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ロ
ー
リ
ー
の
父
親
で
詩
人
の
マ
ー
カ
ス
・
ロ
ン
グ
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

オ
ル
ソ
ン
の
友
人
で
あ
り
ま
た
弟
子
で
あ
り
、
毎
年
の
よ
う
に
ア
リ
ゾ

ナ
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
近
郊
の
ア
セ
ラ
デ
ー
ロ
に
あ
る
ロ
ン
グ
邸
で
数
日

を
過
ご
す
こ
と
を
な
ら
わ
し
に
し
て
い
た
〔
…
…
〕
だ
か
ら
ロ
ー
リ
ー

に
詩
の
読
み
方
を
教
え
た
の
は
師
匠
そ
の
ひ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
〔
…
…
〕
い
ず
れ
に
し
て
も
投
影
的
で
な
い
詩
は
従
来
的
な
韻
律
に

し
た
が
い
、
個
人
的
で
「
閉
じ
て
」
お
り
〔
…
…
〕
詩
人
の
喜
び
や
悲

し
み
を
表
す
の
に
対
し
て
、
投
影
的
な
詩
は
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
や
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
カ
ー
ロ
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
作
品
が
典
型
だ
が
、「
開
か

れ
て
」
い
る
〔
…
…
〕。「
閉
じ
た
」
詩
は
ダ
ン
、
ポ
ー
、
ブ
ラ
ウ
ニ
ン

グ
、
そ
し
て
ア
ー
チ
ボ
ル
ド
・
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
。「
開
か
れ
た
」
詩
は

パ
ウ
ン
ド
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
も
の
で
〔
…
…
〕
個
人
が
お
も
て
に
出

て
こ
な
い
。（Bolano 141-142

）

　

二
〇
〇
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
南
部
の
詩
人
で
批
評
家
で
も
あ
っ
た
ア
レ

ン
・
テ
イ
ト
の
詳
細
な
伝
記
が
出
版
さ
れ
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
者
の
ス

タ
ン
・
ス
ミ
ス
は
そ
の
伝
記
に
つ
い
て
『
ロ
ン
ド
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
・
オ

ヴ
・
ブ
ッ
ク
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
書
評
を
受
け
、
書
簡
を
宛
て
、
一
九
二

〇
年
代
、
テ
ネ
シ
ー
州
ナ
ッ
シ
ュ
ヴ
ィ
ル
の
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ビ
ル
ト
大
学
に

い
た
テ
イ
ト
や
仲
間
の
ジ
ョ
ン
・
ク
ロ
ウ
・
ラ
ン
サ
ム
こ
そ
が
、
の
ち
の

ち
エ
リ
オ
ッ
ト
、
パ
ウ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
用

語
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
第
二
次
大
戦
後
に
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
文
学
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
語
の
意
味
が
そ
も

特
集　
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ア
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そ
も
こ
れ
ほ
ど
の
限
定
を
受
け
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
ワ

ー
ナ
ー
・
ソ
ラ
ー
ズ
の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
議
論
を
参
考

に
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
反
応
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
人
種
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
技
法
で
書
い

た
の
か
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
が
パ
ウ
ン
ド
や
エ
リ
オ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
ジ
ョ
イ
ス
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

を
頂
点
に
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
限
定
的
に
考
え
る
こ
と
が
当
然
視
さ

れ
る
の
が
戦
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
源
流
に
テ
イ
ト
ら
の
存
在

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

限
定
的
な
意
味
で
の
ハ
イ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
戦
中
か
ら
戦
後
に
産
出
さ
れ

る
過
程
に
お
い
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ペ
ン
・
ウ
ォ
レ
ン
の
「
敗
北
し
て
初
め

て
堅
固
な
南
部
が
生
ま
れ
た
」（Legacy 

14-15

）
と
い
う
言
葉
や
、
テ

イ
ト
の
「
現
在
の
中
に
あ
る
過
去
を
意
識
す
る
文
学
」（“N

ew
 
Provin-

cialism
” 

545

）
と
い
う
言
葉
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
ら
は
強
烈

な
歴
史
意
識
を
前
景
化
し
つ
つ
南
部
文
学
の
研
究
制
度
を
立
ち
あ
げ
た
が
、

一
方
で
新
批
評
と
い
う
歴
史
や
現
実
を
捨
象
し
た
批
評
で
も
知
ら
れ
て
い

る
。
南
部
文
学
と
い
う
一
見
し
て
歴
史
に
彩
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

そ
の
文
学
と
非
歴
史
的
で
非
政
治
的
な
新
批
評
は
、
彼
ら
の
文
化
観
と
密

接
に
結
び
つ
い
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
非
政
治
的
な
新

批
評
が
第
二
次
世
界
大
戦
を
に
ら
み
な
が
ら
練
り
上
げ
ら
れ
た
極
め
て
政

治
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
批
評
と
し
て
キ
ャ
ノ
ン
化
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
言
え
ば
新
批
評
家
と
し
て
の
彼
ら
が
冷
戦
知
識
人
で
も
あ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う

の
も
、
お
そ
ら
く
冷
戦
知
識
人
と
い
っ
た
と
き
に
即
座
に
思
い
浮
か
ぶ
の

は
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
ュ
レ
ジ
ン
ジ
ャ
ー
Jr.
や
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ト
リ
リ
ン
グ

と
い
っ
た
左
翼
か
ら
党
派
色
を
抜
き
去
っ
た
文
化
左
翼
と
し
て
の
リ
ベ
ラ

ル
知
識
人
た
ち
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

の
ち
に
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
『
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
』
で
触
れ

る
こ
と
に
な
る
（228

）
ス
タ
ン
・
ス
ミ
ス
の
こ
の
手
紙
は
、
源
流
に
触

れ
つ
つ
も
「
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
本

稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
南
部
で
一
九
二
〇
年
代
に
『
フ
ュ
ー
ジ
テ
ィ
ヴ
』

と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
雑
誌
を
立
ち
あ
げ
、
そ
の
後
一
九
三
〇
年
代
前

半
に
農
本
主
義
と
い
う
政
治
運
動
を
お
こ
な
い
つ
つ
も
、
そ
の
政
治
運
動

を
棄
て
て
い
わ
ゆ
る
新
批
評
家
と
な
る
人
達
、
と
り
わ
け
ア
レ
ン
・
テ
イ

ト
、
ロ
バ
ー
ト
・
ペ
ン
・
ウ
ォ
レ
ン
の
言
論
が
三
〇
年
代
以
降
に
た
ど
っ

た
道
筋
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
ら
の
「
農
本
主
義
」
を
再
度
位

置
づ
け
て
、「
な
ぜ
」
に
い
た
る
ス
テ
ッ
プ
の
ひ
と
つ
を
検
証
し
て
み
た

い
。
こ
の
過
程
を
考
え
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
戦
後
研
究
対
象
を
も
規
定
し

て
き
た
新
批
評
が
い
か
に
冷
戦
期
の
知
的
言
説
と
共
振
し
て
い
た
か
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
新
批
評
が
そ
も
そ
も
い
か
に
南
部
農
本
主
義
者
の
南
部
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
系
譜
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
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が
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
自
明
視
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
お
よ
び

自
分
の
足
元
で
い
え
ば
戦
後
の
英
文
学
研
究
を
も
規
定
し
て
き
た
キ
ャ
ノ

ン
を
歴
史
化
し
て
考
え
直
す
契
機
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
際
に
考
え
て
み
た
い
の
が
冒
頭
の
引
用
の
醸
し
出
す
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
、
テ
ネ
シ
ー
州
の
ナ
ッ
シ
ュ
ヴ
ィ
ル
に
あ
る
ヴ
ァ

ン
ダ
ー
ビ
ル
ト
大
学
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
ズ
奨
学
金
を
取
得
し
て
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
学
ん
だ
秀
才
た
ち
が
群
を
な
し
て
い
た
。
ジ
ョ
ン
・
ク
ロ

ウ
・
ラ
ン
サ
ム
と
そ
の
若
き
弟
子
た
ち
（
寮
で
同
室
だ
っ
た
テ
イ
ト
と
ウ

ォ
レ
ン
、
あ
る
い
は
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
、
ア
ン
ド
リ
ュ

ー
・
ラ
イ
ト
ル
な
ど
）
が
ラ
ン
サ
ム
の
家
に
招
か
れ
、
あ
る
い
は
ア
ラ
バ

マ
の
ラ
イ
ト
ル
の
父
の
牧
場
に
集
い
、「
兄
弟
（brethren

）」
と
自
称
す

る
結
束
の
強
さ
を
誇
っ
て
い
た
（M

urphy 11-13

）。

　

彼
ら
が
英
詩
を
礼
賛
し
、
ま
た
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
を
持
ち
あ

げ
て
『
フ
ュ
ー
ジ
テ
ィ
ヴ
』
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
雑
誌
を
出
し
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
く
だ
ん
の
引
用
は
集
ま
っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の

名
前
さ
え
変
え
て
し
ま
え
ば
、
さ
な
が
ら
彼
ら
の
文
学
観
と
そ
の
緊
密
な

関
係
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
が
、
実
は
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
極
右

文
学
者
の
辞
典
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
に
よ
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
南
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
文
学
』（
一
九
九
六
）

か
ら
の
一
節
で
あ
る
。
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
は
モ
デ
ル
が
誰
か
を
明
か
し
て
は
い

な
い
が
、
チ
リ
の
作
家
の
こ
の
想
像
上
の
極
右
作
家
た
ち
の
あ
き
ら
か
に

新
批
評
的
な
詩
論
と
師
弟
の
姿
に
フ
ュ
ー
ジ
テ
ィ
ヴ
詩
人
を
想
像
し
な
い

こ
と
は
難
し
い
。
仮
に
こ
の
モ
デ
ル
が
ラ
ン
サ
ム
や
ウ
ォ
レ
ン
、
あ
る
い

は
テ
イ
ト
で
は
な
い
と
し
て
も
、
新
批
評
的
な
詩
論
が
「
ナ
チ
ス
文
学
」

で
あ
る
と
は
、
実
際
に
彼
ら
が
フ
ァ
シ
ス
ト
、
時
に
ナ
チ
ス
と
称
さ
れ
た

こ
と
を
思
い
出
す
と
見
過
ご
し
に
で
き
な
い
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
の
ち
に
彼
ら
が
政
治
を
棄
て
て
新
批
評

家
に
な
る
過
程
に
は
脱
フ
ァ
シ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
説
上
作
っ
て
い
こ

う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
フ
ュ
ー
ジ

テ
ィ
ヴ
詩
人
が
農
本
主
義
者
と
な
っ
た
と
き
に
フ
ァ
シ
ス
ト
、
時
に
よ
っ

て
ナ
チ
ス
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
部
分
に
お
い
て

な
の
だ
ろ
う
か
。

1　

農
本
主
義
の
白
い
想
像
力

『
フ
ュ
ー
ジ
テ
ィ
ヴ
』
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を
称
揚
し
て
い
た
二
〇
年
代
の

南
部
は
、
社
会
問
題
が
集
約
さ
れ
た
よ
う
な
行
き
暮
れ
た
地
域
と
さ
れ
て

い
た
。
ペ
ラ
グ
ラ
や
ら
十
二
指
腸
虫
の
寄
生
、
い
わ
ゆ
る
プ
ア
・
ホ
ワ
イ

ト
の
問
題
な
ど
、
そ
れ
は
新
た
に
台
頭
し
た
進
歩
的
な
社
会
学
の
調
査
の

対
象
、
し
た
が
っ
て
改
革
の
対
象
に
も
な
っ
た
。（T

indall

）　

進
化
論

教
育
の
是
非
を
め
ぐ
る
一
九
二
五
年
の
ス
コ
ー
プ
ス
裁
判
は
、
南
部
の
後

進
性
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
と
な
り
、
南
部
は
非
科
学
的
な
遅
れ
た
場
所
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と
の
印
象
を
い
っ
そ
う
強
め
る
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
大
恐
慌
時
代
に

は
ア
メ
リ
カ
の
「
第
一
の
経
済
問
題
」（Carlton and Coclanis 42

）

に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
立
ち
後
れ
る
の
は
な
に
よ
り
産
業
主
義

の
せ
い
で
あ
る
と
し
た
フ
ュ
ー
ジ
テ
ィ
ヴ
の
詩
人
た
ち
は
、
一
九
三
〇
年

に
『
私
の
立
場
（I’ll T

ake M
y Stand

）』
と
い
う
農
本
主
義
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
本
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
本
は
、
ひ
と
つ
に
は
北
部
が
象

徴
す
る
産
業
主
義
と
消
費
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
同
時

に
進
歩
的
な
社
会
学
者
が
象
徴
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に

対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
も
あ
り
、
し
か
も
当
初
は
『
反
共
産
主
義
論

集
』（Gray 

127

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
構
想
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
結

果
と
し
て
農
本
主
義
を
産
業
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
と
し
て
掲
げ
る
と
言

う
と
き
、
そ
れ
は
大
変
に
反
動
的
な
色
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と

は
い
え
、
そ
も
そ
も
『
フ
ュ
ー
ジ
テ
ィ
ヴ
』
で
す
で
に
「
旧
南
部
の
上

流
」（V

ol 1 “Forew
ord”

）
の
「
お
上
品
な
伝
統
」
か
ら
逃
げ
、
ま
た

「
わ
か
り
や
す
い
」
詩
で
は
な
く
知
力
を
必
要
と
す
る
「
英
詩
の
伝
統
」

（Ransom
, “M

ixed M
odes” 28

）
に
向
か
う
の
だ
と
し
て
い
た
彼
ら
に

と
っ
て
は
、
産
業
化
の
行
き
着
く
末
が
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
む
し
ろ

遅
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
南
部
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
行
き
着
く
先
を
回
避

す
る
手
立
て
を
幸
い
に
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
南
部
擁
護
が
『
私
の
立

場
』
だ
と
言
え
る
。

　

産
業
化
と
都
会
化
が
進
ん
だ
北
部
と
、
後
れ
た
田
舎
の
南
部
。
南
部
を

北
部
と
の
対
比
で
語
る
こ
と
が
一
九
二
〇
年
代
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
文
化
を
語
る
際
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
Ｈ
・
Ｌ
・
メ
ン
ケ
ン
に
よ
る
辛

辣
な
エ
ッ
セ
イ
「
文
化
の
サ
ハ
ラ
砂
漠
」（
一
九
二
〇
）
な
ど
は
そ
の
図

式
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
本
主
義
者
は
「
後
れ
て
い
る
」
こ
と
を

逆
手
に
取
り
、
そ
の
前
産
業
化
社
会
を
過
去
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
接
続
し

て
い
く
。
こ
の
時
の
農
本
主
義
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ひ
と
こ
と

で
い
え
ば
、
産
業
革
命
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
文
化
を
源
泉
と
す
る
、
白

人
エ
リ
ー
ト
か
ら
な
る
農
業
立
国
で
あ
る
。

　

ラ
ン
サ
ム
が
書
い
た
と
さ
れ
る
（H

obson 
212

）
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
で
は
、
同
時
代
の
南
部
の
産
業
化
を
憂
え
る
立
場
が
明
瞭
に
示
さ
れ

て
い
る
。
産
業
化
が
進
み
、
機
械
生
産
が
増
大
し
た
か
ら
と
い
っ
て
け
っ

し
て
「
余
暇
（leisure

）」（xl

）
が
増
え
な
い
こ
と
が
問
題
で
、
人
と
人

と
の
適
切
な
関
係
が
作
れ
な
い
そ
う
し
た
社
会
で
は
「
作
法
、
会
話
、
歓

待
の
精
神
、
共
感
、
家
族
、
恋
愛
」（xliii

）
を
ま
と
も
に
営
め
な
く
な

る
ば
か
り
か
、
芸
術
も
育
た
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
宗
教
と
同
様
に
、

芸
術
は
お
し
な
べ
て
自
然
へ
の
正
し
い
態
度
」
を
基
盤
と
し
、
と
り
わ
け

自
然
に
対
す
る
「
自
由
か
つ
無
私
の
観
察
」
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

は
「
余
暇
」
が
必
須
で
あ
る
か
ら
だ
（xliii

）。
こ
の
よ
う
な
生
活
は
産

業
化
社
会
で
は
な
く
て
農
本
主
義
が
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
農
本
主

義
の
も
と
で
は
、
労
働
は
「
知
性
と
余
暇
」
を
も
っ
て
追
求
さ
れ
、
な
お
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か
つ
労
働
者
も
最
大
の
数
携
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（xlvii

）。
イ
ン

ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
注
目
す
べ
き
は
、
当
時
の
進
歩
主
義
や
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
を
産
業
化
と
結
び
つ
け
て
批
判
し
つ
つ
農
本
主
義
と
い
う
経
済
体
制
を

主
張
す
る
こ
と
が
文
芸
と
直
結
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
芸
術
へ

の
「
無
私
の
」
態
度
に
は
す
で
に
、
大
衆
美
学
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し

て
の
（
ブ
ル
デ
ュ
ー48-57
）
新
批
評
に
結
び
つ
く
エ
リ
ー
ト
階
級
の
態

度
を
見
て
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
労
働
に
た
ま
さ
か
触
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
農
本
主
義
が
「
余
暇
」
と
結
び
つ
き
、
し
か
も
「
無

私
」
の
距
離
を
対
象
と
取
れ
る
と
い
う
限
り
、
そ
の
農
本
主
義
は
有
閑
階

級
の
、
む
し
ろ
労
働
な
き
農
本
主
義
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
農
本
主
義
の
「
余
暇
」
に
満
ち
た
社
会
の
モ
デ
ル
は
広
く
言
え
ば

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
狭
く
言
う
な
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
も
ど
の
よ
う
な
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
の
か
は
定
か
で

は
な
い
。『
私
の
立
場
』
に
寄
せ
た
ラ
ン
サ
ム
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
南

部
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
原
則
に
し
た
が
っ
た
文
化
を
創
り
あ
げ
、

守
っ
て
い
る
」（ 3

）
点
で
ア
メ
リ
カ
で
も
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
し
か
も

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
文
化
が
そ
の
モ
デ
ル
（ 3

）
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が

「
純
然
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
」
で
あ
り
、「
自
足
し
、
後
ろ
向
き
で
、
地

方
主
義
の
色
濃
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」（ 5

）
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
ば

そ
れ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
上
流
」（ 12

）
を
モ
デ
ル
に
し
た
旧
南
部
に
そ

の
イ
メ
ー
ジ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
農
本
主
義
を
「
過
去
」
に
遡
っ
て
求

め
る
の
は
ラ
ン
サ
ム
だ
け
で
は
な
い
。
ア
レ
ン
・
テ
イ
ト
も
ま
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
過
去
、
し
か
も
中
世
に
ま
で
遡
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
旧
南
部
が
南

北
戦
争
で
敗
れ
た
原
因
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
と
し
、「
封

建
的
宗
教
」
を
欠
い
た
か
ら
こ
そ
「
封
建
的
社
会
」
を
維
持
し
き
れ
な
か

っ
た
と
い
う
立
場
を
取
る
（166

）。
テ
イ
ト
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
一
貫

し
て
お
り
、
す
で
に
『
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
伝
』（
一
九
二
九
）

に
お
い
て
南
北
戦
争
を
、
南
部
の
「
後
ろ
向
き
〔
…
…
〕
で
自
然
の
征
服

を
最
低
限
」（301

）
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
性
を
守
る
戦
い
で
あ
っ
た
と
位

置
づ
け
て
い
る
。「
南
部
に
お
け
る
著
述
業
」（
一
九
三
五
）
と
い
う
エ
ッ

セ
イ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
南
部
作
家
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
南
部
の

独
自
の
歴
史
意
識
（165, 

175

）
を
称
揚
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で

大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
余
暇
」
に
溢
れ
る
社
会
こ
そ
が
文
化
を

支
え
る
と
い
う
エ
リ
ー
ト
主
義
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
ス
タ
ー
ク
・
ヤ
ン
グ

や
ジ
ョ
ン
・
グ
ー
ル
ド
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
教
育
を
扱
い
、
同
様
の
立
場

を
取
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
政
治
の
議
論
は
、
文
化
の
議
論
と
表
裏
一
体
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
余
暇
」
は
誰
が
支
え
る
の
か
。
マ
ル
ク
ス

主
義
を
嫌
い
、
し
た
が
っ
て
階
級
を
語
る
こ
と
の
な
い
彼
ら
の
議
論
に
は
、

不
思
議
な
ほ
ど
労
働
の
影
が
な
い
。

　

お
そ
ら
く
ロ
バ
ー
ト
・
ペ
ン
・
ウ
ォ
レ
ン
の
み
が
、
そ
の
な
か
で
ア
フ

リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
注
目

で
き
る
。
そ
の
た
め
に
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
は
ウ
ォ
レ
ン
の
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エ
ッ
セ
イ
を
『
私
の
立
場
』
に
収
録
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
ほ
ど
で
あ
っ

た
（Singal 

348-349

）。
と
は
い
え
、
ウ
ォ
レ
ン
は
そ
も
そ
も
南
部
の

大
義
を
め
ぐ
る
保
守
主
義
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

『
わ
た
し
の
立
場
』
の
前
年
に
出
し
た
『
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
伝
（John 

Brow
n

）』（
一
九
二
九
）
は
、
ロ
ー
ズ
奨
学
金
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に

滞
在
中
に
書
き
上
げ
た
、
ウ
ォ
レ
ン
の
最
初
の
本
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は

奴
隷
制
反
対
の
活
動
家
で
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
フ
ェ
リ

ー
で
連
邦
の
弾
薬
庫
を
襲
っ
て
捕
ま
り
処
刑
さ
れ
た
英
雄
的
人
物
だ
が
、

副
題
「
殉
教
者
の
創
造
（T

he M
aking of a M

artyr

）」
に
も
示
さ
れ

る
と
お
り
、
こ
の
本
は
エ
マ
ソ
ン
や
ソ
ー
ロ
ー
ま
で
も
味
方
に
つ
け
た
ブ

ラ
ウ
ン
の
殉
教
者
と
し
て
の
位
置
が
「
つ
く
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と

を
あ
ば
く
脱
神
話
化
の
作
業
だ
っ
た
。
エ
マ
ソ
ン
ら
が
「
殉
教
者
」

（431

）
扱
い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
殉
教
者
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
創
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
テ
イ
ト
が
同
じ
年
に
出
し
た
『
ジ
ェ
フ
ァ

ソ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
伝
』
に
お
い
て
、
女
性
化
さ
れ
揶
揄
さ
れ
て
い
た
南

部
連
合
大
統
領
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
像
を
男
ら
し
い
人
物
と
し
て
南
部
側
に

奪
回
し
、
な
お
か
つ
南
北
戦
争
を
「
後
ろ
向
き
」
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明

最
後
の
砦
」（301

）
た
る
南
部
と
産
業
主
義
の
戦
争
と
し
て
捉
え
返
し
た

こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
伝
記
を
扱
い
つ
つ
、
そ
の
意
味
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に

変
容
さ
せ
る
解
釈
を
持
ち
出
す
ウ
ォ
レ
ン
が
こ
の
本
に
お
い
て
「
南
部
の

大
義
」
を
護
る
側
に
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
彼
が
『
わ
た
し
の
立
場
』
に
寄
せ
た
文
章
は
ジ
ョ
エ
ル
・

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
・
ハ
リ
ス
の
リ
ー
マ
ス
じ
い
や
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
す
る

「
う
さ
ぎ
ど
ん
」
の
住
処
を
連
想
さ
せ
る
「
い
ば
ら
の
茂
み
」
と
い
う
エ

ッ
セ
イ
で
あ
る
。
ウ
ォ
レ
ン
は
正
面
か
ら
黒
人
の
問
題
に
取
り
組
も
う
と

す
る
。
南
部
が
い
ま
産
業
化
に
直
面
し
て
い
る
事
実
を
認
め
た
う
え
で
、

人
種
差
別
の
解
消
に
穏
や
か
に
取
り
組
も
う
と
し
た
ブ
ッ
カ
ー
・
Ｔ
・
ワ

シ
ン
ト
ン
を
評
価
し
な
が
ら
、
人
種
の
分
離
を
時
代
に
合
わ
せ
て
や
り
直

す
こ
と
を
提
案
し
た
。
と
は
い
え
、
黒
人
に
と
っ
て
南
部
の
人
種
分
離
政

策
は
む
し
ろ
恩
恵
だ
と
す
る
温
情
主
義
的
な
態
度
は
、
た
と
え
ば
黒
人
が

突
如
移
住
し
た
シ
カ
ゴ
で
は
む
し
ろ
黒
人
は
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
指
摘

や
、
人
種
統
合
を
求
め
る
共
産
主
義
者
へ
の
批
判
、
あ
る
い
は
ま
た
彼
ら

が
南
部
で
は
農
業
で
そ
れ
な
り
に
地
位
を
得
て
い
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら

も
伺
え
る
（262, 

254, 
262

）。
グ
レ
イ
ス
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
へ
イ
ル
が

述
べ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
の
黒
人
の
中
に
は
、
ウ
ォ
レ
ン
の
記

述
と
真
逆
の
過
酷
な
農
業
生
活
を
す
る
人
も
多
い
一
方
で
、
都
市
部
で
は

中
流
の
黒
人
も
増
加
し
て
消
費
主
義
を
礼
賛
し
て
い
た
の
だ
が
（H

ale 

138-147

）、
そ
の
よ
う
な
姿
は
ウ
ォ
レ
ン
の
人
種
分
離
さ
れ
た
パ
ス
ト
ラ

ル
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
排
除
さ
れ
、
静
止
画
像
の
よ
う
な
遠
景
と
し
て
し

か
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
彼
が
描
く
貧
し
い
南
部
に
は
、「
小
屋
の
前

に
腰
を
降
ろ
し
、
あ
る
い
は
綿
花
に
腰
を
か
が
め
、
丘
陵
地
の
タ
バ
コ
畑

に
身
を
か
が
め
、
あ
る
い
は
夏
の
宵
に
は
街
の
通
り
に
繰
り
出
し
て
い
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る
」（249

）
黒
人
た
ち
の
姿
が
あ
る
の
み
だ
。
へ
イ
ル
は
当
時
の
ツ
ー
リ

ス
ト
向
け
の
写
真
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
サ
イ
ズ
さ
れ
た
黒
人
農
民
な
ど
が
「
ひ

と
つ
の
南
部
的
光
景
」
と
し
て
消
費
さ
れ
、
さ
な
が
ら
無
料
の
ミ
ン
ス
ト

レ
ル
シ
ョ
ー
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
（144-147

）、
ウ
ォ
レ
ン
の
黒

人
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
て
封

じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
ウ
ォ
レ
ン
は
、
へ
イ
ル
の
指
摘
す
る
現
実

―

農
業
に
収
ま
ら
な
い
黒
人
が
産
業
主
義
の
恩
恵
と
し
て
の
消
費
主
義

を
喜
び
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
黒
人
が
人
種
分
離
政
策
の
廃
止
を
迫
っ
て
い
る

こ
と―

を
認
め
て
当
時
の
共
産
主
義
と
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
と
の

結
び
つ
き
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
人
種
分
離
政
策
の
廃
止
は
ま
だ
時
期
尚

早
と
い
う
立
場
を
取
る
。
黒
人
解
放
を
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
結
び
つ
け
て
反

対
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
後
年
、
人
種
の
問
題
に
何
度
も
立
ち
戻
る
ウ
ォ

レ
ン
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
で
大
切
だ
っ
た
の
は
人
種
分
離
政
策

撤
廃
で
は
な
く
、
人
種
分
離
の
図
式
の
な
か
で
カ
ラ
ー
ラ
イ
ン
を
効
果
的

に
引
き
直
し
て
黒
人
た
ち
に
彼
ら
の
住
処
「
い
ば
ら
の
茂
み
」
を
、
す
な

わ
ち
「
適
切
な
場
所
」（263

）
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

農
本
主
義
者
は
反
産
業
主
義
を
唱
え
る
が
、
テ
イ
ト
の
よ
う
に
封
建
社

会
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
、
ラ
ン
サ
ム
の
よ
う
に
「
余
暇
」
を
農
業
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
の
は
、
人
種
分
離
さ
れ
た
南
部
に
い
て
、
黒
人
を
「
写
真
」
の

よ
う
に
し
か
観
る
こ
と
の
な
い
感
受
性
に
助
け
ら
れ
て
も
い
る
か
ら
だ
ろ

う
。
白
人
と
い
う
だ
け
で
経
済
的
に
一
歩
上
に
い
ら
れ
る
環
境
、
あ
る
い

は
ウ
ォ
レ
ン
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
共
産
主
義
と
手
を
結
ぶ
か

ら
に
は
労
働
を
担
う
の
は
黒
人
（
お
よ
び
現
実
的
に
は
貧
乏
白
人
も
）
で

あ
る
こ
と
が
暗
黙
裏
に
了
解
さ
れ
て
い
る
環
境
で
は
、
階
級
差
が
人
種
の

差
に
な
っ
て
お
り
、「
有
閑
」
の
農
本
主
義
者
の
目
に
は
絵
は
が
き
以
上

に
な
る
こ
と
は
な
い
。
農
本
主
義
と
は
人
種
分
離
の
た
め
に
見
え
な
く
な

っ
た
黒
人
と
貧
し
い
白
人
労
働
者
を
隠
蔽
し
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
白

い
社
会
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

2　
「
地
方
主
義
」
対
「
文
化
」

『
わ
た
し
の
立
場
』
は
当
初
、
一
九
三
〇
年
代
に
勢
い
の
あ
っ
た
数
々
の

地
方
主
義
（regionalism

）
の
ひ
と
つ
と
い
う
位
置
づ
け
だ
っ
た
。
そ

こ
に
か
ら
ん
だ
テ
イ
ト
、
ラ
ン
サ
ム
、
ウ
ォ
レ
ン
が
一
九
四
〇
年
代
の
は

じ
め
に
は
農
本
主
義
の
政
治
を
す
っ
か
り
棄
て
て
新
批
評
の
批
評
家
と
し

て
文
学
の
み
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
こ
の
地
方
主
義
が
ニ
ュ
ー
デ

ィ
ー
ル
期
か
ら
第
二
次
大
戦
期
に
至
る
ま
で
に
、
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
と

い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
と
の
あ
い
だ
の
交
渉
の
な
か
で
い
っ
た
ん

は
称
揚
さ
れ
た
の
ち
に
足
場
を
失
う
過
程
と
お
お
い
に
関
係
が
あ
る
。
彼

ら
は
三
〇
年
代
に
す
で
に
、
Ｉ
・
Ａ
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
理
論
を
取
り
入
れ

つ
つ
、
後
年
新
批
評
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
批
評
の
方
法
や
詩

観
を
育
て
て
い
る
。
三
〇
年
代
半
ば
に
は
「
詩
の
ス
タ
ン
ザ
そ
れ
自
体
が
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真
実
あ
る
い
は
虚
偽
と
い
う
の
で
は
な
く
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
」

（T
ate, “T

hree T
ypes” 192

）
と
い
う
存
在
論
的
な
詩
観
を
コ
ミ
ュ
ニ

ス
ト
の
批
評
家
と
対
立
し
つ
つ
練
り
上
げ
る
一
方
で
、
一
九
三
六
年
の
第

二
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
言
え
る
『
誰
が
ア
メ
リ
カ
を
所
有
す
る
の
か
（W

ho 

O
w
ns A

m
erica?

）』
ま
で
は
と
り
わ
け
中
央
集
権
化
に
対
抗
し
て
「
脱

中
央
集
権
化
」
を
唱
え
、
反
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
、
反
共
産
主
義
の
政
治
的

発
言
を
行
っ
て
い
た
。

　

ロ
バ
ー
ト
・
Ｌ
・
ド
ー
マ
ン
は
、
地
方
主
義
が
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
推

し
進
め
る
あ
る
種
の
中
央
集
権
化
の
勢
い
に
勝
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
土
地
と
結
び
つ
い
た
「
個
」
を
尊
重
し
て
い
た
農
本

主
義
は
そ
の
勢
い
に
負
け
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
も
う

ひ
と
つ
、
彼
ら
の
語
彙
が
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
語
彙
と
言
説
に
対
応
し
き

れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
一
二
人
の
農
本
主
義
者
の
な
か
で
も
、

も
っ
と
も
頑
固
な
地
方
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
ソ
ン
は
編
集
者
Ｗ
・
Ｔ
・
ク
ー
チ
へ
の
手
紙
（
一
九
三
九
年
五
月
七
日

付
）
に
お
い
て
「
統
計
表
、
社
会
学
や
経
済
学
」
が
そ
の
よ
う
な
「
抽
象

的
な
暗
号
の
裏
に
い
る
民
衆
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
い
た
が

（D
orm

an 
278

）、
こ
の
統
計
表
や
社
会
学
と
い
っ
た
も
の
は
た
ん
に
一

九
二
〇
年
代
に
力
を
得
て
き
た
社
会
学
と
い
う
以
上
に
、
三
〇
年
代
に
国

じ
ゅ
う
を
覆
う
力
と
な
っ
て
い
た
も
の―

マ
イ
ケ
ル
・
ザ
レ
イ
が
「
ニ

ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
社
会
保
険
と
統
計
の
言
説

（13-17

）
で
あ
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
嘆
き
は
、
一
九
三
〇
年
代

末
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
の
前
で
「
個
」
の
言
葉
が
力
を
失
う
過
程

を
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
統
計
の
言
葉
と
の
せ
め
ぎ
合
い
に
つ
い
て
は
、

ウ
ォ
レ
ン
が
『
誰
が
ア
メ
リ
カ
を
所
有
す
る
の
か
』
に
寄
せ
た
論
考
に
お

い
て
「
文
学
の
地
方
主
義
」
と
「
経
済
学
学
者
、
編
集
者
、
社
会
学
者
、

政
治
家
」
が
語
る
地
方
主
義
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
あ
い
だ
に
は
関
係
が
な

い
と
し
て
（357

）
文
学
の
自
律
を
主
張
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
テ

イ
ト
に
し
て
も
、
は
や
く
も
一
九
三
五
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
詩
の
三
つ
の
タ

イ
プ
」
に
お
い
て
、
科
学
的
に
事
象
を
説
明
す
る
意
志
や
「
実
践
的
な

知
」（191

）、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
よ
う
に
経
済
基
盤
と
文

学
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
に
苛
立
ち
（187

）、
そ
れ
に
対
し
て
詩
の
言
葉
の

「
超
然
（aloof

）」（177

）
を
唱
え
て
い
る
。
詩
の
ス
タ
ン
ザ
は
そ
れ
自

体
が
「
真
で
あ
る
と
か
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
こ
に

存
在
す
る
」「
創
造
さ
れ
た
客
体
」（192, 

194

）
で
あ
る
と
す
る
そ
の
言

葉
使
い
か
ら
す
れ
ば
、
後
年
新
批
評
と
言
わ
れ
る
詩
の
存
在
論
は
す
で
に

か
た
ち
を
取
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の
言
明
が
の
ち
の
冷
戦
期
と

ち
が
っ
て
非
政
治
性
の
政
治
性
と
い
う
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
は
、
ニ

ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
の
覇
権
的
な
言
説
に
対
抗
さ
せ
る
限
り
、
詩
の
自
律
も

地
方
主
義
に
付
随
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
む
し
ろ
世
界
を
ト
ー
タ
ル
に

数
値
化
す
る
意
志
を
持
つ
言
説
の
前
に
は
、
政
治
的
な
力
を
持
つ
こ
と
が
、

か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
勃
発
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
へ

の
ア
メ
リ
カ
の
対
応
の
中
で
、
地
方
主
義
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
に
お

い
て
そ
の
意
味
づ
け
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
過
程
も
あ
る
。

農
本
主
義
者
の
ラ
ン
サ
ム
、
テ
イ
ト
、
ウ
ォ
レ
ン
ら
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
政

治
の
言
葉
を
消
し
て
い
く
過
程
に
は
、
と
り
わ
け
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
外
交

政
策
の
過
程
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

セ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ル
ボ
ー
は
一
九
四
一
年
か
ら
四
三
年
の
あ
い
だ
に
ア
メ
リ

カ
が
戦
争
に
む
け
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

同
時
に
前
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
三
九
年

の
独
ソ
不
可
侵
条
約
、
四
〇
年
の
パ
リ
陥
落
に
至
っ
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
脅
威
を
対
岸
の
火
事
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。

世
界
を
リ
ー
ド
す
る
た
め
に
国
際
主
義
は
重
要
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
一

見
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
内
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
「
一
枚
岩
的
に
」
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
流
れ
の

な
か
で
一
枚
岩
の
ア
メ
リ
カ
は
、
多
様
な
人
種
や
地
方
よ
り
は
「
共
通
の

ア
メ
リ
カ
文
化
」
か
ら
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（Gilbault 59

）。

　

ロ
バ
ー
ト
・
Ｈ
・
ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
Jr.
は
、
こ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
脅

威
の
前
に
、
ア
メ
リ
カ
を
「
文
化
」
か
ら
規
定
す
る
動
き
が
お
こ
り
、
農

本
主
義
を
含
め
た
地
方
主
義
が
力
を
失
っ
た
過
程
を
説
明
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
彼
我
の
二
項
対
立
は
「
民

主
主
義
対
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
図
式
を
呼
び
込
み
、
そ
の
な
か
で
民
主

主
義
は
「
普
遍
的
な
権
利
と
原
理
」
で
あ
り
「
人
種
と
国
民
に
関
す
る
非

合
理
的
な
偏
見
」
が
な
い
も
の
、
対
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
こ
の
よ
う
な
偏

見
を
表
明
し
、
普
遍
を
追
い
立
て
て
個
を
目
指
す
と
さ
れ
た
（ 12

）。
フ

ァ
シ
ズ
ム
と
は
「
人
種
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
階
級
」
と
引
き
替
え
に
「
普
遍

の
真
実
、
価
値
、
法
、
人
権
」
を
拒
む
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
（ 13

）。

　

ア
メ
リ
カ
を
「
人
種
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
階
級
」
の
ど
れ
か
と
特
定
し
て

結
び
つ
け
な
い
語
り
方
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
文
化
」
の
「
特
徴
の
構
造
」

（Brinkm
eyer 9

）
に
な
っ
た
。
ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
が
そ
の
代
表
と
し

て
挙
げ
る
の
は
日
本
の
文
化
を
語
っ
た
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
と
と
も

に
政
府
に
雇
わ
れ
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ド
の
『
火
薬
を
し
め
ら
せ
る

な
』（
一
九
四
二
）
で
あ
る
。
ミ
ー
ド
は
こ
こ
で
民
主
主
義
を
「
文
化
全

体
に
通
底
す
る
ふ
る
ま
い
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
心
的
姿
勢
」（ 20

）
と
し

て
い
る
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
の
ご
と
く
、
そ
の
姿
勢
は

「
公
職
の
候
補
、
路
面
電
車
、
学
校
、
新
聞
」
に
も
浸
透
す
る
。
し
か
も

そ
れ
を
突
如
民
主
主
義
で
は
な
い
国
家
に
植
え
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い

の
は
、「
近
代
ア
メ
リ
カ
社
会
に
封
建
制
を
導
入
」
で
き
な
い
の
と
同
じ

こ
と
で
あ
る
（ 20

）。

「
文
化
全
体
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
地
方
の
個
別
性
へ
と
向
か
う

地
方
主
義
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
る
発
想
も
出
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
た
だ
し
こ
こ
に
も
国
際
情
勢
が
絡
ん
で
い
る
。
こ
の
時
期
地
方
主
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義
の
流
れ
の
ひ
と
つ
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
ひ
と
つ
Ｗ
Ｐ
Ａ

（W
orks Progress A

dm
inistration

）
で
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
州
や
河
川
を
取
り
上
げ
た
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ガ
イ
ド
』
シ
リ
ー

ズ
も
そ
の
地
方
見
直
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
で
あ
る
（Szalay 

61-
 

65

）。
こ
こ
に
は
人
民
戦
線
系
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
多
く
関
わ
っ
て
い
た
。

共
産
主
義
と
連
動
す
る
人
民
戦
線
は
当
初
対
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
有
効
な
形
式

と
さ
れ
、
左
翼
系
知
識
人
が
多
数
賛
同
し
て
い
た
が
、
三
六
年
の
モ
ス
ク

ワ
裁
判
、
そ
の
後
三
九
年
の
独
ソ
不
可
侵
条
約
に
至
り
、
つ
い
に
は
ア
メ

リ
カ
が
参
戦
す
る
事
態
に
な
る
と
、
あ
き
ら
か
に
ア
メ
リ
カ
と
し
て
容
認

で
き
る
立
場
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ
が
国
家
の
政
策
と
し
て

孤
立
主
義
を
棄
て
て
国
際
主
義
を
取
り
始
め
た
と
き
、
左
翼
系
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
が
ら
み
の
地
方
主
義
も
ま
た
孤
立
主
義
と
同
一
視
さ
れ
、
ま
た
、
フ

ォ
ー
ク
ロ
ア
や
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
も
含
め
て
フ
ォ
ー
ク
ア
ー
ト
を
好

む
地
方
主
義
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
退
廃
と
し
て
退
け
た
ナ
チ
ス
と
並
べ
て

批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
脈
が
の
ち
の
ち
文
学
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
キ
ヤ
ノ
ン
化
と
並
行
し
て
い
た
抽
象
表
現
主
義
の
キ
ヤ
ノ
ン
化
を
用
意

し
た
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
が
（Guilbaut 

49-99

）、
農
本
主
義
の
文

学
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
む
し
ろ
「
地
方
」
の
「
復
古
主
義
」
と
し
て
フ
ァ
シ

ズ
ム
と
同
一
視
さ
れ
て
い
く
。

3　

農
本
主
義
者
の
フ
ァ
シ
ス
ト
疑
惑

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
南
部
の
農
本
主
義
者
も
地
方
主
義
者
と
し

て
「
非
合
理
的
な
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
苦
し

む
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
農
本
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
エ
リ
ー
ト
白
人
文
化
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。
大
恐
慌
時
代

を
活
写
し
て
有
名
な
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
バ
ー
ク
・
ホ
ワ
イ
ト
の
代
表
作
の

ひ
と
つ
に
、
洪
水
の
被
災
者
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
が
列
を
な
し
て

い
る
そ
の
頭
上
に
白
人
の
裕
福
な
家
族
が
消
費
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る

「
ル
イ
ヴ
ィ
ル
洪
水
に
際
し
て
」
と
い
う
写
真
が
あ
る
が
、
農
本
主
義
の

社
会
と
は
、
ま
る
で
そ
の
白
人
家
族
を
「
有
閑
の
白
人
男
性
た
ち
」
に
換

え
た
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
生
活
、
と
り

わ
け
南
部
の
生
活
に
お
い
て
視
界
か
ら
消
せ
な
い
存
在
の
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
を
消
し
去
っ
た
う
え
で
、
消
費
生
活
を
否
定
す
る
有
閑
の
白
人

の
社
会
が
、
農
本
主
義
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
当
初
の

批
判
が
「
小
さ
な
特
権
的
ア
ッ
パ
ー
ク
ラ
ス
」
の
人
々
の
古
い
南
部
を
イ

メ
ー
ジ
し
つ
つ
都
合
よ
く
「
奴
隷
制
」
を
忘
れ
た
「
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
農

本
主
義
」
で
あ
っ
て
（H

azlitt 
48-49

）、
実
効
性
な
き
も
の
だ
と
い
う

こ
と
は
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
対

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
姿
勢
を
強
め
て
い
く
な
か
で
、
農
本
主
義
者
た
ち
は
反
ニ

ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
と
し
て
の
地
方
主
義
の
言
葉
の
力
を
失
う
ば
か
り
か
フ
ァ
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シ
ス
ト
と
同
一
視
さ
れ
て
い
っ
た
。
人
民
戦
線
系
の
左
翼
作
家
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
そ
の
左
翼
を
敵

対
視
し
て
い
た
と
い
う
力
関
係
が
ひ
と
つ
と
、
地
方
主
義
が
フ
ァ
シ
ズ
ム

と
結
び
つ
け
ら
れ
る
文
脈
が
出
て
き
た
と
き
に
南
部
の
後
進
性
そ
の
も
の

が
農
本
主
義
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
が
さ
ら
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ら

れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

　

ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
は
『
四
番
目
の
幽
霊
』（
二
〇
〇
九
）
の
な
か
で

（
リ
リ
ア
ン
・
ス
ミ
ス
の
自
伝
的
な
著
書
『
キ
ラ
ー
ズ
・
オ
ヴ
・
ザ
・
ド

リ
ー
ム
』
で
南
部
人
が
抑
圧
す
る
三
つ
の
幽
霊
、
す
な
わ
ち
セ
ッ
ク
ス
の

対
象
と
し
て
の
黒
人
女
性
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
親
に
拒
絶
さ
れ
た
子
ど

も
、
そ
し
て
子
ど
も
の
と
き
に
世
話
に
な
り
つ
つ
も
後
に
愛
情
の
価
値
無

し
と
し
て
拒
絶
の
対
象
と
な
る
黒
人
乳
母
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を

受
け
て
い
る
）
南
部
人
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
第
四
の
ゴ
ー
ス
ト
と
し
て
悪
魔

払
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
過
程
を
農
本
主
義
者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
パ
ー
シ
ー
そ
の
他
南
部
作
家
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

た
だ
し
、
農
本
主
義
者
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
誹
り
を
い
か
に
免
れ
よ
う
と
し

た
か
に
つ
い
て
は
分
析
対
象
な
の
だ
が
、
彼
ら
の
ゴ
ー
ス
ト
払
い
の
所
作

と
新
批
評
、
さ
ら
に
は
冷
戦
を
繫
げ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
そ
の
手
を
伸
ば
さ

な
い
。
し
か
し
ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
が
繫
げ
な
か
っ
た
こ
の
部
分
が
お
そ

ら
く
農
本
主
義
者
が
農
本
主
義
を
棄
て
る
こ
と
と
、
新
批
評
が
冷
戦
期
に

キ
ャ
ノ
ン
化
し
た
こ
と
と
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
形
作
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
当
時
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
不
合
理
な
野
蛮

な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
南
部
の
後
進
性
も
ま
た
同
様
に
形
容
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
が
「
普
遍
的
な
権
利
と
合
理
性
」
を
基
軸
に
発
展
し
て
き
た
国

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
行
き
暮
れ
た
南
部
は
啓
蒙
か

ら
滑
り
落
ち
た
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
進
性
を
ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
は

同
時
代
の
カ
ー
ル
・
カ
ー
マ
ー
が
ア
ラ
バ
マ
に
つ
い
て
書
い
た
著
書
か
ら

例
証
し
て
み
せ
る
。
カ
ー
マ
ー
の
目
に
映
る
一
九
三
〇
年
代
半
ば
の
ア
ラ

バ
マ
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
中
に
あ
っ
て
多
様
な
一
地
方
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
コ
ン
ゴ
」
の
ご
と
く
「
別
の
国
で
あ
る
州
」
で
あ
り
、
ま
た
一

糸
乱
れ
ぬ
Ｋ
Ｋ
Ｋ
の
行
進
の
描
写
は
の
ち
の
ち
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
醸
し
出
す

「
専
制
政
治
」
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
あ
る
（Brinkm

eyer 
6-7

）。

一
九
三
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
ナ
チ
ス
の
人
種
差
別
が
前
景
化
さ
れ
て

く
る
と
、
南
部
の
人
種
差
別
が
ナ
チ
ス
同
様
の
「
非
合
理
的
な
野
蛮
」
と

な
っ
て
い
く
（Brinkm

eyer 6-7

）。
ま
た
、
南
部
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

が
幅
を
き
か
せ
て
お
り
、
そ
れ
も
ま
た
「
独
裁
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
当
て
は

め
ら
れ
て
い
た
。
後
年
ウ
ォ
レ
ン
が
発
表
し
て
ピ
ュ
リ
ッ
ツ
ア
ー
賞
を
受

け
る
『
す
べ
て
王
の
民
』（
一
九
四
六
）
の
主
要
登
場
人
物
の
ひ
と
り
ウ

ィ
リ
ー
・
ス
タ
ー
ク
の
モ
デ
ル
と
も
言
わ
れ
、
カ
リ
ス
マ
的
人
気
を
誇
っ

て
い
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
政
治
家
ヒ
ュ
ー
イ
・
ロ
ン
グ
は
、
し
ば
し
ば
リ

ベ
ラ
ル
派
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
そ
の
他
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
治
家
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と
な
ら
ん
で
、
独
裁
者
と
し
て
称
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
「
ロ
ン
グ
総
統

（Fuhrer Long

）」
と
ま
で
呼
ば
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
類
似
性
を
恐
れ
ら

れ
て
も
い
た
こ
と
を
ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
（ 8

）。

　

南
部
の
人
種
差
別
を
ナ
チ
ス
と
並
べ
て
批
判
し
た
の
は
リ
ベ
ラ
ル
な
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
黒
人
活
動
家
た
ち
に
と
っ

て
、
当
時
の
人
種
問
題
は
帝
国
主
義
と
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
問
題
で
あ
り
、

実
際
、
彼
ら
は
三
〇
年
代
以
降
、
し
ば
し
ば
ひ
と
つ
の
階
級
と
し
て
共
産

主
義
と
手
を
結
ん
で
人
種
差
別
の
解
決
を
目
指
し
て
い
た
（Eschen

）。

そ
の
こ
と
が
南
部
を
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
別
種
の
場
と
し
て
扱
う

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
を
素
晴

ら
し
い
と
言
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
（Grill and Jenkins

）
南
部

と
フ
ァ
シ
ス
ト
の
結
び
つ
き
は
た
ま
た
ま
少
数
の
人
間
が
そ
う
思
っ
た
と

い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
グ
リ
ル
と
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
は
南
部
と
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
を
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る
想
像
力
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
一
九

四
〇
年
代
の
黒
人
活
動
家
が
ア
ラ
バ
マ
の
差
別
を
「
ヒ
ト
ラ
ー
化
さ
れ
た

ア
メ
リ
カ
（H

itlerlized U
SA

）」（692

）
と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介

し
て
い
る
。
南
部
社
会
が
も
ち
ろ
ん
み
ず
か
ら
を
フ
ァ
シ
ス
ト
と
同
一
視

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
南
部
は
そ
の
人
種
差
別
や
後
進
性

に
お
い
て
潜
在
的
に
フ
ァ
シ
ス
ト
と
の
親
和
性
を
持
つ
土
地
と
し
て
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
種
差
別
の
外
国
と
い
う
扱
い
は
、
た
と

え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
の
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ー
イ
』
が
編
集
の
段
階

で
前
半
部
分
だ
け
で
出
版
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
北
部
に
自
由
の
ア
メ
リ

カ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
文
脈
の
一
例
で

あ
る
と
ブ
リ
ン
ク
メ
イ
ヤ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
（19-21

）。

　

こ
う
な
っ
た
と
き
、
南
部
は
ア
メ
リ
カ
で
す
ら
な
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ

う
。
事
実
、
ミ
ー
ド
は
『
火
薬
を
湿
ら
せ
る
な
』
に
お
い
て
、
民
主
主
義

を
信
奉
す
る
文
化
と
し
て
ア
メ
リ
カ
を
規
定
す
る
際
の
例
外
と
し
て
南
部

を
位
置
づ
け
る
に
至
っ
て
い
る
。
ミ
ー
ド
は
脚
注
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の

文
化
を
語
る
と
い
い
な
が
ら
も
南
部
が
人
種
の
カ
ー
ス
ト
を
基
盤
に
し
た

社
会
で
あ
る
以
上
は
、
み
ず
か
ら
の
著
作
の
「
一
般
化
の
議
論
」
は
「
北

部
と
中
西
部
と
西
部
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
南
部
が
「
異
な
る
文

化
」
の
場
と
し
て
例
外
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
（ 24

）。
ア
メ
リ
カ
を
文

化
と
し
て
一
枚
岩
的
に
語
る
前
提
と
齟
齬
を
き
た
す
南
部
は
、
そ
も
そ
も

ア
メ
リ
カ
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
〇
年
の
農
本
主
義
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
三
〇
年
代
半
ば
に
こ
う

し
た
批
判
を
遡
及
的
に
呼
び
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
っ
か
け
は
、

テ
イ
ト
ら
が
一
九
三
〇
年
代
の
半
ば
に
か
け
て
、
農
本
主
義
の
発
言
を
し

ば
し
ば
掲
載
し
て
い
た
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
の
編
集
者
、
シ
ュ

ワ
ー
ド
・
コ
リ
ン
ズ
が
、
南
部
出
身
の
左
翼
作
家
グ
レ
イ
ス
・
ラ
ン
プ
キ

ン
が
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
雑
誌
に
掲
載
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
受
け
て
、
み
ず
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
寄
せ
る
共
感
を
語
っ
た
こ
と

で
あ
る
（U

nderw
ood 239-251, Brinkm

eyer 38-43

）。
ラ
ン
プ
キ
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ン
は
農
本
主
義
者
を
コ
リ
ン
ズ
と
と
も
に
ナ
チ
ス
と
並
べ
て
評
し
、
テ
イ

ト
は
そ
れ
に
対
し
て
反
論
を
繰
り
広
げ
る
が
、
一
九
三
六
年
の
時
点
で
共

産
主
義
を
批
判
し
な
が
ら
の
反
論
は
、
ま
す
ま
す
も
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
と

の
レ
ッ
テ
ル
を
呼
び
込
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ラ
ン
プ
キ

ン
は
テ
イ
ト
が
『
私
の
立
場
』
に
寄
せ
た
議
論
に
お
い
て
、「
封
建
的
な

宗
教
」
な
き
南
部
が
伝
統
を
守
る
に
は
「
暴
力
」
し
か
な
い
（T

ate 174

）

と
述
べ
た
こ
と
を
指
し
て
、
彼
が
す
で
に
フ
ァ
シ
ス
ト
を
胚
胎
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
反
論
し
た
の
で
あ
る
（Lum

pkin 76

）。
一
九
三
六
年

の
段
階
で
は
、
反
近
代
主
義
と
し
て
の
農
本
主
義
者
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
は
、

ラ
ン
プ
キ
ン
の
近モ
ダ
ニ
ズ
ム

代
主
義
の
前
に
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。

　

人
種
差
別
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
考
え
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
『
わ
た
し
の

立
場
』
に
そ
の
影
を
見
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ス
タ
ー

ク
・
ヤ
ン
グ
は
南
部
の
文
化
を
ア
ン
グ
ロ=

サ
ク
ソ
ン
の
も
の
と
位
置
づ

け
（341

）、
ラ
ン
サ
ム
も
ま
た
旧
南
部
の
奴
隷
制
を
擁
護
す
る
と
取
れ
る

こ
と
を
書
き
（ 14

）、
ウ
ォ
レ
ン
も
ま
た
人
種
分
離
の
南
部
の
秩
序
は
、

白
人
に
も
黒
人
に
も
「
満
足
の
い
く
関
係
」（262

）
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
か
ら
に
は
、
彼
ら
は
人
種
差
別
を
隠
し
持
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
レ
ッ
テ
ル
を
呼
び
込
む
の
は
無
理
な
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
う
。
農
本
主
義
者
の
場
合
、
そ
の
人
種
主
義
と
「
封
建
社
会
」
を
望

ま
し
い
と
ま
で
言
い
切
る
反
近
代
主
義
が
、
啓
蒙
の
真
逆
、
つ
ま
り
反
近

代
主
義
の
ナ
チ
ス
と
同
じ
と
取
ら
れ
る
。
農
本
主
義
者
は
芸
術
に
お
い
て

は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
礼
賛
で
あ
り
、
ま
た
み
ず
か
ら
を
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
立
場

に
置
く
発
言
を
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
注
目
さ
れ
ず
、
彼
ら
の
先

祖
返
り
的
な
南
部
礼
賛
が
フ
ァ
シ
ス
ト
の
愛
国
主
義
と
同
一
視
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
三
六
年
に
出
し
た
『
誰
が
ア
メ
リ
カ
を
所
有
す
る
の

か
』
も
、
テ
イ
ト
と
と
も
に
編
集
に
ま
わ
っ
た
英
国
在
住
の
ア
メ
リ
カ
人

ハ
ー
バ
ー
ト
・
エ
イ
ガ
ー
や
執
筆
に
加
わ
っ
た
英
国
の
ヒ
レ
ア
・
ベ
ロ
ッ

ク
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
近
接
性
を
指
摘
さ
れ
、
ま
た
テ
イ
ト
や
ウ
ォ
レ
ン

も
反
中
央
集
権
と
し
て
地
方
主
義
を
出
し
た
た
め
に
、
み
ず
か
ら
の
意
図

と
は
裏
腹
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
疑
惑
を
払
拭
す
る
ど
こ
ろ
か
そ
の
逆
に
な
っ

て
し
ま
う
（Brinkm

eyer 45-47

）。

　

政
治
の
議
論
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
る
。
こ
の
時
、
彼

ら
は
農
本
主
義
を
唱
え
た
際
の
「
文
化
」、
そ
も
そ
も
フ
ュ
ー
ジ
テ
ィ
ヴ

詩
人
の
こ
ろ
か
ら
後
押
し
し
て
い
た
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
詩
批
評
を
前
面
に

押
し
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
媒
体
も
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
ウ
ォ
レ
ン
が
三

〇
年
代
以
降
編
集
に
携
わ
っ
た
『
サ
ザ
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
』、
三
九
年
以
降

は
ラ
ン
サ
ム
が
主
幹
と
し
て
た
ち
あ
げ
た
『
ケ
ニ
ヨ
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
』、

あ
る
い
は
四
四
年
に
テ
イ
ト
が
編
集
を
つ
と
め
た
『
ス
ワ
ニ
ー
・
レ
ヴ
ュ

ー
』
へ
と
場
を
移
し
、
す
で
に
練
り
上
げ
て
い
た
新
批
評
の
枠
を
つ
か
っ

て
「
詩
」
を
政
治
か
ら
引
き
離
し
て
自
律
性
を
持
つ
も
の
と
し
た
が
、
そ

の
こ
と
が
逆
説
的
に
、
彼
ら
が
「
人
種
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
階
級
」
を
「
語

ら
な
い
」「
普
遍
の
真
実
、
価
値
」
を
、
す
な
わ
ち
「
文
化
」
を
語
る
主
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流
の
語
り
へ
と
合
流
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
く
。

　

わ
け
て
も
そ
う
し
た
あ
ら
た
な
立
場
を
決
定
的
に
印
象
づ
け
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
を
語
る
こ
と
が
む
し
ろ
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
し
て
機
能
し
て
彼
ら
を
主

流
言
説
へ
と
引
き
込
む
こ
と
に
な
る
事
件
が
一
九
四
一
年
の
「
マ
ク
リ
ー

シ
ュ=

ブ
ル
ッ
ク
ス
・
テ
ー
ゼ
」
論
争
で
あ
っ
た
。
一
九
四
〇
年
の
パ
リ

陥
落
は
西
洋
文
明
の
中
心
地
の
陥
落
と
理
解
さ
れ
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ

が
孤
立
主
義
を
棄
て
、
国
際
主
義
と
い
う
名
の
介
入
を
お
こ
な
う
契
機
と

な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
流
れ
を
つ
く
っ
た
立
役
者
の
ひ
と
り
が
詩
人
の
ア

ー
チ
ボ
ル
ド
・
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
で
あ
っ
た
（Guilbaut 

49-54

）。
彼
は

一
九
四
〇
年
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
』
誌
に
「
無
責
任
な
者
た
ち
（T

he 
Irre-

sponsibles

）」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
、
知
識
人
や
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
が
「
超
然
と
し
た
（indifferent

）」（620

）
態
度
で
「
客
観
性
、
超
然
、

冷
静
さ
（objectivity, detachm

ent, dispassion

）」（622

）
を
寿
ぐ
態

度
を
取
り
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
戦
い
に
参
画
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
。

こ
こ
で
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
は
戦
意
高
揚
文
学
に
向
か
わ
な
い
こ
と
を
し
て
無

責
任
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
無
責
任
さ
は
、
同
時
代
の
批
評
家
が

一
九
二
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
ば
か
り
を
批
評
す
る
こ
と
に
向
け
ら

れ
て
い
る
。
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
に
と
っ
て
の
戦
意
高
揚
文
学
と
は
「
価
値
、

意
義
、
結
果
（value, significance, consequence

）」（622

）
を
伴
う

べ
き
で
も
の
で
あ
り
、
文
学
を
戦
争
に
直
結
さ
せ
て
武
器
と
し
て
動
員
し

よ
う
と
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
彼
に
と
っ
て
の
責
任
あ
る
態
度
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
三
六
年
の
モ
ス
ク
ワ
裁
判
、
三
九
年

の
独
ソ
不
可
侵
条
約
を
経
て
の
共
産
党
へ
の
幻
滅
か
ら
、
す
で
に
党
と
の

絆
を
断
ち
切
っ
て
文
化
左
翼
と
し
て
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
評
論
の
路
線
に
振

れ
て
い
た
『
パ
ー
テ
ィ
ザ
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
は
、
四
二
年
に
「
マ
ク
リ
ー

シ
ュ=

ブ
ル
ッ
ク
ス
・
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
反
マ
ク
リ
ー
シ
ュ

の
特
集
を
組
ん
だ
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
テ
イ
ト
や
ラ
ン
サ
ム
ら
南

部
保
守
派
と
、
共
産
主
義
と
手
を
切
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
路
線
を
取
っ
た
ラ
イ

オ
ネ
ル
・
ト
リ
リ
ン
グ
ら
左
翼
知
識
人
が
同
じ
場
で
発
言
し
て
い
る
と
い

う
事
態
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
左
翼
知
識
人
の
あ
る
層
は
政
治
と
手
を

切
る
文
化
左
翼
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
、
ま
た
テ
イ
ト
や
ラ
ン
サ
ム
ら

元
農
本
主
義
者
も
政
治
と
手
を
切
っ
た
文
学
者
と
し
て
、
左
翼
と
右
翼
が

中
道
に
集
う
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
・
ヒ
ル
・
シ
ョ
ー
ブ
は
、
左
翼
陣
営
が

左
翼
政
治
と
決
別
し
て
文
化
左
翼
に
な
る
言
説
上
の
身
振
り
を
「
リ
ベ
ラ

ル
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
と
呼
ん
で
い
る
が
（3-24

）、
同
じ
こ
と
が
農
本
主

義
者
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
南
部
農
本
主
義
者
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。

　

テ
イ
ト
は
こ
の
特
集
に
寄
せ
た
文
章
で
、
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
の
言
う
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
戦
時
」
へ
の
協
力
こ
そ
「
全
体
主
義
」
と
呼
び
、

民
主
主
義
を
守
る
と
は
政
治
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む

し
ろ
自
由
な
想
像
力
を
守
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
こ
に
至
っ
て
農
本

主
義
の
政
治
を
払
拭
し
つ
つ
、
し
か
し
農
本
主
義
が
守
ろ
う
と
し
た
文
学
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の
価
値
だ
け
を
前
面
に
出
し
て
い
く
（ 38

）。
同
時
に
ま
た
そ
う
し
た
姿

勢
こ
そ
が
全
体
主
義
に
抵
抗
す
る
姿
で
あ
る
と
し
て
、
逆
に
マ
ク
リ
ー
シ

ュ
的
な
動
員
要
請
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
文
学
は
「
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
」
と

パ
ラ
レ
ル
で
は
な
い
か
と
し
て
（ 38

）、
全
体
主
義
の
レ
ッ
テ
ル
を
マ
ク

リ
ー
シ
ュ
の
側
に
レ
ト
リ
カ
ル
に
投
げ
返
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
ロ
ジ

ッ
ク
は
、
前
号
で
左
翼
の
ド
ゥ
ワ
イ
ト
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
使
っ
た
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
テ
イ
ト
は
、
マ
ク
リ
ー
シ
ュ
の
発
想
が
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
攻
撃
」（ 38

）
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ハ
イ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
評
価
を
も
民
主
主
義
の
側
へ
と
奪
還
し
た
。

こ
う
な
る
と
、
テ
イ
ト
に
と
っ
て
は
「
詩
は
詩
で
あ
る
か
ぎ
り
反
枢
軸
で

あ
る
。
た
ん
に
行
動
を
呼
び
か
け
る
詩
は
、
そ
の
行
動
が
ど
れ
ほ
ど
に
切

実
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
、
親
枢
軸
」（“A

nti-A
xis” 643

）

と
な
る
。
四
一
年
に
ラ
ン
サ
ム
が
著
書
『
新
批
評
』
の
な
か
で
詩
の
複
雑

さ
を
こ
そ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
同
一
視
し
て
い
た
こ
と
も
こ
れ
と
同
様
で
あ

る
（328

）。
ま
た
、
す
で
に
ク
レ
ア
ン
ス
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
共
著
で
『
詩

の
理
解
』（1939

）
を
出
し
て
い
る
ウ
ォ
レ
ン
も
ま
た
応
答
し
た
。
詩
と

は
「
抵
抗
や
テ
ン
シ
ョ
ン
」
を
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
含
む
も
の
で
あ
り
、

エ
リ
オ
ッ
ト
ら
の
詩
の
複
雑
さ
は
、
排
除
の
論
理
を
働
か
せ
て
「
純
然
た

る
」
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
み
を
語
る
も
の
と
は
対
極
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
マ
ク

リ
ー
シ
ュ
が
「
無
責
任
」
と
排
除
し
た
二
〇
年
代
の
文
学
の
複
雑
さ
を
格

上
げ
し
た
（“Pure and Im

pure” 250

）。

　

左
翼
か
ら
反
共
へ
と
リ
ベ
ラ
ル
化
し
た
批
評
家
と
右
翼
か
ら
リ
ベ
ラ
ル

化
し
た
農
本
主
義
者
が
ま
さ
し
く
左
で
も
な
く
、
右
で
も
な
い
中
道
で
出

会
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
一
連
の
論
争
は
決
定
的
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
全
体
主
義
か
ら
民

主
主
義
と
自
由
を
守
る
こ
と
と
は
、
す
な
わ
ち
政
治
に
関
わ
ら
な
い
こ
と

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
文
学
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ピ
ュ
ア
に
発
す
る
の
で
は

な
く
複
雑
さ
と
テ
ン
シ
ョ
ン
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ

ら
を
実
現
し
て
い
る
の
は
二
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
作
品
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
む
し
ろ
同
時
代
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
は
ら
ん
だ
社
会
的
リ
ア
リ

ズ
ム
の
作
品
を
切
り
捨
て
な
が
ら
主
張
さ
れ
る
。
複
雑
さ
や
テ
ン
シ
ョ
ン

を
旨
と
す
る
新
批
評
の
言
葉
、
お
よ
び
二
〇
年
代
ハ
イ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の

評
価
は
こ
こ
へ
き
て
む
し
ろ
民
主
主
義
を
擁
護
す
る
も
の
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

に
対
抗
し
う
る
も
の
へ
と
反
転
し
、
元
農
本
主
義
者
の
新
批
評
家
は
も
は

や
反
動
的
な
非
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
い
、
本
流
の
ア
メ
リ
カ
文
化
を
担
う

立
場
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
五
月
三
〇
日
神
戸
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
、
日
本
英
文
学

会
全
国
大
会
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
知
識
人
の
作
法
」
に
て
発
表
し
た
原
稿

「
南
部
農
本
主
義
者
の
リ
ベ
ラ
ル
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
の
一
部
を
加
筆
修
正
し
た
も

の
で
あ
る
。
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