後
、
こ
の
二
人
は
文
学

史
に
そ
の
名
を
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
ら
の
活
動
し
た
領
域
は
小

説
、
し
か
も
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
よ
う
な
長
篇
小
説
で
は
な
く
、

詩
や
散
文
だ
っ
た
。

　
カ
ル
ロ
ス
・
フ
ェ
ン
テ
ス
（
メ
キ
シ
コ
）
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
の
イ

ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
小
説
は
不
毛
で
、
そ
の
時
代
の
言
論
を
牽
引
し
た
の
は

国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
捻
出
に
打
ち
込
ん
だ
歴
史
家
、
思
想
家
、

教
育
者
た
ち
だ
っ
た
。
サ
ル
ミ
エ
ン
ト
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）、オ
ス
ト
ス
（
プ

エ
ル
ト
・
リ
コ
）、
ベ
ー
リ
ョ
（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）
が
代
表
的
だ
。
し
た
が
っ

て
ダ
リ
ー
オ
も
マ
ル
テ
ィ
も
、
国
民
国
家
形
成
期
の
流
れ
の
な
か
に
置

い
て
考
え
る
べ
き
作
家
た
ち
で
あ
る
。
二
人
は
国
外
に
出
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
知
っ
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
マ

シ
ャ
ー
ド
は
国
外
は
お
ろ
か
、
故
郷
リ
オ
州
を
一
度
し
か
出
な
か
っ
た
ら

し
い
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
に
限
っ
て
見
れ
ば
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』

と
対
応
す
る
同
時
代
の
相
手
を
見
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ

カ
で
は
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ら
、
マ
シ
ャ
ー
ド
と
比
肩
し
て
も
よ
い
作
家
が
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
で
言
え

ば
マ
シ
ャ
ー
ド
は
国
民
作
家
ク
ラ
リ
ン
や
ペ
レ
ス
・
ガ
ル
ド
ス
と
同
世
代
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に
あ
た
り
、
と
り
わ
け
「
姦
通
小
説
」
と
し
て
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』

は
ク
ラ
リ
ン
の
『
ラ
・
レ
ヘ
ン
タ
』
と
照
応
す
る
。
北
米
で
は
ホ
ー
ソ
ン

の
『
緋
文
字
』
が
対
応
す
る
。

　
と
は
い
え
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
世
界
的
に
そ
の
名
を
轟
か
せ
、
し
か
る
べ

き
評
価
を
受
け
て
い
る
作
家
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
ス
ー
ザ
ン
・

ソ
ン
タ
グ
に
は
そ
れ
が
許
し
が
た
い
（
ソ
ン
タ
グ
の
文
章
が
発
表
さ
れ
た
の

は
一
九
九
〇
年

2
）。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
世
界
文
学
観

が
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
第
一
の
障
害
で
あ
り
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
イ
タ
リ

ア
人
や
ロ
シ
ア
人
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
出

来
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
。
第
二
の
障
害
と
し
て
、
隣
接
す
る
イ
ス

パ
ノ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
マ
シ
ャ
ー
ド
に
対
す
る
冷
遇
を
挙
げ
る
。
彼
女

の
見
る
と
こ
ろ
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
作
家
は
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
の
作
家
を
強

く
意
識
し
て
い
る
の
に
対
し
、
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
の
作
家
は
ブ
ラ
ジ
ル

を
「
相
当
さ
げ
す
み
の
眼
で
」
眺
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
文
学
が
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
を
無
視
し
て
い
る
象
徴
的

な
事
例
と
し
て
、
ソ
ン
タ
グ
は
「
ボ
ル
ヘ
ス
は
マ
シ
ャ
ー
ド
・
ジ
・
ア
シ

ス
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
ら
し
い
」
と
総
括
す
る
の
だ
。

　
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
キ
ュ
ー
バ
の
文
学
研
究
者
に
よ
る
「
死
後
の
遍
歴

|
ス
ペ
イ
ン
語

の
マ
シ
ャ
ー
ド
・
ジ
・
ア
シ
ス
」
と
い
う
論
考
に
は
、
マ
シ
ャ
ー
ド
の
ス

ペ
イ
ン
語
翻
訳
事
情
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

3
。

　
こ
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
マ
シ
ャ
ー
ド
作
品
の
ス
ペ
イ
ン
語
翻
訳
は
、

一
九
〇
二
年
『
ブ
ラ
ス
・
ク
ー
バ
ス
の
死
後
の
回
想
』
の
ウ
ル
グ
ア
イ
で

の
出
版
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
シ
ャ
ー
ド
は
ま
だ
存
命
で
、

彼
自
身
が
「
忠
実
か
つ
優
美
な
」
翻
訳
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
翻
訳
者
は
、

ウ
ル
グ
ア
イ
の
思
想
家
ホ
セ
・
エ
ン
リ
ケ
・
ロ
ド
ー
の
周
囲
に
い
た
人
で

あ
る
。
ロ
ド
ー
は
ダ
リ
ー
オ
の
紹
介
者
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
ロ
ド
ー
も
マ
シ
ャ
ー
ド
も
、
世
紀
の
変
わ
り
目
の
ア

メ
リ
カ
大
陸
の
時
代
状
況

|
米
西
戦
争
に
勝
利
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
ア

メ
リ
カ
に
対
す
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
警
戒
が
急
速
に
高
ま
っ
た
時
期

|
の
な
か
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ロ
ド
ー
の
『
ア
リ
エ
ル
』
と
『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
同
じ
一
九
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
、
マ
シ
ャ
ー
ド
の

小
説
の
な
か
に
は
米
西
戦
争
へ
の
言
及
が
あ
る
。

　
さ
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
へ
の
翻
訳
は
、
そ
の
後
ス
ペ
イ
ン
で
進
む
。
短
篇

集
を
翻
訳
・
編
纂
し
た
の
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
カ
ン
シ
ー
ノ
ス
・
ア
セ
ン
ス

だ
。
聞
き
覚
え
の
あ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
ボ
ル
ヘ
ス
が
師
と
仰
ぐ
ス
ペ

イ
ン
の
文
人
で
あ
る
。
カ
ン
シ
ー
ノ
ス
に
よ
る
マ
シ
ャ
ー
ド
翻
訳
が
出
た

の
が
一
九
一
九
年
。
ボ
ル
ヘ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
に
い
て
カ
ン
シ
ー
ノ
ス
と
交

流
を
深
め
て
い
た
時
期
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ル
ヘ
ス

が
マ
シ
ャ
ー
ド
を
読
ま
な
か
っ
た
と
い
う
ソ
ン
タ
グ
の
想
像
に
は
小
さ

な
疑
問
符
を
つ
け
て
お
き
た
く
な
る
。

　
そ
れ
以
降
マ
シ
ャ
ー
ド
の
翻
訳
は
し
ば
し
の
空
白
期
間
を
迎
え
る
も

の
の
、
一
九
四
〇
年
ぐ
ら
い
か
ら
再
開
し
、
二
十
一
世
紀
初
頭
の
現
在
に

い
た
る
ま
で
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
メ
キ
シ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、

キ
ュ
ー
バ
、エ
ク
ア
ド
ル
で
翻
訳
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
ソ
ン
タ
グ
は
、「『
ブ

ラ
ス
・
ク
ー
バ
ス
の
死
後
の
回
想
』
が
や
っ
と
ス
ペ
イ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ

た
の
は
一
九
六
〇
年
代
の
こ
と
、
書
か
れ
て
か
ら
お
よ
そ
八
〇
年
後
、
英

訳
（
二
度
）
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
翻
訳
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
が
ブ
ラ

ジ
ル
文
学
を
積
極
的
に
読
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。
マ
シ
ャ
ー
ド
に
し

て
も
、
長
篇
が
中
心
に
翻
訳
さ
れ
、
短
篇
作
家
と
し
て
の
側
面
は
ス
ペ
イ
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ン
語
圏
で
は
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
偏
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

だ
が
ソ
ン
タ
グ
の
言
う
よ
う
な
「
さ
げ
す
み
」
の
目
線
が
イ
ス
パ
ノ
ア
メ

リ
カ
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
見
方
が
出
て
き
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
。
両
者
に

支
配
─
被
支
配
の
関
係
は
な
い
と
い
う
の
が
筆
者
個
人
の
感
覚
だ
。

　
お
そ
ら
く
ソ
ン
タ
グ
の
そ
の
見
方
に
反
応
し
て
、
フ
ェ
ン
テ
ス
は

『
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
マ
シ
ャ
ー
ド
』
と
い
う
講
演
を
行
な
っ
た

4
。
講
演

は
一
九
九
八
年
に
行
な
わ
れ
、
講
演
録
は
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
講
演
で
フ
ェ
ン
テ
ス
は
、
マ
シ
ャ
ー
ド
を
「
十
九
世
紀
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
文
学
の
奇
跡
（
強
調
引
用
者
）」
だ
と
礼
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ェ
ン
テ
ス
は
小
説
の
伝
統
を
二
つ
に
分
け
る
。
セ
ル
バ
ン
テ
ス
的
伝

統
と
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
伝
統
で
あ
る
。
セ
ル
バ
ン
テ
ス
的
伝
統
と
は
ユ
ー

モ
ア
を
重
ん
じ
る
系
譜
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ

ル
ト
の
個
人
へ
の
肯
定
力
に
端
を
発
し
た
現
実
主
義
的
な
系
譜
の
こ
と

で
あ
る
。
前
者
に
は
ロ
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
や
デ
ィ
ド
ロ
が
入
り
、
後
者

に
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
が
入
れ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ェ
ン
テ
ス
は
『
ブ
ラ
ス
・
ク
ー
バ
ス
の
死
後
の
回

想
』
を
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
的
伝
統
を
踏
ま
え
た
は
じ
め
て
の
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
の
小
説
だ
と
言
う
。
先
に
言
っ
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
の
イ
ス
パ
ノ

ア
メ
リ
カ
は
小
説
の
空
白
期
に
あ
た
る
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
こ
そ
セ
ル
バ
ン

テ
ス
の
後
継
が
誕
生
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ソ
ン
タ
グ
が
ブ
ラ

ジ
ル
と
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
を
切
り
分
け
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
な

く
、
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
＋
ブ
ラ
ジ
ル
＝
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
で
文
学
史
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
フ
ェ
ン
テ
ス
の
立
ち
位

置
で
あ
る
。

　
マ
シ
ャ
ー
ド
の
語
り
は
機
知
に
富
ん
で
い
て
清
々
し
い
。
読
み
応
え
は

大
変
心
地
よ
い
。
主
人
公
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
神
学
校
に
入
る
と

き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
こ
う
語
ら
れ
る
。

　
数
か
月
後
、
わ
た
し
は
聖
ヨ
ゼ
フ
神
学
校
に
入
っ
た
。
も
し
出
発
の
前

夜
と
当
日
の
朝
、
わ
た
し
が
流
し
た
涙
の
量
を
測
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、

ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
以
来
に
流
さ
れ
た
す
べ
て
の
涙
の
総
計
を
超
え
た
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
大
仰
だ
。
だ
が
、
わ
た
し
を
さ
い
な
む
こ
の
潔
癖

性
を
相
殺
す
る
た
め
に
は
、
誇
張
も
た
ま
に
は
い
い
。（
百
九
十
九
頁
）

　
カ
ピ
ト
ゥ
と
の
結
婚
を
語
る
章
は
こ
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

　
さ
て
、
一
気
に
幸
せ
に
な
ろ
う
。
読
者
が
待
ち
く
た
び
れ
て
自
分
の
こ

と
を
始
め
、
ど
こ
か
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
行
か
な
い
う
ち
に
、
結
婚

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
一
八
六
五
年
三
月
の
あ
る
午
後
の
こ
と
、

ち
な
み
に
雨
が
降
っ
て
い
た
。
だ
が
、
新
婚
夫
婦
の
愛
の
巣
と
な
っ
た
チ

ジ
ュ
カ
の
丘
の
頂
に
着
い
た
こ
ろ
に
は
、
天
は
雨
を
引
っ
込
め
、
星
を
灯

し
て
く
れ
た
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
星
の
み
な
ら
ず
、
幾
世
紀
も
先
に

発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
星
ま
で
も
。（
三
六
七
頁
）

　
マ
シ
ャ
ー
ド
の
語
り
の
な
か
に
は
そ
の
語
り
を
映
す
鑑
が
備
わ
っ
て

い
て
、
そ
う
い
う
語
り
の
相
互
作
用
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
笑
い
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
そ
れ
が
フ
ェ
ン
テ
ス
の
好
き
な
「
批
判
」
で
あ
り
、
セ
ル
バ
ン

テ
ス
的
で
あ
る
。

　『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
書
く
と
、
一
度
目
の

読
み
の
面
白
さ
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
内
容
そ
の
も
の
に
踏
み
込

む
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
語
り
主
で
あ
る
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
が
「
偏
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屈
男
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
暗
示
さ
れ
る
と
お
り
、
一

筋
縄
の
解
釈
を
許
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
指
摘

し
お
こ
う
。
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
も
、
一
度
目
の
読
み
と
、
二
度
目
の

読
み
以
降
と
で
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
読
み
方
が
で
き
る
。

　
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
に
は
こ
の
よ
う
な
小
説
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
十
九
世
紀
に
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
二
十
世
紀
な
ら

ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
『
予
告
さ
れ
た
殺
人
の
記
録
』
が
あ
る
。
実
は

こ
の
作
品
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
と
同
じ
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
と
い
う
名
で
あ
る
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
語
り
の
も
つ

両
義
性
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
解
釈
を
『
予
告
さ
れ
た
殺
人

の
記
録
』
に
当
て
は
め
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
と
て
も
興
味
深
い
読

み
が
可
能
に
な
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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定
ま
ら
ぬ
も
の
の
ス
ケ
ッ
チ

　
　
　
　
　
　
　  

ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
著
／
久
野
量
一
訳

                                                       『
鼻
持
ち
な
ら
な
い
ガ
ウ
チ
ョ
』

                                                                      

　    

白
水
社  

二
〇
一
四
年
三
月

  『
鼻
持
ち
な
ら
な
い
ガ
ウ
チ
ョ
』
は
、
大
長
編
『
２
６
６
６
』
と
並
ぶ

チ
リ
の
作
家
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
遺
作
で
、
亡
く
な
っ
た
三
週
間

後
に
出
版
さ
れ
た
。「
ジ
ム
」、「
鼻
持
ち
な
ら
な
い
ガ
ウ
チ
ョ
」、「
鼠
警

察
」、「
バ
ル
バ
ロ
・
ル
ー
セ
ッ
ト
の
旅
」、「
二
つ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
物
語
」

の
五
編
の
短
編
の
ほ
か
二
つ
の
講
演
録
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
鼻
持
ち
な
ら
な
い
ガ
ウ
チ
ョ
」

は
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
活
躍
し
て
い
た
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
弁

護
士
ペ
レ
ー
ダ
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
危
機
を
機
に
、「
祖
国
」
の

象
徴
た
る
ガ
ウ
チ
ョ
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
を
求
め
て
、
田
舎
の
パ
ン
パ
へ

移
り
住
む
話
だ
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
牛
も
馬
も
残
っ
て
い
ず
、
い
る
の
は

兎
だ
け
。
特
異
な
時
間
感
覚
を
も
つ
ガ
ウ
チ
ョ
は
、「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

罪
」か「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
罪
」に
よ
り
猫
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
い
、「
だ

か
ら
牛
の
代
わ
り
に
兎
が
い
る
」
の
だ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
夜
は
タ
ー
ル
を
塗
っ
た
よ
う
な
闇
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
大

陸
の
夜
は
、
虚
空
み
た
い
に
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
く
て
、
宙
に
浮
い
た
よ

う
な
、
上
に
も
下
に
も
守
っ
て
く
れ
る
も
の
の
な
い
、
完
璧
な
野
ざ
ら
し

の
よ
う
な
暗
さ
だ
っ
た
。

ペ
レ
ー
ダ
は
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
に
戻
る
が
、そ
こ
も
し
ょ
せ
ん
は「
パ

リ
と
ベ
ル
リ
ン
が
」、
そ
し
て
「
リ
ヨ
ン
と
プ
ラ
ハ
」
が
見
事
に
混
じ
り

合
っ
た
と
こ
ろ
。
先
が
見
え
ぬ
ま
ま
ペ
レ
ー
ダ
は
「
自
分
に
は
さ
っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
い
パ
ン
パ
に
戻
」
っ
て
い
く
。

定
ま
ら
ぬ
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
問
わ
れ
る
の
は
国
の
か
た
ち
だ
け
で
は
な

い
。「
バ
ル
バ
ロ
・
ル
ー
セ
ッ
ト
の
旅
」
で
は
そ
の
文
学
に
も
疑
問
が
投

げ
か
れ
ら
れ
る
。

ル
ー
セ
ッ
ト
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
の
才
能
あ
る
散
文
作
家
。
知
ら
ぬ

間
に
、
第
一
作
に
続
き
第
二
作
も
フ
ラ
ン
ス
の
モ
リ
ー
ニ
の
映
画
化
に
利

用
さ
れ
、
自
分
が
「
剽
窃
の
犠
牲
」
に
な
っ
た
可
能
性
に
気
づ
く
が
、
法

的
措
置
は
と
ら
な
い
。
そ
れ
以
降
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
会
議
に
参
加
す
る
つ
い
で
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
立
ち
寄
り
モ

リ
ー
ニ
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
た
数
日
の

あ
い
だ
に
、
彼
は
「
自
分
個
人
ば
か
り
で
な
く
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
な
る

も
の
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
疑
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て

い
た
」。

「
鼠
警
察
」
は
、
下
水
道
の
パ
ト
ロ
ー
ル
に
熱
心
に
取
り
組
む
文
字
通

り
鼠
の
警
察
官
「
ペ
ペ
」
の
物
語
。
本
流
と
支
流
の
下
水
道
を
見
回
る
が
、

と
り
わ
け
彼
が
捜
査
対
象
と
す
る
の
は
「
使
わ
れ
て
い
な
い
下
水
道
」
で
、

み
つ
け
た
死
体
を
回
収
し
、
警
察
ま
で
運
ん
で
い
く
の
を
仕
事
と
し
て
い

た
。
あ
る
と
き
古
参
の
鼠
の
娘
の
首
が
引
き
裂
か
れ
た
死
体
を
み
つ
け
、

餓
死
で
死
ん
だ
と
思
わ
れ
る
赤
ん
坊
の
死
骸
も
い
っ
し
ょ
に
み
つ
か
っ

た
。
殺
し
た
の
は
蛇
な
の
か
、
イ
タ
チ
な
の
か
、
あ
る
い
は
ワ
ニ
な
の
か
。

も
し
か
し
た
ら
白
い
蛇
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
周
囲
が
そ
の
赤
ん
坊
の
泣

き
声
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
に
思
っ
た
ペ
ペ
は
な
お
も
捜
査

を
続
け
る
と
、
猿
轡
が
発
見
さ
れ
、
赤
ん
坊
は
死
に
至
る
ま
で
そ
れ
を
か
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ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
だ
が
、
ペ
ペ
は
、
自
分
の
捜
査
を
警
戒

す
る
連
中
の
存
在
を
示
唆
さ
れ
、
赤
ん
坊
の
死
体
を
処
分
す
る
。
そ
の
後

も
次
々
と
死
体
が
み
つ
か
る
。
雌
雄
カ
ッ
プ
ル
の
鼠
、
同
じ
鼠
に
殺
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
死
体
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
検
視
官
は
、
鼠
は
鼠
を
殺
さ
な

い
と
言
い
張
り
、
警
察
署
長
か
ら
は
他
言
無
用
も
警
告
さ
れ
る
。
犬
の
死

骸
も
み
つ
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
犬
の
死
骸
か
ら
恩
恵
を
被
っ
て
生
き
る

鼠
の
コ
ロ
ニ
ー
も
み
つ
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
ペ
ペ
は
真
面
目
に
熱
心
に
パ

ト
ロ
ー
ル
に
取
り
組
む
。
ほ
か
の
鼠
か
ら
の
「
何
を
探
し
て
る
？
」
と
の

問
い
に
、
ペ
ペ
は
「
正
義
だ
」
と
答
え
る
。

あ
る
と
き
ペ
ペ
は
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
あ
ら
た
な
殺
鼠
事
件
が
起

こ
る
と
察
知
さ
せ
る
鼠
エ
ク
ト
ル
を
み
つ
け
、
警
察
に
連
行
し
よ
う
と

す
る
。
す
る
と
そ
の
鼠
は
言
う
。「
お
れ
を
逮
捕
す
れ
ば
事
件
が
終
わ
る

と
で
も
思
っ
て
る
の
か
？

　
お
前
の
ボ
ス
が
お
れ
を
公
正
に
裁
く
と
で

も
？

　
き
っ
と
お
れ
を
こ
っ
そ
り
バ
ラ
し
て
、
捕
食
者
の
通
り
道
に
お
れ

の
死
骸
を
捨
て
る
だ
ろ
う
よ
」。
二
匹
は
死
を
賭
し
て
戦
い
、
十
分
後
に

は
首
を
嚙
み
切
ら
れ
た
エ
ク
ト
ル
の
死
体
が
地
に
横
た
わ
り
、
事
件
は
終

わ
っ
た
。
だ
が
、彼
に
で
き
る
こ
と
は
「
事
件
の
こ
と
を
忘
れ
、生
き
続
け
、

働
き
続
け
る
こ
と
」
だ
っ
た
。

「
正
義
」
を
求
め
な
が
ら
も
、
そ
の
た
め
に
尽
く
し
た
行
為
は
闇
に
葬

ら
れ
、
や
は
り
求
め
た
「
幸
福
」
も
、「
そ
ん
な
も
の
が
本
当
は
存
在
し

な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
口
実
に
、
日
ご
ろ
の
英
雄
的
な
行
動
の

舞
台
装
置
に
、舞
台
の
緞
帳
に
」
し
か
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。「
訳

者
あ
と
が
き
」
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
短
編
を
読
む
と
き
、
ど
う
し
て
も

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
軍
政
期
の
行
方
不
明
者
を
連
想
し
な
い
で
は
い
ら

れ
な
い
。

「
祖
国
」、「
文
学
」、「
正
義
」、「
幸
福
」
…
…

─
求
め
て
も
定
ま
ら

ぬ
ま
ま
な
の
は
「
信
仰
」
も
変
わ
ら
な
い
。「
二
つ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
物
語
」

は
Ⅰ
の
「
天
職
」
と
Ⅱ
の
「
偶
然
」
か
ら
成
る
。
Ⅰ
の
主
人
公
は
聖
ビ
セ

ン
テ
に
入
れ
こ
む
十
七
歳
の
「
ぼ
く
」。
聖
ビ
セ
ン
テ
は
、
イ
ベ
リ
ア
が

ま
だ
ロ
ー
マ
の
属
州
で
キ
リ
ス
ト
教
が
公
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代

に
激
し
い
拷
問
の
末
に
殺
さ
れ
、
屍
に
な
っ
た
後
も
禿
鷹
の
群
れ
や
海
に

投
げ
込
ま
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
都
度
、
生
前
に
世
話
を
し
た
カ
ラ
ス
に
守

ら
れ
た
と
い
う
殉
教
者
だ
。
別
名
サ
ラ
ゴ
サ
の
ビ
セ
ン
テ
と
呼
ば
れ
、
リ

ス
ボ
ン
に
聖
遺
物
が
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
は
リ
ス
ボ
ン
の
守
護
の
聖
人

に
な
っ
て
い
る
。

「
ぼ
く
」
は
、
神
の
望
む
ま
ま
に
、
将
来
は
聖
人
や
司
祭
に
な
る
こ
と

も
考
え
て
い
る
。
あ
る
星
空
の
夜
、
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
最
初
は
た
だ

の
影
だ
っ
た
の
が
、
次
第
に
修
道
士
の
姿
に
な
り
、
そ
の
修
道
士
は
駅
に

到
着
し
た
列
車
に
飛
び
乗
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
ま
で
が
Ⅰ
だ
が
、

Ⅰ
と
Ⅱ
は
あ
わ
せ
鏡
に
な
っ
て
い
て
、Ⅱ
に
登
場
す
る
の
は
「
ビ
セ
ン
テ
」

と
呼
ば
れ
る
精
神
病
院
で
の
入
院
経
験
も
あ
る
六
十
歳
ぐ
ら
い
の
「
お

れ
」
だ
。「
お
れ
」
は
、
あ
る
老
人
と
の
口
論
の
後
、
通
り
に
出
て
、
ど

ん
ど
ん
狭
い
路
地
に
入
り
こ
む
。
あ
る
大
き
な
屋
敷
に
入
る
と
、
そ
こ
に

は
テ
ー
ブ
ル
に
座
る
修
道
士
の
姿
が
あ
っ
た
。「
お
れ
」
は
修
道
士
に
ナ

イ
フ
を
突
き
刺
し
、
そ
ば
に
い
た
子
ど
も
も
殺
し
て
、
そ
の
ま
ま
血
だ
ら

け
の
足
跡
を
残
し
な
が
ら
駅
へ
行
き
、
行
き
先
を
気
に
せ
ず
切
符
を
買
う
。

修
道
士
を
刺
殺
し
た
「
お
れ
」（「
二
つ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
物
語
」）、
エ
ク
ト

ル
を
嚙
み
殺
し
た
ペ
ペ
（「
鼠
警
察
」）、
本
書
は
こ
の
よ
う
な
終
わ
り
方

が
多
く
、
実
は
「
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
ガ
ウ
チ
ョ
」
の
ペ
レ
ー
ダ
も
「
世
界
文

学
つ
い
て
一
席
ぶ
っ
て
い
た
」
男
の
鼠
蹊
部
を
刺
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。

本
書
の
最
初
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
ジ
ム
」
で
は
、「
途
方
も
な
い
こ

と
を
探
し
出
し
て
、
そ
れ
を
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
言
葉
に
し
て
い
」
る
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人
物
「
ぼ
く
」
の
友
人
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。「
ク
ト
ゥ
ル
フ
神
話
」
で

批
判
し
た
「
分
か
り
や
す
く
、
楽
し
く
、
読
み
や
す
い
文
章
」
で
は
な
く
、

ボ
ラ
ー
ニ
ョ
は
、
求
め
な
が
ら
も
つ
か
み
得
ぬ
も
の
、
定
ま
ら
ぬ
も
の
を
、

「
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
言
葉
」
で
文
章
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
原
稿
は
、
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
が
亡

く
な
る
ほ
ぼ
二
週
間
前
に
自
ら
出
版
社
を
訪
れ
、
編
集
者
に
渡
し
た
も
の

だ
と
い
う
。
そ
の
と
き
本
人
が
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
十
数
日
で
こ
の
世
を
去

る
こ
と
を
ど
こ
ま
で
予
測
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
求

め
続
け
て
き
た
い
く
つ
か
の
「
途
方
も
な
い
」
こ
と
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

                                                                               （
武
田
千
香
）
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不
思
議
な
場
所
の
物
語

リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
著
、
沼
野
恭
子
編
訳

『
私
の
い
た
場
所
』

河
出
書
房
新
社

　
二
〇
一
三
年
八
月

　
初
め
て
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
を
読
ん
だ
時
の
衝
撃
は
忘
れ
ら
れ
な

い
。
彼
女
の
出
世
作
『
時
は
夜
』（
一
九
九
二
）
は
、
刑
務
所
帰
り
の
息

子
と
だ
ら
し
な
い
娘
、
頭
の
お
か
し
い
老
母
を
か
か
え
て
貧
乏
生
活
を
送

る
女
性
詩
人
の
手
記
と
い
う
体
裁
の
長
編
小
説
で
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
の

暗
部
を
描
い
た
問
題
作
と
い
う
触
れ
込
み
だ
っ
た
が
、
主
人
公
の
偏
質
狂

的
で
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
怒
涛
の
語
り
口
が
と
に
か
く
圧
巻

で
、
確
か
に
彼
女
の
置
か
れ
た
境
遇
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
悲
惨
で
は
あ

る
も
の
の
、
そ
れ
よ
り
何
よ
り
そ
の
文
体
の
持
つ
破
滅
的
な
疾
走
感
は
む

し
ろ
痛
快
な
ほ
ど
で
あ
り
、
作
品
の
孕
む
底
知
れ
な
い
生
命
力
に
た
だ
も

う
圧
倒
さ
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

こ
の
一
作
で
一
気
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ペ
ト
ル
シ
ェ

フ
ス
カ
ヤ
は
、
そ
の
後
も
旺
盛
な
創
作
力
を
発
揮
し
、
幻
想
小
説
、
怪
奇

譚
、
童
話
、
寓
話
な
ど
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
発
表
し
続
け
て
い

る
。
ソ
連
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
文
学
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
る
と
誰
も
が
認

め
る
彼
女
も
早
や
七
十
代
後
半
に
さ
し
か
か
り
、
そ
ろ
そ
ろ
「
文
壇
の

重
鎮
」
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
さ
ま
る
な
り
、
作
家
生
活
の
黄
昏
期
に
入

る
な
り
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
と
思
い
き
や
、
そ
の
よ
う
な
予
定
調

和
的
展
開
を
裏
切
る
の
が
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
で
あ
る
。
老
齢
を
迎
え

て
か
ら
な
ぜ
か
突
然
歌
に
目
覚
め
た
彼
女
は
、
今
や
国
内
外
の
ク
ラ
ブ
や

ホ
ー
ル
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
プ
ロ
の
「
歌
手
」
で
も
あ
る
。
そ
の
ラ
イ

ヴ
の
様
子
はYouTube

で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ど
こ
と
な
く
魔

女
を
思
わ
せ
る
容
貌
の
彼
女
が
シ
ッ
ク
な
衣
装
に
身
を
包
み
、
ジ
ャ
ズ
や

シ
ャ
ン
ソ
ン
の
名
曲
の
カ
バ
ー
や
自
作
曲
を
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
歌
い

ま
く
る
姿
は
実
に
印
象
的
だ
。

さ
て
、
本
書
は
そ
の
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
が
二
〇
一
〇
年
の
世
界
幻

想
文
学
大
賞
（
短
編
集
部
門
）
を
受
賞
し
た
『
私
の
い
た
場
所

─
別

の
現
実
の
物
語
』
を
中
心
と
し
た
全
十
九
編
の
短
編
小
説
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
現
実
の
裏
側
に

あ
る
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
の
物
語
だ
。
ご
く
平
凡
で
目
立
た
な
い
人
々

が
、
ふ
と
気
づ
く
と
現
実
世
界
の
境
界
線
を
踏
み
越
え
て
異
界
に
引
き
込

ま
れ
、
生
と
死
が
隣
り
合
わ
せ
に
接
す
る
奇
妙
な
世
界
で
摩
訶
不
思
議
な

ス
ト
ー
リ
ー
が
紡
が
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
表
題
作
『
私
の
い
た
場
所
』
で
は
、
主
人
公
ユ
ー
リ
ャ
が
昔

馴
染
み
の
ア
ー
ニ
ャ
お
ば
さ
ん
の
家
を
訪
れ
る
が
、
ど
こ
か
様
子
が
お

か
し
い
。
ど
う
や
ら
ア
ー
ニ
ャ
お
ば
さ
ん
は
す
で
に
死
ん
で
い
て
、
ユ
ー

リ
ャ
は
生
と
死
の
境
界
領
域
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
ご
く
普
通
の

風
景
が
次
第
に
違
和
感
を
増
し
、
現
実
が
非
現
実
に
す
り
替
わ
っ
て
い
く

過
程
は
、
不
気
味
で
も
あ
り
夢
を
見
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

現
実
と
幻
想
、
此
岸
と
彼
岸
、
生
と
死
と
の
境
界
線
は
私
た
ち
が
普
段

思
っ
て
い
る
以
上
に
あ
や
ふ
や
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の
両
方

の
世
界
を
行
き
来
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
本
書
に
収
録
さ

れ
た
全
編
を
通
じ
て
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ユ
ー
リ
ャ
は
最
終
的
に
「
生
の

世
界
」
に
戻
っ
て
く
る
の
だ
が
、「
あ
ち
ら
側
」
へ
行
っ
た
ま
ま
帰
っ
て

こ
な
い
者
も
い
る
（『
ふ
た
つ
の
王
国
』）。
あ
る
い
は
、
死
に
ゆ
く
者
を
取

り
戻
そ
う
と
し
て
境
界
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
（『
噴
水
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の
あ
る
家
』）。
逆
に
、
死
者
の
側
が
「
生
の
世
界
」
に
や
っ
て
く
る
場
合

も
あ
る
。『
母
の
挨
拶
』や『
生
の
暗
闇
』で
は
、現
実
世
界
で
苦
境
に
陥
っ

た
者
た
ち
が
、
死
ん
だ
は
ず
の
家
族
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
一
方
、
戦
死

し
た
夫
が
妻
の
元
を
訪
れ
、
森
へ
と
い
ざ
な
い
自
分
を
埋
葬
さ
せ
る
『
ソ

コ
リ
ニ
キ
の
出
来
事
』
は
、
死
者
の
方
が
生
者
の
助
け
を
借
り
る
パ
タ
ー

ン
だ
。
こ
れ
だ
け
頻
繁
に
死
者
と
生
者
が
往
来
し
合
っ
て
い
る
と
、
も
は

や
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
「
生
の
世
界
」
で
、ど
こ
か
ら
が
「
死
の
世
界
」

な
の
か
、
は
っ
き
り
と
区
分
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
く
な
る
。「
私
の
い

た
場
所
」
は
私
が
今
い
る
場
所
で
も
あ
り
、「
現
実
」
と
「
別
の
現
実
」

が
重
な
り
合
っ
て
不
可
思
議
な
物
語
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
。

ホ
メ
ロ
ス
の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
や
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』、
あ
る
い

は
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
冥
府
下
り
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
様
々

な
文
学
作
品
を
例
に
引
く
ま
で
も
な
く
、「
冥
府
と
の
交
通
」
を
描
く
の

は
文
学
史
上
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
定
番
と
も
言
え
る
ジ
ャ
ン

ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
非
合
理
的
な
現
象
を
自
在
に
扱
う
こ
と
の
で
き
る

最
も
自
由
な
物
語
空
間
」（「
訳
者
あ
と
が
き
」、
二
一
五
頁
）
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
も
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
偏
愛
す
る
の
だ

ろ
う
。
た
だ
、
伝
統
的
な
「
冥
府
下
り
」
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
の
が
彼
女

の
真
骨
頂
で
、
予
定
調
和
を
あ
え
て
崩
す
か
の
よ
う
な
非
論
理
的
な
プ

ロ
ッ
ト
展
開
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

た
と
え
ば
不
本
意
な
結
婚
を
し
た
男
ワ
シ
ー
リ
イ
が
主
人
公
の
『
新
開

発
地
区
』
は
、
最
初
の
う
ち
は
愛
の
な
い
夫
婦
を
描
い
た
よ
く
あ
る
物
語

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
二
人
の
間
に
娘
ア
リ
ョ
ー
ヌ
シ
カ
が
生
ま

れ
る
と
、
ワ
シ
ー
リ
イ
は
思
い
が
け
ず
こ
の
娘
を
深
く
愛
す
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
話
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。「
可
愛
い
ア
リ
ョ
ー
ヌ

シ
カ
は
み
る
み
る
う
ち
に
大
き
く
な
り
、
黒
髪
で
父
親
そ
っ
く
り
に
な
っ

た
。〔
中
略
〕
ワ
シ
ー
リ
イ
は
娘
を
と
て
も
愛
し
、
人
殺
し
を
し
た
大
晦

日
の
夜
も
、
あ
と
一
息
で
妻
を
殺
す
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
、
折
悪

し
く
娘
が
泣
き
は
じ
め
た
の
で
娘
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
あ
や
し
て
寝
か
し

つ
け
て
か
ら
、
浴
室
の
妻
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
と
ど
め
を
刺
し
た
く
ら
い

だ
っ
た
」（
八
五
頁
）。
何
の
伏
線
も
な
く
唐
突
に
殺
人
が
行
わ
れ
る
こ
の

衝
撃
的
な
一
文
の
後
、
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
淡
々
と
妻
の
殺
害
と
死
体
遺
棄

の
場
面
が
描
か
れ
る
。
身
元
を
隠
す
た
め
に
妻
の
指
を
切
断
し
て
か
ら
遺

体
を
捨
て
に
行
っ
た
ワ
シ
ー
リ
イ
は
、
や
が
て
そ
の
切
り
落
と
さ
れ
た
指

が
水
道
管
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
幻
覚
に
と
ら
わ
れ
狂
気
に
陥
っ
て
い

く
の
だ
が
、
こ
の
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
並
み
の
急
展
開
ぶ
り
が
ペ
ト
ル

シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
ら
し
い
。

ま
た
、
異
界
を
描
く
時
に
も
妙
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
彼

女
の
特
色
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
死
に
か
け
た
娘
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
父

親
を
描
い
た
『
噴
水
の
あ
る
家
』
で
は
、
父
が
夢
の
中
で
生
の
心
臓
を
食

べ
、
口
の
中
に
あ
ふ
れ
る
血
で
黒
パ
ン
を
胃
に
流
し
込
む
場
面
が
あ
る

が
、
ま
る
で
そ
の
血
や
臓
物
の
味
が
舌
の
上
に
広
が
る
よ
う
な
生
々
し
さ

を
感
じ
さ
せ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
二
一
三

頁
）、
本
書
の
登
場
人
物
は
死
と
生
の
世
界
を
往
来
す
る
際
、
し
ば
し
ば

「
夢
」
を
見
た
り
眠
っ
た
り
し
て
い
る
。
生
者
が
生
き
な
が
ら
に
し
て
「
別

の
現
実
」
を
体
験
で
き
る
「
夢
」
の
世
界
は
、
言
わ
ば
死
と
生
を
つ
な
ぐ

境
界
領
域
を
象
徴
す
る
場
で
あ
る
が
、
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
の
作
品
自

体
、
ど
こ
か
「
夢
」
に
似
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
論
理
的
つ

な
が
り
を
無
視
し
て
跳
躍
す
る
プ
ロ
ッ
ト
や
、
そ
れ
で
い
て
妙
に
生
々
し

い
肌
触
り
が
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
、「
夢
」
を
思
わ
せ
る
点
は
少
な
く
な
い
。

本
書
を
読
み
終
え
た
後
、
ま
る
で
不
思
議
な
夢
を
見
て
目
覚
め
た
直
後
の
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よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
の
は
お
そ
ら
く
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

時
に
グ
ロ
テ
ス
ク
、時
に
荒
唐
無
稽
な
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
の
「
夢
」

の
世
界
。
し
か
し
ど
れ
ほ
ど
不
気
味
な
「
悪
夢
」
で
あ
っ
て
も
、
な
ぜ
か

そ
の
読
後
感
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
境
界
線
の
裏

側
に
ど
れ
ほ
ど
醜
悪
な
現
実
が
あ
ろ
う
と
、「
夢
」
へ
の
旅
は
単
な
る
「
現

実
逃
避
」
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
不
条
理
で
非
現
実
的
な

幻
想
小
説
に
お
い
て
も
、
抑
え
が
た
く
執
拗
な
生
命
力
が
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ

ス
カ
ヤ
の
作
品
に
は
息
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
母
さ
ん
キ
ャ
ベ
ツ
』
で
は
、
キ
ャ
ベ
ツ
か
ら
生
ま
れ
た
小

さ
な
娘
キ
ャ
ベ
リ
ー
ナ
（
ち
な
み
に
こ
の
名
前
の
訳
し
方
は
絶
妙
で
あ
る
）

の
母
親
が
、
お
そ
ら
く
は
キ
ャ
ベ
リ
ー
ナ
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
思
し
き

不
器
量
で
み
っ
と
も
な
い
赤
ん
坊
を
バ
ル
コ
ニ
ー
で
見
つ
け
た
後
、
最
初

は
愛
す
る
キ
ャ
ベ
リ
ー
ナ
が
さ
ら
わ
れ
た
と
思
っ
て
激
し
く
泣
き
じ
ゃ

く
る
の
だ
が
、「
突
然
、
何
か
が
内
側
か
ら
胸
を
叩
い
た
よ
う
な
気
が
し
」

て
（
一
〇
八
頁
）、
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
こ
の
赤
ん
坊
に
お
っ
ぱ
い
を

あ
げ
る
場
面
が
作
品
の
終
盤
に
あ
る
。
か
つ
て
彼
女
が
堕
胎
し
た
子
の
化

身
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
ら
し
い
キ
ャ
ベ
リ
ー
ナ
と
い
う
薄
気
味
悪
い

幼
女
を
め
ぐ
る
こ
の
奇
譚
は
、
こ
う
し
て
最
後
の
最
後
で
一
転
し
、
母
親

の
内
部
か
ら
湧
き
あ
が
る
生
の
力
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る

（
し
か
し
キ
ャ
ベ
リ
ー
ナ
の
代
わ
り
に
現
れ
た
新
し
い
赤
ん
坊
も
、
や
は
り
最
後

ま
で
ど
こ
か
気
味
が
悪
い
の
だ
が
）。

あ
る
い
は
、
姿
を
見
せ
な
い
何
者
か
が
家
の
中
に
い
る
、
と
い
う
妄
想

に
取
り
つ
か
れ
た
女
を
描
い
た
『
家
に
だ
れ
か
い
る
』
の
結
末
を
思
い
出

し
て
み
よ
う
。
家
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
見
え
な
い
「
あ
い
つ
」
の
先
手

を
打
と
う
と
、
主
人
公
の
女
は
家
中
の
物
を
次
々
と
壊
し
て
い
く
。
家
が

崩
壊
し
て
い
く
の
と
比
例
し
て
彼
女
の
飼
い
ネ
コ
は
生
気
を
失
い
、
ま
る

で
ミ
イ
ラ
の
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
最
後
の
最
後
で
衰
弱
し
き
っ
た
ネ
コ

が
ふ
と
思
い
立
っ
た
よ
う
に
「
す
っ
く
と
起
き
上
が
り
」、
エ
サ
を
口
に

す
る
。「
生
き
て
い
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
」（
四
五
頁
）
と
い
う
さ
り

げ
な
い
締
め
く
く
り
の
一
文
は
、
ペ
ト
ル
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
と
い
う
作
家
の

持
つ
根
源
的
な
逞
し
さ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
印
象
深
い
。
主
人
公
の

女
は
名
前
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
ネ
コ
に
は
「
リ
ャ
ー
リ
ャ
」
と

い
う
人
間
臭
い
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
も
、
こ
の
結

末
か
ら
す
る
と
お
そ
ら
く
意
図
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

思
え
ば
、『
時
は
夜
』
も
、
と
め
ど
な
く
迸
る
生
命
力
の
強
さ
が
創
作

の
ダ
イ
ナ
モ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
老
境
に
至
っ
て
も
な
お
「
歌

手
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
挑
戦
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
ペ
ト
ル

シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
の
人
生
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
同
じ
ダ
イ
ナ
モ
に
突
き
動
か

さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
女
に
は
今
後
も
、
さ
ら
に
予
定
調

和
を
裏
切
り
続
け
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

前
田
和
泉
）



1 2 4

総 合 文 化 研 究 所 主 催 講 演 会 　

「 L a  c o s ci e n z a  d ell o  z e n:  I t al o  S v e v o  e  l' a r t e 

di  s m e t t e r e  di  f u m a r e （ ゼ ン の 意 識 :  イ タ ロ ・

ズ ヴ ェ ー ヴ ォ と 禁 煙 の 嗜 み ） 」

2 0 1 4 年 4 月 2 2 日

リ ッ カ ル ド ・ チ ェ パ ッ ク （ ズ ヴ ェ ー ヴ ォ 博 物 館 館 長 ）

「 ド イ ツ 民 主 共 和 国 と 統 一 2 5  年 後 の 東 ド イ ツ 地 域  」

2 0 1 4 年 6 月 2 3 日

フ ラ ン ク ・ リ ー ス ナ ー （ 千 葉 大 学 講 師 ）

「 面 白 い 日 本 の 私 」 　

2 0 1 4  年 ７ 月 ７ 日

ロ ジ ャ ー ・ パ ル バ ー ス （ 元 東 京 工 業 大 学 教 授 ・ 世 界

文  明 セ ン タ ー 長  ）

「 ロ シ ア 文 学 を 世 界 に 普 及 さ せ る 者 と し て の  2 1

世 紀 の 文 芸 エ ー ジ ェ ン ト 。 た だ し 〈 ロ シ ア 世 界 〉

を 世 界 に 普 及 さ せ る 者 と し て で は な く 」 　

2 0 1 4  年  1 1  月  1 1  日

エ レ ー ナ ・ コ ス チ ュ コ ー ヴ ィ チ （ 作 家 ・ 翻 訳 家 ）

「  語 る 言 葉 と う た う 言 葉 ー 戯 曲 翻 訳 と 訳 詞 に つ い て ー 」

2 0 1 4  年  1 1  月  1 7  日

高 橋 知 伽 江 （ 劇 作 家 ・ 翻 訳 家 ）

総 合 文 化 研 究 所 共 催 講 演 会

「 祖 国 の 中 の 異 界 　 日 本 近 代 文 学 （ 子 規 ・ 鴎 外 ・

漱 石 ） に お け る 空 間 的 指 標 の 喪 失 」 　

2 0 1 4 年 4 月 2 1 日

エ マ ニ ュ エ ル ・ ロ ズ ラ ン （ フ ラ ン ス 国 立 東 洋 言 語 大 学 ）

「 旧 ユ ー ゴ 映 画 の 現 在 」

2 0 1 4  年  5  月  2 9  日 　

平 野 共 余 子 （ 映 画 史 研 究 家 ）

「 M a t t h e w C a rl S t r e c h e r  氏 講 演 会 」

2 0 1 4 年 6 月 6 日 　

マ シ ュ ー ・ カ ー ル ・ ス ト レ ッ カ ー （ Wi n o n a 

S t a t e U ni v e r si t y Gl o b al S t u di e s a n d W o rl d 

L a n g u a g e s P r o g r a m ）

「 シ リ ー ズ 多 文 化 社 会 で 働 く と い う こ と ① 　

難 民 支 援 最 前 線 ー 日 本 の 場 合 」

2 0 1 4  年  7  月  2 5  日 　

石 川 美 絵 子 （I S S J  難 民 担 当 ワ ー カ ー /  特 定 非 営

利 活 動 法 人 な ん み ん フ ォ ー ラ ム 事 務 局 ）

「 東 南 ア ジ ア 文 学 の 今 《 イ ン ド ネ シ ア の メ ガ ・ ヒ ッ ト 小 説 》

—  ア  ン ド レ  ア  ・ ヒ ラ  タ  が  語  る  『  虹  の  少  年  た  ち  』  の  世  界  —  」

2 0 1 4  年  1 1  月  1 0  日 　

ア ン ド レ ア ・ ヒ ラ タ （ 作 家 ）

「 エ コ ー ル ・ ド ・ パ リ の ウ ク ラ イ ナ 人 芸 術 家 た ち 」

2 0 1 4  年  1 1  月  2 8  日

ヴ ィ タ ・ ス サ ク （ ウ ク ラ イ ナ 国 立 リ ヴ ィ ウ 美 術 館 学 芸 員 ）

「 日 本 文 学 が 私 に 教 え て く れ た も の 」

2 0 1 5 年 1 月 2 9 日

ス テ ィ ー ブ ン ・ ド ッ ド 　 （ ロ ン ド ン 大 学 ）

総 合 文 化 研 究 所 共 催 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム

「 ナ ボ コ フ と ロ シ ア 文 学 」

2 0 1 4 年 4 月 2 6 日

編 集 後 記　 「 文 化 」 受 難 の 時 代 で あ る 。 短 期 的 な 目 に 見 え る 損 益 と い う 尺 度 で 計 られ る と 、 い か ん せ ん 文 化 や 芸 術 は 分 が 悪 い 。 ま し て や 「 文 化 研 究 」 と な ると 、 い っ た い な ぜ そ ん な も の の た め に 貴 重 な 税 金 や 知 的 労 力 を 費 や す の かと い う 風 当 た り が 、 四 方 八 方 か ら （ 時 に は 身 内 か ら も ） 吹 き つ け て く る 。　
こ の 逆 風 に あ ら が う べ く 、 今 年 度 の 本 研 究 所 は 山 口 裕 之 所 長 の も と 、 多

種 多 様 に し て 多 彩 な 講 演 会 ・ シ ン ポ ジ ウ ム を 催 し 、 ま た 、 大 学 院 博 士 後 期課 程 在 籍 中 の 若 手 研 究 者 に よ る 公 開 研 究 会
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を 立 ち 上 げ

る な ど 、 専 門 地 域 や 分 野 を 横 断 す る 活 動 に 力 を 入 れ 、 一 定 の 手 ご た え を 得た 。 さ ら に 、 山 口 先 生 を 代 表 者 と す る 科 学 研 究 費 ・ 基 盤 研 究 （ Ｂ ）  「 西 欧ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド 芸 術 に お け る 知 覚 の パ ラ ダ イ ム と 表 象 シ ス テ ム に 関 す る総 合 的 研 究 」 が ス タ ー ト し 、 本 研 究 所 の 活 動 へ の 寄 与 が 期 待 さ れ る 。　
こ の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 か ら 、 本 号 の 特 集 に は 二 本 の 論 文 が 寄 せ ら

れ た 。 技 術 に よ る 知 覚 シ ス テ ム の 変 化 と ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド 芸 術 に お け る 身体 像 の 関 係 を 論 じ た 山 口 先 生 の 論 文 と 、 二 十 世 紀 初 頭 の 女 性 の 身 体 の あ り方 を 服 飾 史 の 視 点 か ら 論 じ た 沼 野 恭 子 先 生 の 論 文 だ 。 そ の 他 、 日 本 語 へ と「 帰 っ た 」 作 家 リ ー ビ 英 雄 と 「 九  ・  一 一 」 の 関 係 を 論 じ た 柴 田 勝 二 先 生 、 キュ ー バ の 作 家 デ ス ノ エ ス の 作 品 を 例 に 植 民 地 知 識 人 の 文 学 的 戦 略 を 探 っ た久 野 量 一 先 生 、  「 狂 人 」 の 形 象 に 着 目 し て ペ ル シ ア 神 秘 主 義 詩 人 ア ッ タ ール を 考 察 し た 佐 々 木 あ や 乃 先 生 の 三 論 文 が 寄 稿 さ れ 、 多 彩 な 分 野 に わ た る文 化 研 究 の い わ ば 出 会 い の 場 と な る 『 総 合 文 化 研 究 』 の 面 目 躍 如 た る ラ イン ナ ッ プ に な っ た の で は な い か と 感 じ て い る 。 い ず れ 劣 ら ぬ 労 作 を お 寄 せ下 さ っ た 皆 様 に 感 謝 し た い 。　
二 〇 一 五 年 四 月 か ら は 、 和 田 忠 彦 先 生 を 新 た に 所 長 に お 迎 え す る 。 嵐 も

波 も し な や か に し た た か に 受 け 止 め て 、 本 研 究 所 の 航 海 は 続 く 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（ 前 田 和 泉 ・ 西 岡 あ か ね ）

2 0 1 4  年 度
東 京 外 国 語 大 学 
総 合 文 化 研 究 所

 活 動 報 告
エ リ ッ ク ・ ナ イ マ ン

（ カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 バ ー ク レ ー 校 教 授 ）

総 合 文 化 研 究 所 共 催 研 究 会

「 映 画 か ら み る エ ジ プ ト ー 喜 劇 王 ア ー デ ル ・ イ

マ ー ム と と も に 」

2 0 1 4  年  1 2  月  1 1  日

勝 畑 冬 実 （ 本 学 非 常 勤 講 師 ）

「 世 界 文 学 ・ 語 圏 横 断 ネ ッ ト ワ ー ク  第 ２ 回 研 究 集 会 」 シ ン

ポ ジ ウ ム 「 世 界 文 学 と （ し て の ） 日 本 文 学 」

2 0 1 5 年 3 月 1 9 日 - 2 0 日

池  澤  夏  樹 ・ 西  成  彦 ・ 中  川  成  美 ・ 佐  藤  泉 ・ 沼  野  充  義 ・ 和

田 忠  彦 ・ 山 口 裕  之 ・ 早  川 敦  子 ・ 鴻  巣  友  季  子

総 合 文 化 研 究 所 公 開 研 究 会 IC S  W ork sh o p  S erie s

「 永 井 荷 風 『 支 那 人 』 （ 『 仮 面 』 ） 論 」

2 0 1 5  年  1  月  1 4  日 　 竹 森 帆 理

「 ろ う 文 化 に お け る  d e a f n e s s  概 念 」

2 0 1 5  年 １ 月  2 8  日 　 山 下 惠 理

総 合 文 化 研 究 所 共 催 ワ ー ク シ ョ ッ プ

「 ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド の 諸 相  0 1 」

2 0 1 4 年 9 月 2 9 日  前 田 和 泉 ・ 西 岡 あ か ね

「 ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド の 諸 相  0 2 」

2 0 1 5  年  3  月  2  日 松 浦 寿 夫 ・ 横 田 さ や か
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