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1

序
論

イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
絨
毯
の
下
絵

絨
毯
の
模
様
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
一
八
九
六
年
に
「
絨
毯
の
下
絵
」
と
い
う
短
編
小
説
を
発
表
し
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ

お
得
意
の
、
芸
術
家
を
扱
い
芸
術
論
を
展
開
す
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
が
、「
絨
毯
の
下
絵
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
な

に
や
ら
暗
示
的
だ
。
絨
毯
の
模
様
を
眺
め
て
い
る
と
、
そ
こ
に
何
か
が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
作
品
に
は
、
何
か
秘
密
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
開
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
作
品
が
多
い
。『
ね
じ
の

回
転
』
や
「
密
林
の
獣
」
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
例
だ
ろ
う
。「
絨
毯
の
下
絵
」
も
そ
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
作
品
の
語
り
手
「
私
」
は
駆
け
出
し
の
批
評
家
で
、
友
人
の
批
評
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
ク
と
と
も
に

ヒ
ュ
ー
・
ヴ
ェ
レ
カ
ー
と
い
う
有
名
作
家
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
新
作
に
つ
い
て
の
書
評
を
書
い
た

こ
と
が
縁
で
、
語
り
手
は
ヴ
ェ
レ
カ
ー
と
会
う
が
、
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
「
ち
ょ
っ
と
し
た
ポ
イ
ン
ト
」
を
理
解
し
て
い
な

い
と
言
わ
れ
る
（Jam

es, “Figure ” 281

）。
ヴ
ェ
レ
カ
ー
は
、「
秘
伝
を
受
け
た
人
に
は
自
分
の
作
品
の
秩
序
、
形
、
特
質



2

（
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
）
が
完
璧
な
表
象
と
な
っ
て
見
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
言
い
、
そ
の
「
秘
密
」
を
発
見
す
る
こ
と
こ

そ
批
評
家
の
仕
事
と
語
り
手
に
け
し
か
け
る
（282

）。
語
り
手
は
そ
の
秘
密
を
「
ペ
ル
シ
ャ
絨
毯
の
複
雑
な
模
様
の
よ
う

な
も
の
」
と
言
う
と
、
ヴ
ェ
レ
カ
ー
は
そ
れ
を
、「
私
の
真
珠
を
つ
な
げ
る
糸
」
と
表
現
す
る（289

）。
友
人
コ
ー
ヴ
ィ
ッ

ク
に
は
小
説
を
書
く
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
・
ア
ー
ム
と
い
う
恋
人
が
い
る
。
二
人
は
芸
術
論
を
交
わ
す
仲
で
も
あ
る
。
あ

る
と
き
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
ク
は
仕
事
で
の
出
先
か
ら
、
つ
い
に
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
秘
密
を
発
見
し
た
と
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
に
電

報
で
伝
え
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
結
婚
し
た
後
で
な
い
と
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
ロ
ン
ド
ン
に
戻

り
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
と
結
婚
す
る
が
、
新
婚
旅
行
先
で
事
故
に
遭
い
、
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
ク
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ヴ
ェ

レ
カ
ー
の
秘
密
を
友
人
が
書
き
残
し
て
い
る
か
気
に
な
る
語
り
手
は
、
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
に
問
う
が
、
判
然
と
し
た
答

は
返
っ
て
こ
な
い
。
し
ば
ら
く
し
て
ヴ
ェ
レ
カ
ー
も
そ
の
妻
も
亡
く
な
る
。
秘
密
を
知
る
可
能
性
の
あ
る
の
は
グ
ウ
ェ

ン
ド
レ
ン
の
み
と
な
る
。
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
は
し
ば
ら
く
し
て
再
婚
す
る
が
、
二
番
目
の
子
の
出
産
で
命
を
落
と
し
て

し
ま
う
。
彼
女
の
死
後
、
二
度
目
の
夫
ド
レ
イ
ト
ン
・
デ
ィ
ー
ン
に
会
っ
た
語
り
手
は
、
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
秘
密
を
聞
い

て
い
な
い
か
問
い
か
け
る
。「
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
秘
密
で
す
よ
。
ほ
ら
、
彼
の
作
品
の
全
体
の
意
図
、
真
珠
を
つ
な
ぎ
合
わ

せ
て
あ
る
糸
、
埋
め
ら
れ
た
秘
宝
、
絨
毯
の
下
絵
で
す
よ
」（313

）
と
。
し
か
し
デ
ィ
ー
ン
は
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
か
ら
何

も
聞
い
て
お
ら
ず
、
結
局
、
語
り
手
に
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
秘
密
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
作
品
は
終
わ
る
。
ヴ
ェ
レ
カ
ー

の
「
秘
密
」
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、「
秘
密
」
を
発
見
し
た
と
い
う
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
ク
の
発
言
は
真
実
だ
っ
た
の

か
。
謎
は
さ
ら
な
る
謎
を
呼
ぶ
。
読
者
は
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
こ
と
は
な
く
、
い
わ
ば
宙
づ
り
に
さ
れ
た
ま
ま
、
作
品

は
幕
を
下
ろ
す
。
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3

「
絨
毯
の
下
絵
」
を
収
め
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
に
附
し
た
序
文
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
登
場
人
物
を
読
者
が
信
じ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、「
無
駄
を
省
い
て
描
き
切
る
こ
と
は
表
現
芸
術
の
命
」
で
あ
る
と
定
義
し
た
上
で
、
登
場
人
物
の
「
す

ば
ら
し
さ
を
描
き
切
っ
た
」
と
自
慢
し
て
い
る
（Jam

es, Preface xii

）。「
読
者
の
側
で
積
極
的
に
信
じ
る
気
持
ち
が
起
こ

る
こ
と
も
あ
る
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
「
作
者
の
側
で
技
巧
を
凝
ら
し
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
積
み
上
げ
た
結

果
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
結
果
、「
絨
毯
の
下
絵
」
と
い
う
作
品
は
「
読
者
が
信
じ
て
く
れ
る
効
果
の
好
例
」
と

な
っ
て
い
る
と
、
作
品
の
成
功
へ
の
自
信
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

作
品
紹
介
の
冒
頭
で
、「
絨
毯
の
下
絵
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
暗
示
的
だ
と
書
い
た
。「
ペ
ル
シ
ャ
絨
毯
の
複
雑
な
模

様
」
と
い
う
表
現
が
表
す
よ
う
に
、
絨
毯
の
模
様
は
一
見
、
判
然
と
し
な
い
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
模
様
の
「
下
絵
」

を
用
い
る
場
合
も
、
ど
こ
ま
で
正
確
に
「
下
絵
」
に
基
づ
く
の
か
、「
下
絵
」
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
以
外
で
は
明
瞭
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
タ
イ
ト
ル
は
、
見
え
て
い
る
模
様
の
下
に
判
じ
が
た
い
別
の
模
様
が
潜
ん
で
い
る
暗
示

と
と
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
見
て
い
る
う
ち
に
何
か
の
模
様
に
見
え
て
く
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。「
メ
ビ

ウ
ス
の
輪
」
の
よ
う
な
「
判
読
不
能
性
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
批
評
家
も
あ
る
（M

iller, “Figure ” 112–13

）。
作
品
は
文

学
に
一
つ
の
答
を
期
待
す
る
こ
と
に
対
す
る
警
告
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
解
釈
が
無
駄
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、「
連
続
す
る
様
々
な
解
釈
と
の
出
会
い
」
が
「
文
学
の
経
験
」
で
あ
る
と
、
批
評
史
を
要
約
し
た
上
で
ミ
リ
セ

ン
ト
・
ベ
ル
は
結
論
づ
け
る
（B

ell, M
eaning 354–55

）。
ベ
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
一
見
判
読
不
能
に
見
え
る
テ
ク
ス

ト
で
あ
っ
て
も
、
読
み
手
が
様
々
な
可
能
性
を
読
み
込
む
こ
と
で
見
事
な
模
様
が
浮
か
び
上
が
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
言
葉
を
前
提
に
す
れ
ば
、
首
飾
り
と
な
っ
た
と
き
見
え
る
こ
と
の
な
い
「
糸
」、
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
の
背
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後
に
あ
る
作
者
の
思
惑
を
、
こ
の
作
品
は
強
烈
に
暗
示
し
て
い
る
と
と
る
こ
と
も
可
能
だ
。
読
者
が
前
提
と
す
る
、
い

わ
ば
世
界
観
が
あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
を
用
い
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
い
う
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
読
者
が

前
提
と
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
テ
ク
ス
ト
は
読
者
の
心
に
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
ろ
う
か
ら
、
作
者
が
そ
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
操
作
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
読
者
が
想
定
す
る
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
と
は
異
な
る
別
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
、
暗
号
と
し
て
滑
り
込
ま
せ
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
序
文
に
示
す
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
自
信
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
描
き
切
っ
た
」
と
思
う
か
ら
こ
そ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
が
紡
ぎ
出
す
言
葉
は
読
者
の
心
に
一
つ
の
世
界
を
作
り
出
す
。
作
品
と
読
者
の
共
同
行
為
は
、
作
者
と
読
者
の

共
犯
関
係
と
も
言
い
う
る
だ
ろ
う
が
、
作
者
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
作
品
と
な
り
、
読
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
な

る
。
読
者
は
自
分
が
身
を
置
く
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
前
提
に
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
心
に
作
品
の
世
界
を
創
り
出
す
。
発
せ

ら
れ
た
言
葉
が
読
者
の
心
に
、
仮
想
で
あ
る
と
し
て
も
一
つ
の
現
実
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
J
・
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー

は
先
ほ
ど
言
及
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
序
文
を
引
用
し
、「
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
も
の
に
お
け
る
読
者
の
信
用
を
生
み

出
す
、
作
者
の
側
の
危
険
な
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
力
」（M

iller, O
n L

iterature 110

）
を
指
摘
す
る
。
ミ
ラ
ー
に
な
ら

え
ば
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
言
語
行
為
も
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
行
為
に
な
り
う
る
の
だ
。
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ

ヴ
と
い
う
言
葉
の
創
始
者
J
・
L
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、「
真
か
偽
か
」
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
事コ
ン
ス
テ
イ
テ
ィ
ヴ

実
確
認
的
陳
述

と
は
異
な
り
、「
言
葉
を
発
す
る
こ
と
自
体
が
行
動
、
も
し
く
は
行
動
の
一
部
と
な
る
」
よ
う
な
陳
述
を
指
し
て

行パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

為
遂
行
的
陳
述
と
呼
ぶ
が
、
読
書
と
い
う
行
為
は
、
テ
ク
ス
ト
が
読
者
の
心
に
現
実
を
生
み
出
す
こ
と
を
言
う
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、
読
者
の
心
に
現
実
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
書
く
よ
う
に
、「
読
者
の
側
で
積
極
的
に
信
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じ
る
気
持
ち
」
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
言
葉

で
言
い
表
そ
う
と
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
権
威
あ
る
人
が
「
呼
び
か
け
」
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
人
を
あ
る
社
会
的
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
位
置
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

同
様
に
考
え
れ
ば
、
文
学
作
品
と
い
う
、
あ
る
種
の
権
威
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
が
発
す
る
「
呼
び
か
け
」
に
応
じ
て
、

読
者
が
想
定
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
利
用
し
、
作
者
が
想
定
す
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
位
置
」
に
読
者
を
置
く
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

「
絨
毯
の
下
絵
」
に
登
場
す
る
作
家
ヒ
ュ
ー
・
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
創
作
に
潜
む
秘
密
を
発
見
し
た
と
言
っ
た
の
は
、
語
り

手
の
友
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
ク
は
秘
密
を
結
婚
し
た
相
手
、
グ
ウ
ェ
ン
ド

レ
ン
だ
け
に
は
告
げ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
秘
密
を
な
ん
と
し
て
も
解
明
し
た
い
語
り

手
は
、
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
と
接
触
を
と
る
が
、
秘
密
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
語
り
手
は
、「
絨
毯
の
下
絵
は
、

夫
や
妻
に
な
っ
た
人
だ
け
、
最
高
に
権
威
づ
け
ら
れ
た
結
合
を
し
た
人
だ
け
が
解
明
し
記
述
で
き
る
の
か
」（306

）
と
自

問
す
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
発
話
を
説
明
す
る
際
に
例
と
し
て
、「
こ
の
女
性
を
伴
侶
と
す
る
こ

と
を
誓
う
」
と
い
う
結
婚
式
に
お
け
る
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
（A

ustin 5

）。「
誓
う
」
か
ら
こ
そ
結
婚
と
い
う
現
実
が
生

じ
る
わ
け
で
あ
る
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
、
こ
の
例
に
言
及
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
の
持
つ
力
を
説
明
し
て

い
る
が
、「
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
例
の
中
心
に
結
婚
式
を
据
え
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
名
付
け
る
こ
と
が
も

た
ら
す
ス
ピ
ー
チ
・
ア
ク
ト
に
と
っ
て
、
社
会
的
絆
を
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ
と
が
規
範
的
な
形
式
で
あ
る
」

こ
と
が
わ
か
る
と
書
い
て
い
る
（B

utler 224

）。「
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
行
為
は
権
柄
ず
く
な
発
話
」
で
あ
る
（225

）。
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パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
発
話
は
権
威
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
「
引
用
」
す
る
こ
と
で
力
を
得
る
と
い
う
の
だ
（225

）。「
絨

毯
の
下
絵
」
の
語
り
手
が
述
べ
る
「
最
高
に
権
威
づ
け
ら
れ
た
結
合
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
結
婚
し
て
「
夫
と
妻

と
な
っ
た
人
」
の
関
係
で
あ
る
。
ヴ
ェ
レ
カ
ー
の
秘
密
は
結
婚
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
と
発
話
す
る
行
為
は
、
い
か

に
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
読
者
の
側
で
積
極
的
に
信
じ
る
気
持
ち
」
に
言
及
す
る
が
、
し
か
し
信
じ
る
気
持
ち
が
生
じ
る
の

は
、「
作
者
の
側
で
技
巧
を
凝
ら
し
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
積
み
上
げ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
書
き
手
の
側
で
読
者
が
前
提
と
す
る
「
結
婚
」
と
い
う
「
権
威
」
を
想
定
し
、
そ
の
「
権
威
」
を
「
引
用
」
す
る

こ
と
で
「
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
」
想
定
し
た
読
者
の
主
体
を
構
築
す
る
。
こ
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
、「
ノ
ン
ケ
の
世

界
は
ク
イ
ア
な
人
び
と
を
い
つ
も
必
要
と
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
ク
イ
ア
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
で
生
じ
る
パ

フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
通
し
て
ク
イ
ア
な
人
び
と
を
否
認
す
る
た
め
だ
っ
た
」（B

utler 223

）
と
い
う
バ
ト
ラ
ー
の
指

摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
婚
と
い
う
権
威
を
想
定
す
る
と
は
、「
ク
イ
ア
な
人
び
と
」
を
排
除
し
否
認
す
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
が
、
逆
説
的
な
こ
と
な
が
ら
、「
ク
イ
ア
な
人
び
と
」
を
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
り
、「
結
婚
」
を
権
威
づ
け
る
構

図
は
成
立
し
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
結
婚
に
基
づ
く
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
一
方
に
あ
り
、
も
う
一
方
に

は
、
い
わ
ば
ク
イ
ア
な
欲
望
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
が
絨
毯
の
模
様
を
形
成
す
る
。

「
絨
毯
の
下
絵
」
の
読
者
は
、
結
婚
し
て
い
る
関
係
へ
の
参
入
こ
そ
が
秘
密
の
共
有
へ
の
秘
儀
で
あ
る
と
思
う
こ
と
だ

ろ
う
。
結
婚
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
秘
密
に
至
る
道
で
あ
る
と
思
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

再
婚
し
た
グ
ウ
ェ
ン
ド
レ
ン
の
死
後
、
残
さ
れ
た
夫
は
秘
密
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
こ
と
が
読
者
に
も
知
ら
さ
れ
る
。
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そ
の
と
き
、
結
婚
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
発
動
さ
せ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
力
は
、
作
品
の
最
後
に
来
て
宙
に

浮
く
こ
と
に
な
る
。
結
婚
は
あ
く
ま
で
表
に
見
え
て
い
た
模
様
に
過
ぎ
な
い
か
の
よ
う
だ
。
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
力

を
発
動
は
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
秘
密
に
至
る
鍵
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
意
図
的
に

「
結
婚
」
と
「
秘
密
」
を
結
ぶ
つ
け
る
も
う
一
つ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
発
動
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
発
動
さ
せ
る
こ
と
が
結
果
的
に
、「
結
婚
」
で
は
解
明
で
き
な
い
何
か
が
存
在
す
る
こ
と
を
強
く
暗
示
す
る
こ
と
に

な
る
。

十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
書
か
れ
た
小
説
に
は
、
性
の
問
題
、
現
在
の
言
い
方
を
す
れ
ば
ジ
ェ

ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
と
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
作
品
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
欲
望
を
め
ぐ
っ
て
文
学
テ
ク
ス
ト
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
概
念
に
注
目
し
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。
規
範
的
な
性
、
つ
ま
り
結
婚
と
い
う
制
度
を
使
っ
た
、
い
わ
ば
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
囲
い
込
み
は
、「
ク
イ

ア
」
な
存
在
、
当
時
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
性パ

ー
ヴ
ァ
ー
ト

的
倒
錯
者
」
を
生
み
出
す
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
「
ク
イ
ア
」
な
「
性

的
倒
錯
者
」
を
排
除
す
る
。
先
ほ
ど
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
絨
毯
の
下
絵
」
の
例
で
考
え
た
よ
う
に
、
規
範
を
引
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
結
婚
と
い
う
関
係
こ
そ
が
秘
密
へ
の
道
で
あ
る
と
見
せ
か
け
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
規
範
に
な
る
結
婚

と
い
う
制
度
が
秘
密
へ
と
通
じ
る
回
路
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
暴
露
す
る
。
つ
ま
り
、
結
婚
と
い
う
制
度
に
荷

担
す
る
読
者
に
は
結
婚
を
め
ぐ
る
規
範
的
言
語
空
間
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
は
結
婚
と
い
う

制
度
か
ら
外
れ
る
秘
密
を
暗
示
す
る
。
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ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望

―
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
性
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
、
十
九
世
紀
と
い
う
時
代
は
大
き
な
転
換
点
に
な
る
時
代
と
言

え
る
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
発
達
す
る
時
代
で
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
マ
ン
フ
ッ

ド
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
男
性
性
の
概
念
に
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
る
。
ま
ず
は
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
本
書
に
お
け
る
議
論
の
前
提
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
い
う
言
葉
は
一
八
六
九
年
、
同
性
の
間
で
の
性
行
為
を
禁
じ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
刑
法
に
反
対

す
る
意
図
で
書
か
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
最
初
に
用
い
ら
れ
た
。
同
性
愛
を
擁
護
す
る
意
図
で
用
い
ら
れ
た
こ

の
用
語
は
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
フ
ト
＝

エ
ビ
ン
グ
が
一
八
八
七
年
、『
性
的
精
神
病
理
』
第
二
版
で
用
い
て

以
降
、
病
理
の
言
葉
と
な
っ
て
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
（G

ay H
istories 451

）。『
ア
メ
リ
カ
的
男
性
性
』
で 

E
・
ア
ン

ソ
ニ
ー
・
ロ
ー
タ
ン
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
十
九
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
で
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
「
退
行

性
疾
病
」（degenerative disease

）
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（R

otundo 274–75

）。

フ
ー
コ
ー
は
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
性
的
な
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
は
抑
圧
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、「
性
の
科
学
」
に
よ
っ

て
、
む
し
ろ
増
大
し
た
と
論
じ
る
（Foucault 10–13

）。
そ
し
て
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
は
「
一
人
の
登
場
人
物
、

一
つ
の
過
去
、
一
つ
の
個
人
記
録
、
一
つ
の
幼
年
時
代
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
る
生
活
形
態
、
あ
る
生
活
型
、

あ
る
形
態
」、
そ
し
て
「
一
つ
の
種
族
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
（Foucault 42–43

）。「
十
九
世
紀
以

前
に
は
男
性
に
よ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
た
行
為
と
し
て
見
な
さ
れ
た
同
性
愛
行
為
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
同
性
と
の
行
為
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に
の
み
関
心
を
も
つ
特
殊
な
種
類
の
個
人
を
構
成
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で

は
じ
め
て
、
同
性
愛
者
と
異
性
愛
者
が
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
構
成
さ
れ
」、
同
性
愛
者
は
「
病
理
学
的
に
倒
錯
し

た
者
と
見
な
さ
れ
は
じ
め
た
」（M

ills 85

）。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
「
人
間
の
負
わ
さ
れ
る
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
規
定
す
る
」（M

ills 87

）こ
と
と
権
力
の
関
係
を
問
う
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
た
め
、

ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
フ
ー
コ
ー
は
そ
の
ま
ま
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
性
の
科
学
者
、
ハ
ヴ
ェ
ロ
ッ
ク
・
エ
リ
ス
は
、「
セ
ッ
ク
ス
は
全
人
格
に
し
み
こ
ん
で

い
る
。
人
間
の
性
的
な
性
質
は
そ
の
人
物
の
性
質
を
形
成
し
て
い
る
。
次
の
格
言
は
真
実
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

『
人
は
そ
の
人
の
セ
ッ
ク
ス
に
基
づ
く
』」（Q

td. in D
’E

m
ilio &

 Freedm
an 225–26

）
と
述
べ
て
い
る
。

ザ
ヴ
ィ
エ
ル
・
メ
イ
ン
と
い
う
筆
名
で
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ム
＝

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
が
一
九
〇
六
年
、『
イ
ム

レ

―
覚
書
き
』
を
ナ
ポ
リ
で
百
二
十
五
部
だ
け
の
私
家
版
と
し
て
出
版
し
た
。
そ
の
中
で
あ
る
登
場
人
物
が
「
男
性

的
な
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
自
分
を
表
現
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
プ
ラ
イ
ム
＝

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
が

ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
を
、
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
ア
メ
リ
カ
詩
に
お
け
る
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
伝
統
』（
一
九
七
九
年
）
の
中
で
ロ
バ
ー

ト
・
K
・
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
以
前
に
も
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
行
為
は
存
在
し
た
が
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
な
人
は
存
在
し
な
か
っ
た
」（M

artin, H
om

osexual Tradition 51

）
と
述
べ
、
さ
ら
に
続
け
て
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
、
自
ら
を
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
た
」
詩
人
で
あ
る
（51–52

）
と
論

じ
る
。
少
な
く
と
も
フ
ー
コ
ー
が
ク
イ
ア
理
論
に
道
を
開
く
以
前
、
同
性
へ
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
持
つ
人
を
、
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ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
主
体
と
積
極
的
に
見
な
す
議
論
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

「
絨
毯
の
下
絵
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
た
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
中
で
、
模
様
に
隠
れ
た
秘
密
は
、
抑
圧
さ
れ
、
口
に
出

す
こ
と
の
で
き
な
い
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
主
体
の
声
を
意
味
す
る
の
で
は
と
想
像
さ
れ
る
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、「
沈
黙
を
私
た
ち
自
身
の
文
化
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
モ
デ
ル
と
同
じ
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
危
険
」
で
あ

り
、「
錯
綜
し
た
様
々
な
沈
黙
と
い
う
糸
を
ほ
ぐ
し
て
い
く
」
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
ア
ラ
ン
・
シ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
言

葉
は
傾
聴
に
値
す
る
。
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
以
前
の
作
家
を
論
じ
て
同
性
の
間
の
愛
情
を
問
題
と
す
る
と
き
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
本
質
を
表
す
の
で
は
な
く
、
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
る
シ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
用
語
で
は
な
く
、「
同セ

イ
ム
・
セ
ッ
ク
ス
・
パ
ッ
シ
ョ
ン

性
間
の
愛
情
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
と
述
べ
る
。
本
書
で
も

同
様
の
前
提
に
立
ち
、
同
性
の
間
で
感
じ
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
問
題
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
つ
も
り
だ
。

レ
ス
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
『
ア
メ
リ
カ
小
説
に
お
け
る
愛
と
死
』（
一
九
六
〇
年
）
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
ェ
ニ

モ
ア
・
ク
ー
パ
ー
か
ら
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
に
至
る
作
品
に
見
ら
れ
る
男
性
の
友
情
関
係
に
見
ら
れ
る
「
ホ

モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
寓
話
の
暗
示
」
を
指
摘
す
る
（Fiedler, L

ove and D
eath 348–49

）。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
あ
く
ま
で

「
イ
ノ
セ
ン
ト
」
な
関
係
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
、
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
よ
う
だ
（A

usten, P
laying 3–4

）。
し
か
し

本
書
で
は
、
同
性
間
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
、
作
者
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
織
り
込
も
う
と
し
て
い
る
か
、
ま
た

は
織
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
か
を
問
題
に
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
織
り
込
ま
れ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
自
体
が
問
題

と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
の
背
後
に
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
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テ
ィ
が
垣
間
見
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
に
振
り
回
さ
れ
る
主
人
公
を
論
じ
る
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
あ
く
ま
で
友
情
と
規
定
し
よ
う
と
す
る
テ
ク
ス
ト
が
、
同
時
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望

を
表
明
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
十
九
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
し
、
本
書
の
前
提
を
確
認
し
よ
う
。「
ホ
モ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
」
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
存
在
を
始
め
る
時
代
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
密
接
に
結
び

つ
き
、
男
女
の
間
の
愛
情
の
み
が
正
し
く
、
異
性
愛
こ
そ
が
規
範
で
あ
る
と
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
普
及
す
る
時
代
で

あ
る
。「
結
婚
」
が
鍵
を
握
る
こ
と
に
な
る
が
、「
結
婚
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
男
性
」
像
と
「
女
性
」
像
を
め
ぐ
る
デ
ィ

ス
コ
ー
ス
も
氾
濫
す
る
。
十
九
世
紀
中
葉
以
降
に
流
行
す
る
「
真ト

ゥ
ル
ー
・
ウ
ー
マ
ン
フ
ッ
ド

の
女
性
性
」
が
、
結
婚
の
相
手
と
し
て
の
、
あ
る

べ
き
女
性
像
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（W

elter 151–74

）、
同
時
に
、
結
婚
に
ふ
さ
わ
し
い

男
性
像
も
作
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
が
「
マ
ン
フ
ッ
ド
」
で
あ
る
。『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

マ
ン
フ
ッ
ド

―
あ
る
文
化
的
な
歴
史
』
に
お
い
て
マ
イ
ケ
ル
・
キ
ン
メ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
貴
族
的
な
マ

ン
フ
ッ
ド
と
い
う
概
念
」
が
、
十
九
世
紀
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
女
性
的
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
十
九
世

紀
後
半
、「
マ
ン
フ
ッ
ド
は
証
明
し
、
証
明
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
（K

im
m

el 

19–23

）。「
マ
ン
フ
ッ
ド
」
は
生
ま
れ
た
階
級
の
属
性
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
自
ら
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
な
「
男
性
性
」

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
証
明
し
続
け
な
け
れ
ば
男
性
と
見
な
さ
れ
な
い
「
マ
ン
フ
ッ
ド
」
は
、
証
明
し
よ
う
と
し
な
い

男
性
を
男
性
と
見
な
さ
な
い
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
も
生
み
出
し
て
い
く
。

「
真
の
ア
メ
リ
カ
性
」（T

rue A
m

ericanism

）を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
十
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
、
シ



12

オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
女
々
し
さ
」
を
蔑
ん
で
い
た
そ
う
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
小
ぶ
り
の
文
人
は
自
分
の
国
を
逃
げ
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
繊
細
で
女
々
し
い
感
受

性
を
し
て
い
る
の
で
、
彼
は
大
西
洋
の
こ
ち
ら
側
で
の
生
活
は
粗
野
で
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
男
た
ち
の
中
で
男
の
役
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
勇
敢
な
魂
を
鍛
え
る
風
か

ら
身
を
守
る
場
所
に
行
く
の
で
す
。
こ
の
国
外
移
住
者
は
優
雅
で
美
し
い
詩
や
エ
ッ
セ
イ
、
そ
し
て
小
説
を
書
く

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
彼
の
兄
が
書
い
た
も
の
に
匹
敵
す
る
作
品
を
書
く
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
彼

の
兄
は
強
い
の
で
自
分
の
足
で
立
つ
こ
と
が
で
き
、
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
自
分
の
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
か
ら
。（Q

td. in Taylor, H
enry Jam

es 3

）

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
的
マ
ン
フ
ッ
ド
を
貴
族
的
な
男
性
の
あ
り
方
と
結
び
つ
け
、「
女
々
し
い
」

（effem
inate

）
と
見
な
す
考
え
方
は
第
二
代
大
統
領
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
に
も
見
ら
れ
る
（K

im
m

el 19

）。
ア
メ
リ
カ
人

は
「
新
し
い
プ
リ
ン
シ
プ
ル
に
則
っ
て
行
動
」
す
る
「
新
し
い
男
／
人
間
」（a new

 m
an

）
で
あ
る
と
定
義
し
た
の
は

『
ア
メ
リ
カ
人
農
夫
の
手
紙
』（
一
七
八
二
年
）
を
書
い
た
ク
レ
ヴ
ク
ー
ル
だ
が
、
マ
イ
ケ
ル
・
キ
ン
メ
ル
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
は
セ
ル
フ
メ
イ
ド
・
マ
ン
こ
そ
ア
メ
リ
カ
的
マ
ン
フ
ッ
ド
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
く
よ

う
に
な
る
（26–27

）。
キ
ン
メ
ル
は
こ
の
ア
メ
リ
カ
的
マ
ン
フ
ッ
ド
を
、
男
性
同
士
の
恐
怖
心
に
基
づ
い
た
ホ
モ
ソ
ー

シ
ャ
ル
な
関
係
で
あ
る
と
喝
破
す
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
「
女
々
し
い
」
と
批
判
す
る
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
も
、
議
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員
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
は
、「
ジ
ェ
イ
ン
・
ダ
ン
デ
ィ
」
と
か
、「
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し

い
（V

idal, “T
heodore R

oosevelt ” n. p.

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
九
世
紀
の
後
半
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
人
格
へ
の
評
価

を
左
右
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
の
水
脈

時
代
は
多
少
下
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
、「
他
の
男
性
に
向
か
っ
て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
し
た
い
か
ら
」、

「
女
性
的（effem

inate

）で
あ
る
こ
と
を
選
ぶ
ゲ
イ
男
性
も
登
場
す
る
」（56

）と
、『
ゲ
イ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
』
で
ジ
ョ
ー

ジ
・
チ
ョ
ー
ン
シ
ー
が
指
摘
す
る
。
キ
ン
メ
ル
は
チ
ョ
ー
ン
シ
ー
の
議
論
を
、「
伝
統
的
な
男
性
性
（m

ascu linity

）
を

そ
の
よ
う
に
ひ
ど
く
馬
鹿
に
す
る
の
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
女
性
っ
ぽ
さ
（effem

inacy

）
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
内
的

衝
動
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
。
ゲ
イ
男
性
の
女
性
っ
ぽ
さ
は
他
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
男
性
に
合
図
を
送
る
た
め

の
戦
略
的
な
態
度
で
あ
る
」（99

）と
要
約
す
る
。
こ
れ
は
後
に
キ
ャ
ン
プ
と
呼
ば
れ
る
態
度
に
通
じ
る
が
、
自
ら
女
性
っ

ぽ
い
態
度
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に

形
成
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

十
九
世
紀
の
後
半
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
主
体
の
概
念
と
結
び
つ
く
。
そ
の
意
味
で
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

欲
望
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
す
る
書
き
手
が
存
在
を
始
め

た
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
が
読
者
に
読
ま
れ
る
た
め
に
は
、
流
通
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
の
葛
藤
も
生
じ
る
だ
ろ
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う
。
あ
る
種
の
隠
蔽
も
生
じ
る
は
ず
だ
。
マ
ー
テ
ィ
ン
が
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
」
と
言
い
切
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

も
、
ジ
ョ
ン
・
ア
デ
ィ
ン
ト
ン
・
シ
モ
ン
ズ
に
、「
カ
ラ
マ
ス
詩
篇
」
で
「
同
志
の
絆
（com

radeship

）
と
い
う
概
念
を

お
使
い
で
す
が
、
お
そ
ら
く
男
性
同
士
の
間
で
生
じ
る
、
あ
の
性
的
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
感
情
と
行
為
が
そ
れ
に

入
り
込
む
こ
と
を
予
期
し
て
い
ま
す
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
、「
あ
の
カ
ラ
マ
ス
の
部
分
が
、
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
解
釈

を
可
能
に
し
て
い
る
と
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
れ
の
な
い
と
同
時
に
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
病

的
な
推
論
が
可
能
な
も
の
と
し
て
、
あ
の
詩
篇
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
」
と
答
え
て

い
る
（W

hitm
an, C

orrespondence 72

）。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
も
「
公
に
は
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
ペ
ル
ソ
ナ
を
捨
て
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
（Pollak 138–40

）。
こ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
お
い

て
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
主
体
と
し
て
意
識
す
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
、
正
面
切
っ
て
描
く
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
の
描
き
出
す
模
様
に
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
垣
間
見
え
る
作

品
も
存
在
す
る
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
め
ぐ
り
、
隠
蔽
と
解
放
の
ド
ラ
マ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
テ
ク
ス
ト
に
存
在

す
る
の
で
は
な
い
か
。
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
構
築
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
読
者
の
前
提
と
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
の

関
係
で
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
隠
蔽
す
る
こ
と
も
あ
り
、
解
放
す
る
こ
と
も
あ
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
バ
ー
グ
マ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
ゲ
イ
文
学
を
論
じ
た
本
の
冒
頭
で
、「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
多

く
の
ゲ
イ
・
ピ
ー
プ
ル
に
と
っ
て
文
学
的
構
築
物
で
あ
る
」（B

ergm
an 6

）
と
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
「
文
学
的
表

象
は
（
中
略
）
ゲ
イ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
民
族
、
国
家
、
宗
教
な
ど
他
の
ど
の
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
重
要
で
あ
っ

た
」（9

）
と
述
べ
て
い
る
。
十
九
世
紀
末
以
降
、
都
市
で
同
性
愛
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
事
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実
だ
が
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
文
学

な
ど
、
文
字
情
報
に
頼
る
し
か
な
い
一
面
が
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
形
成
さ
れ
る
と
す
る
ジ
ュ

デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
に
な
ら
え
ば
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
す
る
概
念
も
、
文

学
な
ど
の
言
語
表
象
に
基
づ
い
て
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
形
成
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
バ
ー
グ

マ
ン
の
言
葉
を
枕
に
使
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
出
版
さ
れ
た
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

が
描
か
れ
る
作
品
を
、『
デ
イ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
図
書
館

―
ア
メ
リ
カ
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
著
作
、
一
九
〇
〇
年
か

ら
一
九
一
三
年
』（
一
九
九
五
年
）
で
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
論
じ
る
多
く
の
テ
ク
ス
ト
は
消
え
ゆ
く
運
命
に
あ
っ

た
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
マ
ー
ク
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
と
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
編
ん
だ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

の
タ
イ
ト
ル
が
表
す
よ
う
に
、「
手
か
ら
手
へ
手
渡
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
」
と
な
る
し
か
な
い
。
ケ
イ
レ
ブ
・
ク
レ
イ
ン
は

『
ア
メ
リ
カ
の
シ
ン
パ
シ
ー

―
新
し
い
国
家
に
お
け
る
男
性
、
友
情
、
文
学
』（
二
〇
〇
一
年
）の
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ

ル
を
論
じ
る
章
で
、「
ほ
と
ん
ど
の
ゲ
イ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、
あ
る
程
度
テ
ク
ス
ト
と
の
感
情
的
な
同
一
化
に
基
づ

く
。
読
者
は
他
の
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
強
く
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
自
分
の
よ
う
な
人
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
感
じ
る
の
で

あ
る
」（C

rain, A
m

erican Sym
pathy 244

）
と
述
べ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
成
立
す
る
時
期
に
お
い
て
も
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
め
ぐ
る
議
論
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
後
の
ボ
ス
ト
ン
へ
と
発
展
す
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
を
率
い
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
ス

ロ
ッ
プ
は
、
ア
ー
ベ
ラ
号
で
ア
メ
リ
カ
に
到
着
す
る
直
前
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
愛
の
模
範
（A

 M
odel of C

hristian 

C
harity

）」
と
い
う
説
教
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
説
教
は
「
丘
の
上
の
町
」
と
い
う
聖
書
の
中
の
言
葉
を
用
い
、
ア
メ
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リ
カ
と
い
う
国
の
進
む
べ
き
道
を
示
す
指
針
を
示
し
た
も
の
と
し
て
有
名
だ
。
そ
の
説
教
の
中
に
、「
す
べ
て
の
人
間
は

他
の
人
間
を
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
は
皆
、
兄
弟
愛
の
絆
で
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う

一
節
が
あ
る
。「
信
仰
を
共
に
す
る
共
同
体
住
民
の
協
力
体
制
」（
渡
辺
6
）
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
際

用
い
る
「
兄
弟
愛
」
と
い
う
言
葉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
兄
弟
愛
」
を
越
え
る
含
意
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
神
は
自
分
の
姿
に
似
せ
て
男
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
に
似
て
い
る
も
の
を
神
は
愛
す
る
と
い
う
考
え

を
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
は
持
っ
て
い
た
。
お
互
い
に
自
分
の
似
姿
を
見
出
す
が
ゆ
え
に
、
共
同
体
と
い
う
「
同
じ
肉
体
の

メ
ン
バ
ー
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
キ
リ
ス
ト
の
メ
ン
バ
ー
」
は
お
互
い
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。「
反
律
法
主
義
」
を
主

張
す
る
ア
ン
・
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
一
派
を
植
民
地
か
ら
追
放
し
た
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
が
「
同
じ
肉
体
の
メ
ン
バ
ー
」
と
言

う
と
き
、
頭
に
思
い
描
い
て
い
る
「
メ
ン
バ
ー
」
は
男
性
で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
ア
ー
ベ
ラ
号
に
乗
り
込
む
前
に
、
イ

ギ
リ
ス
に
残
っ
た
友
人
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
プ
リ
ン
ジ
卿
に
宛
て
、「
あ
な
た
が
私
の
こ
と
を
気
に
留
め
て
く
れ
て
い
る

と
思
え
る
前
、
私
は
あ
な
た
の
こ
と
を
本
当
に
愛
し
て
い
ま
し
た
」（Q

td. in W
arner 31

）と
書
き
、
さ
ら
に
続
け
て
「
私

が
望
む
も
の
を
享
受
す
る
、
あ
な
た
の
兄﹇
バ
ー
ナ
ー
デ
ィ
ス
ト
ン
﹈の
幸
福
を
、
私
は
妬
ま
し
く
思
う
、
い
や
実
際
妬

む
だ
ろ
う
」（Ibid. 32

）
と
綴
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
「
兄
弟
愛
」
の
背
後
に
は
、
会
う
こ
と
の
で
き
な

く
な
っ
た
友
人
へ
の
「
愛
」
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ウ
ィ

ン
ス
ロ
ッ
プ
の
「
愛
」
と
彼
の
述
べ
る
「
兄
弟
愛
」
に
は
「
露
骨
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
可
能
性
」（W

arner 33

）
が
あ
る

の
だ
か
ら
。

D
・
H
・
ロ
レ
ン
ス
が
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
で
、「
あ
の
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
と
そ
の
後
継
者
た
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ち
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
の
は
信
仰
の
自
由
の
た
め
な
ど
で
は
な
い
。（
中
略
）彼
ら
は
主
と
し
て
、
逃
げ
る
た
め
に
や
っ

て
来
た
の
だ
。（
中
略
）
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
分
自
身
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
」（L

aw
rence 10

））
と
書
い
た
言
葉
を
、
こ
こ

で
思
い
出
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
が
ソ
ド
ム
に
な
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
神
の
国
の
建
設
を
目
指
し
、
ア
メ
リ

カ
に
渡
っ
た
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
で
あ
っ
た
が
、
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
認
め
ら
れ

な
い
た
め
、
自
ら
の
「
愛
」
が
「
ソ
ド
ミ
ー
」
に
転
落
す
る
可
能
性
か
ら
、
ロ
レ
ン
ス
が
言
う
よ
う
に
、「
逃
げ
る
た

め
」
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
表

す
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
建
国
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

テ
ク
ス
ト
に
は
隠
蔽
す
る
作
用
と
解
放
す
る
作
用
の
両
面
が
存
在
す
る
。
ア
メ
リ
カ
人
が
著
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
に

内
在
す
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
め
ぐ
る
隠
蔽
と
解
放
の
ド
ラ
マ
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
本
書
の
目
的
で

あ
る
。

本
書
の
構
成

本
書
は
大
き
く
分
け
て
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
の
議
論
で
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
短
編
を
題
材
に
し

た
が
、
近
年
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
テ
ク
ス
ト
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
、
さ
ら
に
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
「
下
絵
」
を

読
む
試
み
は
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
先
に
名
前
を
挙
げ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
『
デ
イ
ン
フ
ォ
ー

ド
の
図
書
館

―
ア
メ
リ
カ
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
著
作
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
一
三
年
』（
一
九
九
五
年
）
で
も
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ジ
ェ
イ
ム
ズ
作
品
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
軸
に
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
、
あ
る
種
の
イ
ン

タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
可
能
性
を
第
一
部
で
考
え
よ
う
と
思
う
。
第
一
部
で
扱
う
三
名
の
作
家
は
、
異
性
愛
規
範
で

あ
る
結
婚
を
す
る
こ
と
な
く
、
生
涯
を
独
身
で
通
し
て
い
る
。
次
に
第
二
部
で
は
、
そ
う
い
っ
た
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
可
能
に
す
る
、
十
九
世
紀
と
い
う
時
代
に
お
け
る
性
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
、
何
人
か
の
作
家
に
よ

る
作
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
考
え
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
、
男
性
性
や
異
性
愛
規
範
と
の
葛

藤
・
格
闘
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
四
名
の
作
家
が
結
婚
し
て
い
る
こ
と
で
異
性
愛
規
範
に
身
を
置
く
が

ゆ
え
に
生
じ
る
葛
藤
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
扱
う
作
品
に
見
ら
れ
る
規
範
か
ら
の
脱
却
、
も
し
く
は
規
範
と
の
格
闘

は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

第
一
部
は
一
八
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
出
発
点
に
す
え
、
一
九
一
九
年
出

版
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ク
・
フ
ラ
ー
の
『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
を
終
点
に
、
三
人
の
作
家
の
描
く
作
品
に

見
ら
れ
る
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。
第
一
章
で
は
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
取
り
上

げ
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
珍
し
く
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
描
く
作
品
と
し
て
、
従
来
は
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
を
茶
化
す
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
フ
ェ
タ
リ
ー
に
よ

る
「
男
根
批
評
家
」
批
判
あ
た
り
か
ら
、
主
人
公
の
二
人
の
女
性
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

筆
者
も
そ
の
流
れ
を
補
強
す
る
意
図
で
、
二
人
の
女
性
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
こ
そ
が
、
作
品
の
中
心
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
可
能
性
を
論
じ
た
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
出
発
点
に
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
、
ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・

ス
タ
ー
ジ
ス
の
世
界
を
、
第
二
章
で
は
取
り
上
げ
た
い
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
描
く
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
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（
ホ
モ
）エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
、
彼
の
作
品
の
注
目
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。

ス
タ
ー
ジ
ス
は
、
現
代
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
作
家
で
あ
る
が
、
当
時
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
イ
ー
デ
ィ
ス
・

ウ
ォ
ー
ト
ン
を
は
じ
め
と
す
る
、
そ
う
そ
う
た
る
作
家
た
ち
と
交
流
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス

に
生
活
す
る
作
家
た
ち
の
中
で
は
、
そ
れ
な
り
の
位
置
を
占
め
て
い
た
作
家
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ジ
ス
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
、

特
に
作
家
と
し
て
の
資
質
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
が
、
作
品
に
描
き
込
ま
れ
た（
ホ
モ
）エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
問

題
を
照
射
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

円
熟
期
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
関
し
、
あ
る
意
味
で
は
大
胆
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可

能
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
、
自
分
の
作
品
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
な
る
作
品
を
書
い
た
、
つ
ま
り
、

自
分
の
作
品
と
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
『
鳩
の
翼
』
に
見
出
せ
る
こ
と
を
、

続
く
第
三
章
で
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
章
で
は
、
二
十
世
紀
に
入
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト

ニ
ア
ン
ズ
』
を
い
わ
ば
バ
ネ
と
し
て
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
も
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
主
体
を
も
っ
と

明
確
に
描
こ
う
と
し
た
作
家
が
い
た
こ
と
を
、
作
品
を
紹
介
し
な
が
ら
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
レ
ー

ク
・
フ
ラ
ー
の
『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
は
シ
カ
ゴ
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
作
家
で
、
社

会
派
の
作
家
と
し
て
文
学
史
に
名
を
残
し
て
い
る
ハ
ム
リ
ン
・
ガ
ー
ラ
ン
ド
の
友
人
で
あ
り
、
自
身
も
シ
カ
ゴ
の
現
実

を
描
い
た
『
高
層
ア
パ
ー
ト
の
住
人
』（
一
八
九
三
年
）
な
ど
の
作
品
を
残
し
て
い
る
。
彼
の
『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ

の
年
』
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
意
識
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ

ア
ル
な
関
係
を
指
摘
し
た
い
。
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第
二
部
で
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
描
く
こ
と
が
、
異
性
愛
規
範
が
強
化
さ
れ
る
時
代
背
景
を
照
ら
し
出

す
作
品
を
紹
介
す
る
つ
も
り
だ
。
第
五
章
で
は
、
多
少
時
代
が
遡
る
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
原

型
を
な
す
か
の
よ
う
な
作
品
が
、
十
八
世
紀
の
末
に
、
す
で
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
よ
う
。『
ウ
ィ
ー
ラ
ン

ド
』
や
『
エ
ド
ガ
ー
・
ハ
ン
ト
リ
ー
』
な
ど
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
ノ
ヴ
ェ
ル
の
作
家
と
し
て
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
初
の
職
業
的

な
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
手
に
よ
る
『
オ
ー
モ
ン
ド
』
で
あ
る
。
こ
の

作
品
自
体
、
正
体
不
明
の
悪
人
オ
ー
モ
ン
ド
を
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
る
が
、「
隠
蔽
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
作
品
を

分
析
す
る
と
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
織
り
込
ま
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
が
見
え
て
く

る
。
リ
ン
ダ
・
カ
ー
バ
ー
は
『
共
和
国
の
女
』
で
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
・
ダ
ド
リ
ー

を
、「
決
し
て
ひ
る
む
こ
と
の
な
い
」、「
優
れ
て
理
性
的
な
」
人
物
と
し
て
激
賞
し
て
い
る
が
（K

erber 271–72

）、
ブ
ラ

ウ
ン
の
作
品
構
築
を
子
細
に
検
討
し
て
い
く
と
、「
共
和
国
の
母
」
の
、「
個
人
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
社
会
の
善
に
奉

仕
す
る
公
徳
心
を
要
求
し
つ
つ
、
一
方
で
は
、
個
人
の
意
志
と
自
由
を
尊
重
」
す
る
と
い
う
、「
共
和
国
の
思
想
が
持
つ

二
つ
の
価
値
観
を
両
立
さ
せ
る
重
要
な
機
能
」（
武
田
ほ
か
42
）
に
潜
ん
で
い
る
女
性
の
位
置
に
関
す
る
欺
瞞
に
対
し
、
ホ

モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
て
こ
に
し
て
異
性
愛
規
範
に
基
づ
く
価
値
観
へ
抵
抗
す
る
作
者
の
姿
勢
が
見
え
て
く
る
だ

ろ
う
。

ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
近
年
に
な
っ
て
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
十
九
世
紀

の
作
家
の
一
人
だ
。
異
性
愛
規
範
に
基
づ
く
世
界
観
に
対
し
て
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
が
最
初
期
の
作
品
か
ら
疑
問
を
持
っ
て

作
品
創
作
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
、
第
六
章
で
『
タ
イ
ピ
ー
』
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
考
え
て
み
た
い
。
続
く
第
七
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章
で
は
、
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
な
ど
と
も
関
わ
り
が
あ
り
、
ま
た
ペ
リ
ー
と
共
に
、
い
わ
ゆ
る
「
黒
船
」
で
来
日
し
、

そ
の
記
録
を
『
一
八
五
三
年
の
イ
ン
ド
、
中
国
、
そ
し
て
日
本
へ
の
訪
問
』
と
し
て
残
し
た
こ
と
で
も
記
憶
さ
れ
る
ベ

イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
を
考
え
た
い
。
論
じ
る
の
は
『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
と
い
う
、
小
説
と
し
て
最
後
に
な
っ
た
作

品
で
あ
る
。
旅
行
記
作
家
と
し
て
も
名
を
残
し
て
い
る
が
、
ト
ル
コ
旅
行
の
旅
行
記
に
は
、
な
に
や
ら
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
タ
イ
ピ
ー
』
な
ど
も
同
様
に
、
旅
行
記
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
で
、
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
求
め
る
読
者
の
要
望
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
た
側
面
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
以

降
、
テ
イ
ラ
ー
は
小
説
を
書
か
な
く
な
っ
た
が
、
作
品
に
織
り
込
ん
だ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
が
問
題
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

最
後
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と
並
び
、
ア
メ
リ
カ
男
性
の
イ
コ
ン
的
存
在
で
あ
る
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ

イ
ン
の
、
後
年
に
書
か
れ
た
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
個
人
的
回
想
』
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

視
線
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
レ
ス
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
に
無
邪
気
な
同

性
愛
的
欲
望
を
読
み
取
っ
て
以
来
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
が
時
折
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
議
論
が
あ
ま

り
発
展
を
見
な
い
事
情
も
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
男
性
の
イ
コ
ン
を
な
す
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に

も
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
深
く
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
確
認
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
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第
一
章

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
読
み
の
可
能
性

十
九
世
紀
後
半
の
女
性
の
問
題

近
年
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
作
品
を
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
読
み
解
く
試
み
は
増
え
て
お
り
、『
ボ

ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
は
中
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
エ
レ
イ
ン
・
シ
ョ

ウ
ォ
ー
ル
タ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
オ
リ
ー
ヴ
・
チ
ャ
ン
セ
ラ
ー
、
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
サ
ム
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
・
タ
ラ
ン
ト

と
い
う
三
人
の
登
場
人
物
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
三
角
関
係
」（Show

alter 27

）
と
言
っ
て
も
よ

い
。
マ
ー
サ
・
バ
ン
タ
が
命
名
す
る
「
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
女
性
」
で
あ
り
（B

anta 51–52

）、
女
性
権
運
動
を
推

し
進
め
よ
う
と
考
え
る
オ
リ
ー
ヴ
、
南
部
の
保
守
的
な
男
性
バ
ジ
ル
の
二
人
が
、
若
い
女
性
雄
弁
家
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
愛

を
獲
得
し
よ
う
と
格
闘
す
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
「
声
」
は
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
一
八
八
〇
年
代
、
も
し
く

は
作
品
の
舞
台
と
思
わ
れ
る
金
め
っ
き
時
代
に
お
い
て
、
女
性
権
運
動
に
と
っ
て
武
器
と
な
り
う
る
も
の
だ
。
作
品
に
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登
場
す
る
ミ
ス
・
バ
ー
ズ
ア
イ
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
家
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ピ
ー
ボ
デ
ィ
を
茶
化
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
と
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
批
判
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
が
、
ミ
ス
・
バ
ー
ズ
ア
イ
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ピ
ー

ボ
デ
ィ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
は
南
北
戦
争
以
降
に
名
を
は
せ
た
ア
ン
ナ
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン

と
年
齢
的
に
は
符
合
す
る1
＊

。
ま
た
、
南
北
戦
争
中
に
、
婦
人
参
政
権
論
者
の
ス
ー
ザ
ン
・
B
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
が
、
奴
隷

制
度
廃
止
論
者
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
声
を
め
ぐ
っ
て
争
奪
戦
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
だ
が
（D

avis 572

）、
こ
の
作
品
で
も
、
運
動
の
武
器
と
な
る
声
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
オ
リ
ー
ヴ
と
、
そ
の
武

器
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
バ
ジ
ル
と
の
争
い
と
い
う
様
相
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
モ

ン
ズ
は
、「
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
ア
メ
リ
カ
文
化
に
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た
白
人
の
新
し
い
女
性
に
対
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ

の
不
安
」（A

m
m

ons 154–55

）
を
指
摘
し
て
い
る
。
バ
ジ
ル
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
「
主
人
公
と
し
て
意
図
し
た
人
物
」
と

規
定
し
た
上
で
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ハ
ベ
ガ
ー
も
、「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
声
や
、
読
者
を
な
だ
め
た
り
読
者
に
挑
ん
だ
り
す

る
曖
昧
な
態
度
に
は
、（
中
略
）
ど
こ
と
な
く
著
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
重
大
な
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら

せ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
」（H

abegger 189
）
と
論
じ
て
い
る
。
ハ
ベ
ガ
ー
は
さ
ら
に
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
「
女

性
の
問
題
」
へ
の
「
非
常
な
風
刺
」
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
と
考
え
失
望
し
た
と
い
う
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
出
版

当
時
の
婦
人
参
政
権
論
者
ル
シ
ア
・
ト
ゥ
ル
ー
・
エ
イ
ム
ズ
の
言
葉
を
証
言
と
し
て
用
い
、
作
品
の
「
薄
っ
ぺ
ら
さ
、

混
乱
、
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
の
曲
解
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（H

abegger 228–29

）。

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
続
け
ら
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
言
葉
が
関
わ
る
だ
ろ
う
。
一
八
八
三
年
八

月
八
日
の
ノ
ー
ト
に
、
出
版
社
の
J
・
R
・
オ
ズ
グ
ッ
ド
に
出
し
た
手
紙
の
一
部
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
書
き
留
め
て
い
る
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が
、
そ
の
中
で
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
主
題
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
き
わ
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
話
を
書
き
た
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
状
況
に
特
徴
的
な
話
だ
。
そ
れ
で
私
は

自
問
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
に
お
い
て
も
っ
と
も
目
立
ち
、
独
特
で
あ
る
点
は
何
か
。
答
は
こ
う
だ
っ
た
。

女
性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、（
女
）
性
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
衰
え
、
女
性
の
た
め
の
活
動
。（E

del &
 Pow

ers 20

）

ア
メ
リ
カ
の
「
社
会
状
況
に
特
徴
的
な
話
」
と
い
う
文
脈
で
の
「
女
性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
」
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

自
身
が
同
じ
ノ
ー
ト
で
書
き
留
め
て
い
る
よ
う
に
、「
い
わ
ゆ
る
『
女
性
の
運
動
』」（18

）
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
十
九
世
紀
後
半
の
女
性
権
運
動
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
女
性
権
運
動
と
と
も
に
発
生
し
た
「
新
し
い
女
」

は
、「
存
在
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
と
権
力
の
配
分
に
異
議
を
唱
え
た
」
の
だ
が
（Sm

ith-R
osenberg 245

）、
そ
の
な
か

に
は
「
母
性
の
拒
否
」
が
含
ま
れ
て
い
た
（260

）。
一
八
七
〇
年
代
、
つ
ま
り
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
舞
台
に
な
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
時
代
に
は
、「
母
性
の
拒
否
」
は
「
男
性
の
拒
否
」
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
新
し

い
女
」
が
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
興
味
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
」（260

）
ら
し
い
が
、
一
八
八
〇
年
代
に
「
お

上
品
な
レ
ズ
ビ
ア
ン
的
性
欲
異
常
に
付
与
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
発
生
し
て
い
た
と
ス
ミ
ス
＝

ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
は

述
べ
て
い
る
（266

）。
十
九
世
紀
中
盤
か
ら
い
わ
ゆ
る
性
科
学
な
る
も
の
が
発
達
す
る
が
、
女
性
の
同
性
愛
を
も
論
じ
た

ク
ラ
フ
ト
＝

エ
ビ
ン
グ
の
『
性
的
精
神
病
理
』
が
一
八
八
六
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
一
八
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ボ

ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
は
、
女
性
に
お
け
る
「
ウ
ラ
ニ
ス
ム
（uranism
）」、
つ
ま
り
「
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
」
が
問
題
に
な
り
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始
め
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
が
、「
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』（
一
八
八
六
年
）
は
、『
本
当
の
と

こ
ろ
』
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
に
関
わ
る
話
で
は
な
い
と
言
い
張
る
こ
と
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
長
い
間
、
流
行
で
あ
っ

た
」（C

astle 150

）
と
述
べ
、
一
九
六
〇
年
代
の
オ
ス
カ
ー
・
カ
ー
ギ
ル
に
始
ま
る
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
批
評
史
を

ま
と
め
て
い
る
が
、「
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
話
で
は
な
い
」
と
す
る
の
が
「
流
行
で
あ
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
そ

れ
以
前
に
は
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
と
考
え
る
批
評
史
が
存
在
し
た
は
ず
だ
。
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
作
品
の
レ
ズ
ビ
ア
ニ

ズ
ム
を
指
摘
し
た
の
は
F
・
O
・
マ
シ
セ
ン
だ
ろ
う
か
。
一
九
四
四
年
出
版
の
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

―
円
熟

期
』
に
お
い
て
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
「
オ
リ
ー
ヴ
・
チ
ャ
ン
セ
ラ
ー
の
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
・
タ
ラ
ン
ト
に
対
す
る
激

し
い
独
占
欲
の
研
究
」
に
し
よ
う
と
し
た
と
き
、「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
を
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
」（M

atthiessen 93

）
と
書
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
九
六

〇
年
代
に
オ
リ
ー
ヴ
を
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
批
評
家
は
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
批
評
史
を
た

ど
り
「
男
根
崇
拝
の
批
評
家
」
ば
か
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
フ
ェ
タ
リ
ー
の
言
葉
を
使
え
ば
（Fetterley 

101

）、
オ
リ
ー
ヴ
を
「
嫌
な
、
倒
錯
的
で
、
異
常
で
、
不
自
然
、
一
言
で
言
え
ば
邪
悪
と
定
義
づ
け
る
」（110

）
こ
と
を

狙
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
フ
ェ
タ
リ
ー
言
う
と
こ
ろ
の
「
男
根
崇
拝
の
批
評
家
」
に
と
っ
て
、
オ
リ
ー
ヴ
を
「
倒
錯

的
」
で
「
邪
悪
」
な
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
否
定
的
に
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
と
い
う
物
語
を
、
オ

リ
ー
ヴ
か
ら
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
救
う
バ
ジ
ル
の
話
と
読
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ェ
タ
リ
ー
は
一
方
で
、「『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
本
で
あ
る
」（117

）
と
定
義
づ
け
る
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が
、
そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
は
「
オ
リ
ー
ヴ
・
チ
ャ
ン
セ
ラ
ー
の
本
」（118

）
で
あ
る
と
い
う

見
方
だ
。
そ
う
い
っ
た
両
極
の
読
み
方
に
対
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
中
立
的
な
読
み
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
批
評
家
も

い
る
。
例
え
ば
ミ
リ
セ
ン
ト
・
ベ
ル
は
、「
こ
の
小
説
の
支
配
的
な
調
子
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル

と
い
う
よ
り
も
コ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
」（B

ell, M
eaning 140

）
と
読
む
。
ベ
ル
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』

で
は
「
奇
妙
に
、
過
度
と
も
言
え
る
ほ
ど
距
離
を
取
っ
て
い
る
」
が
、「
今
ま
で
以
上
に
自
分
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
る
」
か
ら
な
の
か
と
述
べ
、「
彼
が
故
意
に
距
離
を
取
っ
て
い
る
」
の
は
、「（
バ
ジ
ル
・
）
ラ
ン
サ
ム
か

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
と
論
じ
る
（B

ell, 

M
eaning 134

）。
こ
う
い
っ
た
読
み
方
の
違
い
が
生
じ
る
の
は
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
語
り
手
の
語
り
口
に
原
因
が

あ
り
そ
う
だ
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
イ
ジ
は
語
り
手
が
読
者
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
語
り
手
が
た
だ
話
を
し
て
い

る
だ
け
な
の
か
、
語
り
手
は
い
つ
真
実
を
話
す
の
か
」、
そ
の
点
が
読
者
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
欲
求
不
満
を
感

じ
さ
せ
る
語
り
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（Page 381

）。
松
下
千
雅
子
は
ペ
イ
ジ
の
議
論
を
ふ
ま
え
、「
こ
の
小
説
の

語
り
手
は
、
語
り
の
視
点
を
次
か
ら
次
へ
と
変
え
て
い
く
こ
と
で
読
者
を
た
く
み
に
あ
や
つ
ろ
う
と
」
し
、「
語
り
手
の

態
度
に
は
一
貫
性
が
な
く
、
登
場
人
物
た
ち
に
対
し
て
と
き
に
同
情
し
、
と
き
に
批
判
的
に
な
る
」（
松
下
96
）
と
述
べ

る
。
語
り
手
の
問
題
は
視
点
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
が
、
視
点
の
問
題
に
関
し
、
以
下
に
紹
介
す
る
佐
々
木
徹
の
議

論
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
と
て
も
興
味
深
く
思
え
る
。

佐
々
木
は
、
視
点
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
三
つ
の
異
な
る
意
味
が
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
る
。「
文
字
通
り
の
意
味
で



30

の
視
点
＝
だ
れ
そ
れ
の
視
覚
を
通
し
て
対
象
物
を
見
る
」
視
点
、「
比
喩
的
な
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
視
点
＝

あ
る
観
点
か
ら
も
の
を
考
え
る
」
視
点
、
そ
し
て
「
利
害
関
係（interest

）と
し
て
の
視
点
＝
だ
れ
そ
れ
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
る
」
視
点
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
佐
々
木
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
視
点
は
「
利
害
」
や
「
関
心
」（
と
も
に

“interest ”
で
表
さ
れ
る
）
と
い
う
言
葉
で
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
（
佐
々
木
7
）。
ペ
イ

ジ
が
「
欲
求
不
満
を
感
じ
さ
せ
る
語
り
」
を
立
証
し
よ
う
と
論
を
進
め
る
際
、
ま
ず
例
に
挙
げ
て
い
る
「
特
性

（peculiarity

）」
は
「
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
・
タ
ラ
ン
ト
の
思
考
の
不
在
」
で
あ
る
（Page 375

）。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
『
ボ
ス
ト
ニ

ア
ン
ズ
』
と
い
う
作
品
を
構
想
し
て
い
る
段
階
の
ノ
ー
ト
に
、「
ヒ
ロ
イ
ン
は
と
て
も
賢
く
て
『
才
能
の
あ
る
』
若
い
女

性
」
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
「
家
族
や
友
人
た
ち
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
は
生
ま
れ
つ
き
の
す
ば
ら
し
い
演
説
の
才
能
を
見

出
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
（E

del &
 Pow

ers 18

）。
発
表
さ
れ
た
作
品
に
お
い
て
、
ノ
ー
ト
の
記
述
が
当
て
は
ま
る

の
は
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
で
あ
る
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
作
品
を
構
想
し
て
い
た
と
前
提
す
れ
ば
、

ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
「
思
考
の
不
在
」
は
確
か
に
不
自
然
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
あ
く
ま
で
も
ヴ
ェ

リ
ー
ナ
が
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
心
を
描
か
な
い
の
は
お
か
し
い
と
、
ペ
イ
ジ
が
前

提
し
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
松
下
も
語
り
手
の
態
度
の
一
貫
性
の
な
さ
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
際

に
例
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、「
マ
ー
ミ
オ
ン
で
の
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
ラ
ン
サ
ム
の
最
後
の
会
話
と
い
う
重
要
な
場
面
を
描
か

な
い
」
語
り
手
で
あ
る
（
松
下
97
）。
つ
ま
り
松
下
も
こ
の
二
人
の
会
話
が
「
重
要
」
で
あ
る
と
い
う
価
値
判
断
に
基
づ

い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
そ
の
代
わ
り
に
語
り
手
が
何
を
す
る
か
と
い
え
ば
」、「
一
日
中
、
オ
リ
ー
ヴ

の
意
識
を
追
い
か
け
る
の
で
あ
る
」
と
松
下
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
視
点
」
が
「
利
害
」
や
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「
関
心
」
で
あ
る
と
前
提
す
れ
ば
、「
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
ラ
ン
サ
ム
の
最
後
の
会
話
と
い
う
重
要
な
場
面
」
を
描
か
な
い
の

は
、「
視
点
」
を
形
成
す
る
「
語
り
手
」
の
「
利
害
／
関
心
」
が
「
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
ラ
ン
サ
ム
」
の
関
係
に
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。
そ
の
場
合
に
、「
視
点
」
の
「
利
害
／
関
心
」
が
オ
リ
ー
ヴ
に

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
議
論
に
お
い
て
、「
レ
ズ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
り
、「
語
り
手
」
の
問
題
が
様
々
な
解
釈
の

可
能
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
語
り
手
の
立
場
を
も
う
一
度
整
理
し
な
お
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
ボ

ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
に
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
と
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
描
き
込
ん
で
い

る
可
能
性
を
、
こ
こ
か
ら
は
考
え
て
み
よ
う
。

語
り
手
の
位
置

先
ほ
ど
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
の
位
置
の
揺
れ
、
語
り
口
の
曖
昧
さ
が
作
品
の
弱
さ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
だ
が
逆
に
、
曖
昧
さ
を
肯
定
す
る
批
評
も
最
近
に
な
っ
て
現
れ
て
き
て
い
る
。
語
り
手
の
位
置
の
問
題
を
出
発
点

に
し
た
最
近
の
研
究
に
、
ア
ン
ナ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ゴ
ー
ズ
の
論
が
あ
る
。
揺
れ
る
語
り
手
の
背
後
に
、
結
婚
を
め
ぐ
る
、

性
に
関
わ
る
二
つ
の
文
化
の
対
立
を
読
む
試
み
だ
。
魅
力
的
な
議
論
だ
が
、
彼
女
が
言
う
よ
う
に
、
語
り
手
は
曖
昧
な

立
場
を
取
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
ジ
ャ
ゴ
ー
ズ
の
議
論
を
踏
み
台
に
し
て
、
語
り
手
の
位
置
を
再
確
認
す
る

作
業
を
し
て
み
よ
う
。
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「
バ
ジ
ル
の
勝
利
と
、
オ
リ
ー
ヴ
が
一
人
で
は
知
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
教
訓
を
苦
し
み
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
の
両

方
が
必
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
オ
リ
ー
ヴ
の
世
界
観
を
犠
牲
に
し
て
バ
ジ
ル
の
世
界
観
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
人
の
登
場
人
物
の
、
ど
ち
ら
が
小
説
の
物
語
上
の
共
感
を
得
て
い
る
の
か
は
、
読
者

に
も
批
評
家
に
も
不
確
か
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
き
た
」
と
ジ
ャ
ゴ
ー
ズ
は
述
べ
（Jagose 59

）、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
も
し

く
は
語
り
手
が
オ
リ
ー
ヴ
の
側
に
立
つ
の
か
バ
ジ
ル
の
側
に
立
つ
の
か
、
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

批
評
史
を
紹
介
し
、
バ
ジ
ル
の
側
に
立
つ
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ハ
ベ
ガ
ー
や
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ト
リ
リ
ン
グ
を
は
じ
め
六
名

の
批
評
家
を
列
挙
し
、
オ
リ
ー
ヴ
の
側
に
立
つ
批
評
家
と
し
て
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
フ
ェ
タ
リ
ー
を
筆
頭
に
、
レ
オ
ン
・
エ

デ
ル
や
リ
リ
ア
ン
・
フ
ェ
ダ
マ
ン
を
含
む
五
人
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
ジ
ャ
ゴ
ー
ズ
は
こ
の
論
争
を
紹
介
し
た
後
、

「
そ
れ
は
私
の
手
に
余
る
」、「
私
は
報
告
者
に
過
ぎ
な
い
」、「
私
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
語
り
手
の
表
現
を
列
挙

し
、
語
り
が
「
そ
れ
自
体
を
不
完
全
な
も
の
と
し
て
表
し
て
い
る
」（66

）
と
述
べ
、
語
り
手
の
問
題
に
一
旦
終
止
符
を

打
つ
。

登
場
人
物
の
名
前
を
考
え
て
み
る
と
、
オ
リ
ー
ヴ
と
バ
ジ
ル
と
い
う
の
は
確
か
に
ふ
ざ
け
た
命
名
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
も
、
二
人
が
「
最
初
に
、
強
烈
に
滑
稽
な
外
見
で
提
示
さ
れ
る
」
と
い
う
ベ
ル
の
指
摘
も
、
正
し
い
よ
う
に
思
え

な
く
は
な
い
（B

ell, M
eaning 141

）。
し
か
し
、
ジ
ャ
ゴ
ー
ズ
が
挙
げ
て
い
る
類
の
表
現
を
、
前
後
の
脈
絡
を
踏
ま
え
仔

細
に
検
討
す
る
と
、
ジ
ャ
ゴ
ー
ズ
が
言
う
よ
う
に
語
り
を
「
不
完
全
な
も
の
と
し
て
表
し
て
い
る
」
と
は
思
え
な
く
な

る
。
指
摘
さ
れ
た
表
現
が
バ
ジ
ル
と
オ
リ
ー
ヴ
の
両
方
に
用
い
ら
れ
る
の
は
確
か
だ
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
前
後
関
係

は
重
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
二
人
の
登
場
人
物
に
対
す
る
語
り
手
の
語
り
口
に
は
温
度
差
が
あ
る
よ
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う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
語
り
手
を
「
視
点
」
と
し
て
見
る
と
き
に
、
佐
々
木
の
注
目
す
る
「
利
害
／
関
心
」

を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
私
の
手
に
余
る
」、「
私
は
報
告
者
に
過
ぎ
な
い
」、「
私
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
表
現
が
バ
ジ
ル
に
関

し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
語
り
手
は
彼
か
ら
距
離
を
取
り
、
か
ら
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
二
つ
例
を
示

し
て
み
よ
う
。「
大
声
で
ど
な
る
女
た
ち
の
手
に
落
ち
て
し
ま
え
ば
、
文
明
は
危
機
的
状
況
に
な
る
」（Jam

es, B
ostonians 

45

）
と
バ
ジ
ル
が
確
信
す
る
と
き
、
語
り
手
が
顔
を
出
し
「
私
は
報
告
者
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
う
。
語
り
手
は
バ
ジ
ル

の
確
信
は
あ
く
ま
で
バ
ジ
ル
の
も
の
で
あ
る
と
突
き
放
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
「
奇
妙
に
空
虚
な
性
格
」（56

）
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
彼
女
の
行
動
の
解
釈
に
対
し
、「
バ
ジ
ル
が
気
づ
い
て
い
た
か
ど
う
か
、
私
は
知
ら
な
い
」
と
語

り
手
は
口
を
は
さ
む
。
バ
ジ
ル
は
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
「
可
愛
く
」「
無
邪
気
」
で
あ
れ
ば
満
足
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
考

え
よ
う
と
も
し
な
い
男
と
い
う
価
値
判
断
を
語
り
手
は
持
ち
込
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
バ
ジ
ル
の
代
弁
者

で
あ
る
こ
と
を
語
り
手
は
拒
否
す
る
か
の
よ
う
だ
。

バ
ジ
ル
が
ボ
ス
ト
ン
に
オ
リ
ー
ヴ
を
訪
ね
、
初
め
て
彼
女
を
見
た
と
き
、「
こ
の
青
白
い
顔
の
少
女
は
、
目
は
淡
い

緑
、
目
立
つ
顔
立
ち
、
神
経
質
な
態
度
だ
っ
た
が
、
明
ら
か
に
病
的
だ
っ
た
。
彼
女
が
病
的
な
の
は
火
を
見
る
よ
り
も

明
ら
か
だ
っ
た
」（10

）
と
語
ら
れ
る
。「
哀
れ
な
ラ
ン
サ
ム
は
こ
の
事
実
を
ま
る
で
偉
大
な
発
見
を
し
た
か
の
よ
う
に
自

分
に
言
い
聞
か
せ
た
」
と
あ
り
、
オ
リ
ー
ヴ
が
「
病
的
」
で
あ
る
と
す
る
観
察
が
バ
ジ
ル
の
も
の
で
あ
る
と
確
認
さ
れ

る
。
そ
れ
に
続
け
て
、「
ど
う
し
て
オ
リ
ー
ヴ
は
病
的
な
の
か
、
な
ぜ
彼
女
の
病
的
さ
は
典
型
的
な
の
か
」（10

）
と
い
う

疑
問
が
提
示
さ
れ
、「
そ
の
秘
密
を
説
明
で
き
る
だ
け
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ラ
ン
サ
ム
は
さ
ぞ
得
意
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が
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」（10

）
と
語
り
手
は
コ
メ
ン
ト
を
差
し
挟
む
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
も
同
様
に
、
語
り
手
は
バ
ジ
ル
か

ら
距
離
を
取
り
た
が
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
オ
リ
ー
ヴ
を
「
病
的
」
で
あ
る
と
思
い
、

大
発
見
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
バ
ジ
ル
を
、
バ
ジ
ル
自
身
が
気
取
っ
て
使
う
「
ポ
イ
オ
テ
ィ
ア
人
風（
お
ろ
か
な
）」（6

）

と
い
う
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
、
語
り
手
は
茶
化
し
て
い
る
の
だ
か
ら
（10

）。

で
は
オ
リ
ー
ヴ
に
対
し
て
同
様
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ジ
ャ
ゴ
ー
ズ
が
挙
げ
て
い
る
、
オ

リ
ー
ヴ
に
関
す
る
も
の
を
見
る
こ
と
で
、
二
人
の
登
場
人
物
に
対
し
、
本
当
に
同
じ
よ
う
に
茶
化
し
た
距
離
を
取
っ
て

い
る
か
ど
う
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
第
三
部
で
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
バ
ジ
ル
の
誘
い
に
乗
り
、
二
人
は
逢
い
引
き
す
る
。
ヴ
ェ

リ
ー
ナ
が
い
な
い
間
、
オ
リ
ー
ヴ
は
一
人
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
こ
と
を
思
っ
て
悶
々
と
す
る
。
そ
の
場
面
で
語
り
手
は
次
の

よ
う
に
語
り
か
け
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
救
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
ら
ず
、
真
実
の
曙
光
に
照
ら
さ
れ
て
真
実
を
十
分
に
吸
収
し
、
そ

れ
に
よ
り
活
力
を
得
た
ふ
り
を
し
て
お
き
な
が
ら
真
実
を
拒
絶
す
る
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
救
う
た
め
に
、
自
分

の
生
活
を
あ
き
ら
め
る
べ
き
な
の
か
と
彼
女
は
自
問
し
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
に
立
ち
入
る
気
は
私
に
は
な
い
し
、

色
々
と
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
関
心
も
な
い
。（365–66
）

語
り
手
は
こ
の
引
用
に
続
け
て
、
努
力
し
て
も
「
そ
の
宿
命
的
な
午
後
ほ
ど
報
わ
れ
な
い
」
と
オ
リ
ー
ヴ
に
思
え
た
こ

と
は
な
か
っ
た
と
付
け
足
し
て
お
り
、「
関
心
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
語
り
手
が
距
離
を
取
る
た
め
の
一
種
の
ポ
ー
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ズ
に
過
ぎ
な
い
と
思
え
て
く
る
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
バ
ジ
ル
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
語
り
手
の
態
度
の
違
い
は
明
ら
か

だ
ろ
う
。

語
り
手
は
と
き
に
オ
リ
ー
ヴ
の
知
り
合
い
か
と
思
え
る
発
言
を
す
る
。
同
様
の
発
言
は
、
バ
ジ
ル
に
関
し
て
は
見
当

た
ら
な
い
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
両
親
と
オ
リ
ー
ヴ
の
会
見
の
内
容
に
関
し
、
そ
の
内
容
の
中
で
「
目
立
つ
も
の
に
言
及
す

る
以
上
の
こ
と
を
す
る
の
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」（147

）
と
語
り
手
は
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
関
心
を
示
す
バ

リ
ッ
ジ
氏
の
説
明
で
は
、「
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
オ
リ
ー
ヴ
に
報
告
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
ど
の
よ
う
に
話
し
た
ら
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
」（152

）
と
語
り
手
は
述
べ
る
。
情
報
源
が
オ
リ
ー
ヴ
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
発
言

は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
語
り
手
が
オ
リ
ー
ヴ
は
「
と
き
に
悲
劇
的
な
ほ
ど
内
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
」

（9

）
と
紹
介
す
る
と
き
、「
い
ず
れ
読
者
に
は
秘
密
の
情
報
を
伝
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。「
秘
密
の
情
報
」

の
情
報
源
は
オ
リ
ー
ヴ
だ
が
、
そ
れ
は
「
秘
密
」
だ
。
そ
の
こ
と
を
語
り
手
が
語
る
こ
と
を
、
作
者
は
許
さ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
語
り
手
は
オ
リ
ー
ヴ
を
曖
昧
に
し
か
表
現
で
き
な
い
。
一
方
で
バ
ジ
ル
は
オ
リ
ー
ヴ
を
彼
の
言
葉
で
表
現

し
よ
う
と
す
る
。
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
バ
ジ
ル
は
オ
リ
ー
ヴ
を
「
病
的
」
と
見
な
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
バ
ジ

ル
の
語
る
オ
リ
ー
ヴ
に
、
語
り
手
は
裏
書
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
読
者
に
見
え
る
オ
リ
ー
ヴ
は
バ
ジ
ル
の
語

る
オ
リ
ー
ヴ
に
過
ぎ
ず
、
語
り
手
が
語
ら
な
い
オ
リ
ー
ヴ
が
い
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

作
品
冒
頭
、
語
り
手
は
バ
ジ
ル
を
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

こ
の
や
せ
て
い
て
、
青
白
く
血
色
が
悪
く
、
み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
の
印
象
的
な
若
者
は
、
形
の
良
い
頭
、
動
き
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の
な
い
肩
、
晴
れ
や
か
で
不
機
嫌
、
冷
静
で
熱
狂
的
な
表
情
を
し
て
お
り
、
田
舎
っ
ぽ
い
が
品
の
良
い
外
見
を
持

ち
、
男
性
の
代
表
と
し
て
、
私
の
物
語
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
あ
る
程
度
、
私
が
説
明
す
る
責

任
を
負
っ
て
い
る
出
来
事
に
お
い
て
、
彼
は
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。（4

）

「
私
の
物
語
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
人
物
」（4

）
と
定
義
す
る
際
、「
私
が
説
明
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
出
来
事
に

お
い
て
、
彼
は
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」（4

）
と
補
足
す
る
。
バ
ジ
ル
は
確
か
に
重
要
な
人
物
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
物
語
の
出
来
事
を
動
か
す
役
割
に
お
い
て
な
の
だ
。
物
語
の
動
き
の
節
目
節
目
に
バ
ジ
ル
が

登
場
し
て
い
る
こ
と
が
、
作
品
の
ア
ク
シ
ョ
ン
に
注
目
す
れ
ば
見
え
て
く
る
。

物
語
は
バ
ジ
ル
が
ボ
ス
ト
ン
に
来
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
次
に
オ
リ
ー
ヴ
と
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
関
係
を
確
立
し
か
け

た
こ
ろ
、
バ
ジ
ル
は
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
近
づ
き
、
オ
リ
ー
ヴ
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
な
る
。
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
ヴ
ェ
リ
ー

ナ
を
「
所
有
す
る
」
目
的
で
マ
ー
ミ
オ
ン
に
来
て
、
往
年
の
活
動
家
、
ミ
ス
・
バ
ー
ズ
ア
イ
の
保
養
の
た
め
に
、
ミ
ス
・

バ
ー
ズ
ア
イ
と
同
居
人
の
ド
ク
タ
ー
・
プ
ラ
ン
ス
も
含
め
女
性
四
名
で
生
活
し
て
い
る
空
間
か
ら
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
連
れ

出
し
逢
い
引
き
す
る
。
作
品
の
最
後
で
は
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
講
演
を
阻
止
し
、
オ
リ
ー
ヴ
か
ら
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
奪
い
去
る
。

バ
ジ
ル
が
現
れ
る
た
び
に
物
語
の
動
き
が
加
速
さ
れ
、
オ
リ
ー
ヴ
を
「
悲
劇
」
へ
と
追
い
や
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
彼
の

役
回
り
で
あ
る
。
ア
ク
シ
ョ
ン
に
注
目
す
れ
ば
バ
ジ
ル
は
確
か
に
主
人
公
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
行

動
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
く
の
は
オ
リ
ー
ヴ
の
心
理
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
可
能
だ
。
バ
ジ
ル
と
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
マ
ー

ミ
オ
ン
で
逢
い
引
き
す
る
場
面
で
、
語
り
手
が
オ
リ
ー
ヴ
に
寄
り
添
う
の
は
、
結
果
と
し
て
語
り
手
が
そ
の
場
面
で
描
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き
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
作
品
の
視
点
で
あ
る
語
り
手
に
と
っ
て
「
利
害
／
関
心
」
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

オ
リ
ー
ヴ
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
構
想
を
出
版
社
に
宛
て
た
手
紙
で
説
明
し
、
そ
れ
を
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め

て
い
る
と
紹
介
し
た
。
そ
の
中
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
描
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
「
社
会
状
況
に
特
徴

的
な
話
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
女
性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、（
女
）
性
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
衰
え
、
女
性
の
た
め
の

活
動
」
で
あ
る
。「
女
性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
」
と
は
、
当
時
の
「
女
性
の
運
動
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指

摘
し
た
。「
私
は
き
わ
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
話
を
書
き
た
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
先
ほ
ど
の
引
用
と
同
じ
手
紙

の
冒
頭
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
作
品
の
舞
台
や
登
場
人
物
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
話
の
舞
台
は
ボ
ス
ト
ン
と
そ
の
近
郊
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
女
性
の
運
動
」
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら

れ
る
。
登
場
す
る
人
物
の
大
部
分
は
急
進
的
で
改
革
を
目
指
す
タ
イ
プ
の
人
び
と
で
あ
り
、
女
性
の
解
放
や
参
政

権
の
獲
得
、
隷
属
状
態
か
ら
の
解
放
、
男
女
の
共
学
と
い
っ
た
こ
と
に
特
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
は

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
当
時
の
最
重
要
課
題
と
見
な
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
緊
急
で
あ
り
、
神
聖
な
改
革
と
見
な
し

て
い
る
の
だ
。（E

del &
 Pow

ers 18

）
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引
用
の
記
述
に
従
え
ば
、「
女
性
の
運
動
」
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
は
、「
参
政
権
」、「
隷
属
状
態

か
ら
の
解
放
」、「
共
学
」
と
な
る
。
婦
人
参
政
権
運
動
が
公
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
四
八
年
の
セ
ネ

カ
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
で
の
女
性
の
権
利
大
会
に
遡
る
が
、
女
性
権
運
動
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
の
は
南
北
戦
争
後
の
こ

と
で
あ
る
。
以
前
の
社
会
秩
序
が
揺
ら
ぎ
、
黒
人
が
解
放
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
次
は
女
性
の
番
だ
と
い
う
わ
け
だ（Flexner 

392

）。
女
性
権
運
動
の
な
か
で
も
、
女
性
参
政
権
運
動
を
引
っ
張
っ
た
の
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ケ
イ
デ
ィ
・
ス
タ
ン
ト
ン

と
ス
ー
ザ
ン
・
B
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
だ
ろ
う
。
一
八
六
九
年
に
、
ス
タ
ン
ト
ン
と
ア
ン
ソ
ニ
ー
が
主
導
す
る
全
米
女
性
参

政
権
協
会
（T

he N
ational W

om
an ’s Suffrage A

ssociation

）
と
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ォ
ー
ド
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
と
ル
ー

シ
ー
・
ス
ト
ー
ン
が
率
い
る
ア
メ
リ
カ
女
性
参
政
権
協
会
（T

he A
m

erican W
om

an ’s Suffrage A
ssociation

）
が
と

も
に
の
ろ
し
を
あ
げ
、
婦
人
参
政
権
運
動
を
も
り
た
て
た
。
七
人
の
子
ど
も
と
病
弱
な
夫
を
抱
え
た
ス
タ
ン
ト
ン
が
独

身
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
と
出
会
っ
て
以
来
、
二
人
は
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
五
十
年
間
も
女
性
の
権
利
の
た
め
に
邁
進
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
一
八
六
二
年
、
ス
タ
ン
ト
ン
一
家
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
居
を
構
え
て
以
降
、
二
人
の
活
動
は
女
性
の
市

民
権
確
立
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
婦
人
参
政
権
運
動
、
衣
服
改
革
、
男
女
雇
用
均
等
、
女
性
の
財
産

権
、
賃
金
平
等
、
離
婚
お
よ
び
養
育
に
関
す
る
法
の
改
革
、
共
学
、
宗
教
改
革
な
ど
で
あ
っ
た（“W

om
en ’s R

ights ” N
.p.

）。

ル
ー
シ
ー
・
ス
ト
ー
ン
は
一
八
五
七
年
に
結
婚
し
た
後
、
夫
婦
は
「
夫
の
妻
に
対
す
る
法
的
支
配
を
拒
絶
し
た
」（E

vans 

103

）。
さ
き
に
ス
ミ
ス
＝

ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
に
よ
る
「
新
し
い
女
」
の
定
義
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
サ
ラ
・
M
・
エ
ヴ
ァ

ン
ズ
に
な
ら
っ
て
特
徴
を
列
挙
す
れ
ば
、
大
学
教
育
、
経
済
的
自
立
、
未
婚
、
社
会
参
加
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
（E

vans 147–51

）。
上
記
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
女
性
の
運
動
」
は
、
婦
人
参
政
権
運
動
が
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高
ま
り
を
見
せ
た
一
八
六
〇
年
代
か
ら
一
八
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
女
性
の
状
況
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
に
お
い
て
女
性
権
運
動
を
象
徴
す
る
人
物
は
ミ
ス
・
バ
ー
ズ
ア
イ
で
あ
る
。
以
前
に
も
触
れ
た

が
、
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
ミ
ス
・
バ
ー
ズ
ア
イ
に
対
す
る
語
り
手
の
態
度
は
嘲
笑

的
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
ミ
ス
・
バ
ー
ズ
ア
イ
を
尊
敬
し
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
運
動
に
関
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
オ

リ
ー
ヴ
も
、
女
性
の
運
動
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
疑
い
を
持
た
せ
る
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
。
女

性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
言
い
表
す
際
の
オ
リ
ー
ヴ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
苦
し
み（suffering

）」
な
の
だ
が
、「
彼
女

の
も
っ
と
も
激
し
い
苦
し
み
は
、
彼
女
の
趣
味
に
対
す
る
侮
辱
に
由
来
す
る
」（26

）
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
オ
リ
ー
ヴ

に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
「
彼
女
の
趣
味
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
オ
リ
ー
ヴ
は
、「
自
分
が
関
心
を
も
つ
運
動

が
、
自
分
の
好
き
な
人
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
た
な
ら
ど
ん
な
に
幸
せ
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
」（100

）
と
思
っ
た
と
あ
る
よ

う
に
、
運
動
自
体
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
う
な
る
と
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
は
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

に
関
す
る
本
」
と
考
え
る
フ
ェ
タ
リ
ー
の
よ
う
な
批
評
も
あ
る
が
（117

）、
少
な
く
と
も
登
場
人
物
を
見
る
限
り
、
当
時

の
女
性
の
運
動
を
支
援
す
る
態
度
を
語
り
が
支
持
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
「
女
性
の
置
か
れ
て
い

る
状
況
、（
女
）
性
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
衰
え
、
女
性
の
た
め
の
活
動
」
で
挙
げ
た
「
女
性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
」

が
当
時
の
「
女
性
の
運
動
」
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
が
、
ま
ず
最
初
に
挙
げ
た
女
性
の
運
動
に

は
ほ
と
ん
ど
好
意
的
で
は
な
い
」（V

an L
eer 94

）
と
い
う
指
摘
も
正
し
く
思
え
る2
＊

。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
オ
リ
ー

ヴ
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
は
明
ら
か
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
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オ
リ
ー
ヴ
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
女
性
登
場
人
物
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」

に
言
及
す
る
と
き
の
語
り
口
と
比
べ
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
は
オ
リ
ー
ヴ
の
愛
情
が
引
き
起
こ
す
可
能

性
の
あ
る
「
恐
怖
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
と
は
ま
だ
無
縁
だ
っ
た
（73

）
と
あ
る
。
ミ
ス
・
バ
ー
ズ
ア
イ
の
場
合
、「
そ

れ
ほ
ど
個
人
的
な
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
非
常
に
怪
し
か
っ
た
」（25

）
と
あ
り
、
彼
女
の

同
居
人
で
あ
り
、「
ボ
ス
ト
ン
・
マ
リ
ッ
ジ
」
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
ド
ク
タ
ー
・
プ
ラ
ン
ス
に
つ
い

て
は3
＊

、「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
な
面
を
発
達
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
」（38

）
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
オ
リ
ー
ヴ
の
「
セ
ン

テ
ィ
メ
ン
ト
」
に
関
し
て
は
ど
う
や
ら
事
情
が
違
う
よ
う
だ
。

ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
対
す
る
愛
情
が
描
か
れ
る
と
き
、「
ミ
ス
・（
オ
リ
ー
ヴ
・
）
チ
ャ
ン
セ
ラ
ー
の
高
揚
し
た
顔
に
は
輝

き
が
あ
り
、
彼
女
の
場
合
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
が
そ
の
対
象
を
食
い
つ
く
し
、
本
人
を
も
食
い
つ
く
す
が
、
そ
れ
自
体
を

食
い
つ
く
す
こ
と
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
」（73

）
と
あ
る
。
た
と
え
そ
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
持
ち
主
や
セ
ン

テ
ィ
メ
ン
ト
が
向
け
ら
れ
る
対
象
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
オ
リ
ー
ヴ
に
芽
生
え
た
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
自
体
は
消
え

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヴ
ァ
ン
・
リ
ア
に
な
ら
っ
て
、
オ
リ
ー
ヴ
が
「
こ
の
小

説
の
感
情
の（em

otional

）中
心
」（100

）と
考
え
る
方
が
よ
い
。
オ
リ
ー
ヴ
と
バ
ジ
ル
に
対
す
る
際
の
語
り
手
の
語
り
、

視
点
は
均
等
に
注
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
大
声
で
ど
な
る
女
た
ち
の
手
に
落

ち
て
し
ま
え
ば
、
文
明
は
危
機
的
状
況
に
な
る
」（45

）
と
バ
ジ
ル
が
確
信
す
る
と
き
、
語
り
手
は
「
私
は
彼
の
怒
り
の

決
ま
り
文
句
の
報
告
者
に
過
ぎ
な
い
」（45

）
と
言
う
。
バ
ジ
ル
の
「
怒
り
」
と
い
う
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
に
関
し
て

は
、
作
者
は
「
報
告
者
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
距
離
を
取
り
、
語
り
手
は
バ
ジ
ル
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
を
共
有
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し
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
バ
ジ
ル
と
逢
い
引
き
し
て
い
る
間
、
オ
リ
ー
ヴ
の
心

の
中
で
生
起
す
る
「
こ
の
謎
に
立
ち
入
る
気
は
私
に
は
な
い
し
、
色
々
と
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
関
心
も
な
い
」（365

）

と
語
り
手
は
言
い
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
そ
の
宿
命
的
な
午
後
ほ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
努
力
が
無
駄
で
報
わ
れ

な
い
と
彼
女
に
思
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
」（366

）と
語
る
。「
関

心
が
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
も
オ
リ
ー
ヴ
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
に
は
立
ち
入
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
い
る
の
だ
。

そ
う
な
る
と
、「
こ
の
小
説
の
感
情
の
中
心
」
を
隠
し
、
し
か
し
隠
す
こ
と
で
実
は
強
調
す
る
こ
と
が
、
一
見
韜
晦
し
、

一
貫
性
が
無
い
よ
う
に
見
え
る
語
り
手
の
役
回
り
な
の
だ
ろ
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
出
版
社
宛
の
手
紙
に
「
女
性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、（
女
）
性
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
衰
え
、
女
性

の
た
め
の
活
動
」
と
記
し
た
が
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
リ
ー
ヴ
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
は
他
の
人
物
に
対
比
し
て

著
し
く
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
衰
え
」
に
関
し
、
オ
リ
ー
ヴ
が
ヴ
ェ
リ
ー

ナ
に
対
し
て
抱
く
愛
情
は
例
外
と
な
る
ら
し
い
。
い
や
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
向
け
ら
れ
た
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
は
終
わ

り
を
迎
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
オ
リ
ー
ヴ
が
抱
く
類
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
は
不
滅
な
の
で
あ
る
。
オ
リ
ー
ヴ
自

身
を
も
食
い
つ
く
す
が
、
そ
れ
自
体
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
と
は
、
少
な
く
と
も
作
品
の
語
り

の
時
点
で
は
、
オ
リ
ー
ヴ
が
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
対
し
て
抱
く
感
情
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
時
の
「
ア
メ
リ
カ
の
社
会
」

で
は
内
に
秘
め
、
自
ら
抑
圧
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
こ
そ
生
じ
る
激
し
い
感
情
で
は
な
い
か
。

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
は
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
「
所
有
」
を
め
ぐ
る
オ
リ
ー
ヴ
と
バ
ジ
ル
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
を
描
き
出

す
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
初
め
て
オ
リ
ー
ヴ
宅
を
訪
れ
た
と
き
、
オ
リ
ー
ヴ
は
「
す
ば
や
く
彼
女
の
す
べ
て
を
眺
め
回
し
、
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所
有
し
た
」（71

）。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
る
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
訪
れ
た
バ
ジ
ル
は
オ
リ
ー
ヴ
を
「
追
い
払
い
」、「
ヴ
ェ
リ
ー

ナ
を
所
有
し
た
か
っ
た
」（286

）。
オ
リ
ー
ヴ
と
バ
ジ
ル
の
二
人
は
と
も
に
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
「
所
有
」
し
よ
う
と
す
る
。

語
り
手
は
マ
ー
ミ
オ
ン
で
逢
い
引
き
す
る
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
バ
ジ
ル
を
「
女
中
」
と
「
女
中
の
情
人
」
に
喩
え
て
お
り

（342

）、
二
人
の
関
係
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
オ
リ
ー
ヴ
の
ヴ
ェ

リ
ー
ナ
を
思
う
気
持
ち
に
も
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
含
ま
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望

を
抱
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
こ
う
や
っ
て
何
一
つ
逃
さ
ず
に
素
早
く
観
察
し
、
オ
リ
ー
ヴ
は
彼
女
（
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
）
を
所
有
し
た
」（71

）
と
語
り

手
が
語
る
と
き
、
オ
リ
ー
ヴ
は
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
、「
あ
な
た
を
知
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
（71

）。
こ
の
オ
リ
ー
ヴ
の

「
知
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
語
り
手
は
早
い
段
階
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

彼
女
は
ず
っ
と
民
衆
の
間
で
の
あ
の
ロ
マ
ン
ス
と
い
う
も
の
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。
彼
女
は
と
て
も
貧
し
い
少

女
を
親
密
に
知
り
た
い
（know

 intim
ately

）
と
い
う
計
り
知
れ
な
い
欲
望
を
抱
い
て
い
た
。（31

）

「
親
密
に
知
る
」
こ
と
が
「
ロ
マ
ン
ス
」
と
並
置
さ
れ
て
い
る
。「
親
密
（intim

acy

）」、
お
よ
び
形
容
詞
の
「
親
密
な

（intim
ate

）」
は
O
E
D
に
も
定
義
が
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
に
は
性
行
為
の
婉
曲
表
現
と
し
て
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
聖
書
で
ソ
ド
ム
の
物
語
が
語
ら
れ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、「
知
る
」
と
い
う
言
葉
は

「
性
的
関
係
を
持
つ
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
オ
リ
ー
ヴ
が
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
親
し
く
な
り
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「
知
り
た
い
」（71

）
と
言
う
と
き
、
そ
の
感
情
、「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
認
め
る
こ
と
は
可

能
だ
。

ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
他
の
娘
と
は
異
な
る
た
め
、「
ク
イ
ア
な
ジ
プ
シ
ー
ラ
ン
ド
か
超
越
的
な
ボ
ヘ
ミ
ア
」
か
ら
来
た
よ
う

に
思
え
、
そ
れ
ゆ
え
「
民
衆
」
に
、
そ
し
て
「
あ
の
神
秘
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
的
薄
暗
が
り
」
に
属
す
る
よ
う

に
思
え
た
と
語
り
手
は
語
る
。
ま
る
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
句
の
よ
う
だ
。
イ
ー
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ン
が
伝
え
る
よ

う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
を
好
ん
で
い
た
（W

harton 186

）。
ジ
ョ
ン
・
R
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
が
論
じ

る
よ
う
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
「
友
愛
／
同
志
の
絆
」
を
肯
定
し
て
い
た
な
ら
ば
（B

radley 23

）、
オ
リ
ー

ヴ
が
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
抱
く
感
情
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
見
出
す
の
は
自
然
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
オ
リ
ー
ヴ
の

「
利
益
／
関
心
」
を
代
弁
し
、
オ
リ
ー
ヴ
の
抱
く
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
を
説
明
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
女
性
同
士
の
愛

情
関
係
が
友
情
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、「
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
し
て
の
性
的
異
常
」（Sm

ith-R
osenberg 266

）

へ
と
移
り
ゆ
く
時
代
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
語
り
手
を
操
作
し
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
な
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
情
を
オ

リ
ー
ヴ
の
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
」
に
滑
り
込
ま
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
め
ぐ
り
、
オ
リ
ー
ヴ
と
バ
ジ
ル
が
形
成
す
る
三
角
形
で
、
オ
リ
ー
ヴ
と
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
、
バ
ジ
ル
と
ヴ
ェ

リ
ー
ナ
の
二
辺
が
対
称
的
で
あ
る
側
面
と
、
非
対
称
な
側
面
が
あ
り
、
そ
の
点
が
巧
妙
に
操
作
さ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど

論
じ
た
よ
う
に
、
オ
リ
ー
ヴ
に
も
性
的
な
欲
望
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
の
対
称
に
よ
り
暗
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
結

婚
」
が
持
ち
込
ま
れ
る
段
階
で
、
こ
の
二
辺
は
非
対
称
と
な
る
。
性
的
欲
望
が
暗
示
さ
れ
る
点
で
は
共
通
だ
が
、
そ
れ

が
「
公
に
」
前
提
さ
れ
る
関
係
と
、
前
提
さ
れ
な
い
関
係
と
い
う
非
対
称
な
二
辺
と
な
る
。
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オ
リ
ー
ヴ
は
も
と
も
と
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
。
神
と
の
聖
な
る
結
婚
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
大
義
に
殉
ず
る
覚
悟
を
し
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
も
同
じ
覚
悟
を
求
め
る
。
し
か
し
、
バ
ジ
ル
が
最
終
的
に
用

い
る
武
器
は
、
結
婚
で
あ
る
。
性
、
す
な
わ
ち
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
、
公
然
と
二
人
の
関
係
に
持
ち
込
め
る
か
否

か
が
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
め
ぐ
る
二
人
の
勝
敗
を
分
け
る
鍵
と
な
る
。
対
称
と
非
対
称
は
同
時
に
存
在
し
、
作
者
に
よ
り

操
作
さ
れ
て
い
る
。「
救
出
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
れ
ば
、
操
作
の
一
面
が
見
え
て
く
る
。
オ
リ
ー
ヴ
は
ヴ
ェ
リ
ー
ナ

を
両
親
か
ら
「
救
出
」
し
て
「
魂
の
結
婚
」
を
す
る
。
バ
ジ
ル
は
オ
リ
ー
ヴ
と
の
関
係
か
ら
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
「
救
出
」

し
、「
結
婚
」
し
よ
う
と
す
る
。
単
純
に
二
辺
と
見
え
た
関
係
は
、
実
は
二
つ
の
三
角
形
の
連
鎖
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
。

「『
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
』
の
著
者
」
と
の
関
係

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
執
筆
に
取
り
掛
か
る
直
前
の
一
八
八
四
年
三
月
、「『
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
』
の

著
者
」
と
い
う
短
編
を
仕
上
げ
て
い
る
。
レ
オ
ン
・
エ
デ
ル
に
よ
れ
ば
こ
の
作
品
は
、「
こ
の
上
な
く
美
し
い
息
子
を
身

も
心
も
所
有
し
よ
う
と
妻
と
争
う
」（E

del, H
enry Jam

es 313

）
作
家
マ
ー
ク
・
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
の
話
だ
。
し
か
し
息
子

の
「
所
有
」
を
め
ぐ
る
ラ
イ
バ
ル
関
係
を
加
速
す
る
、
語
り
手
「
私
」
と
作
家
の
、
も
う
一
つ
の
関
係
が
介
在
す
る
の

は
な
ぜ
な
の
か
と
疑
問
が
わ
く
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ノ
ー
ト
に
、
こ
の
作
品
は
エ
ド
マ
ン
ド
・
ゴ
ス
か
ら
聞
い
た
ジ
ョ
ン
・

ア
デ
ィ
ン
ト
ン
・
シ
モ
ン
ズ
夫
妻
の
話
に
基
づ
く
と
記
し
て
い
る（E

del &
 Pow

ers 25

）。
詳
し
い
議
論
は
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
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ら
を
参
照
頂
く
と
し
て
（B

radley 75–89; Stevens 91–92

）、
一
八
八
三
年
に
『
ギ
リ
シ
ャ
の
倫
理
に
お
け
る
問
題
』
を

私
家
版
で
は
あ
る
が
出
版
し
た
シ
モ
ン
ズ
は
、
自
分
が
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
を
ゴ
ス
に
打
ち
明
け
て
い
た
。
そ
し
て

同
じ
く
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
ゴ
ス
か
ら
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
情
報
を
入
手
し
た
の
だ
。
そ
れ
を
前
提
に
読
め
ば
、
作
品
の
本

当
の
世
界
が
開
け
て
く
る
。

作
家
マ
ー
ク
は
自
分
の
書
い
た
作
品
を
子
ど
も
に
読
ま
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
妻
ベ
ア
ト
リ
ス
は
夫
の
書
い
た

も
の
が
「
不
道
徳
」
で
あ
り
、
夫
の
影
響
を
「
有
害
」
と
思
い
、
子
ど
も
を
そ
の
影
響
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
。
一
方
で

夫
は
、
子
ど
も
を
医
者
に
見
せ
な
い
妻
か
ら
子
ど
も
を
守
ろ
う
と
し
て
争
う
。「
所
有
」
を
め
ぐ
る
争
い
は
、「
救
出
」

を
め
ぐ
る
争
い
で
も
あ
る
。
作
家
を
尊
敬
し
、
作
家
の
作
品
を
崇
め
る
語
り
手
の
「
私
」
は
、
作
家
の
「
手
が
肩
に
置

か
れ
た
」
と
き
、「
幸
せ
で
興
奮
し
、
我
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」（306

）。「
私
」
と
作
家
の
間
に
は
初
対
面
と
は
思
え
な

い
親
密
な
共
感
関
係
が
存
在
す
る
。
そ
の
共
感
関
係
が
妻
を
媒
介
に
し
、
結
果
的
に
子
ど
も
の
死
を
加
速
す
る
。

二
つ
の
三
角
形
を
用
い
る
構
図
は
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
と
共
通
す
る
。
違
う
の
は
、「
無
垢
な
」
存
在
を
同
性
愛

か
ら
守
る
人
物
が
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
は
「
母
」
か
ら
結
婚
を
申
し
込
む
男
に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、「
私

は
す
ぐ
に
マ
ー
ク
・
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
の
側
の
視
点
を
自
分
の
も
の
と
し
た
」
と
い
う
「
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
」
の
語
り
手

「
私
」
の
不
在
だ
。
変
更
に
よ
っ
て
、「
共
感
関
係
」
に
潜
む
同
性
愛
の
暗
示
が
隠
蔽
さ
れ
、
同
性
愛
は
女
性
同
士
の
関

係
に
変
わ
り
、
母
を
男
に
変
え
る
こ
と
で
異
性
愛
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

作
品
の
最
後
、
今
ま
で
は
夫
の
ど
の
作
品
も
読
む
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
妻
が
、『
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
』
す
ら
も
読
も

う
と
し
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
作
品
の
最
後
か
ら
、
次
の
よ
う
な
暗
示
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ
。
息
子
を
守
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ろ
う
と
す
る
過
度
の
防
衛
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
息
子
を
死
へ
と
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。
自
分
の
そ
の
愚
か
さ
を
、
妻
は

死
の
直
前
に
か
み
し
め
て
い
る
と
。
夫
が
築
こ
う
と
し
て
い
る
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
子
ど

も
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
の
気
づ
き
は
、
自
分
の
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
が
息
子
を
死
に
追
い
や
っ

た
こ
と
へ
の
後
悔
と
も
取
れ
る
。
作
品
が
こ
の
解
釈
を
可
能
に
し
て
い
る
以
上
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
肯
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
ラ
ス
ト
で
、
結
婚
す
る
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
不
幸
が
暗
示

さ
れ
る
一
方
、「
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
失
っ
て
、
オ
リ
ー
ヴ
は
自
分
の
声
を
獲
得
し
、
自
分
の
使
命
を
果
た
す
」
と
い
う
力
強

い
見
解
も
あ
る
（Show

alter 30

）。
バ
ジ
ル
が
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
の
妻
の
よ
う
に
後
悔
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
し
て

も
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
語
り
手
の
設
定
に
、「『
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
』
の
著
者
」
で
「
作
家
」
の
著
作
を
認
め
る
妻

の
姿
を
作
品
の
最
後
に
置
い
た
の
と
同
様
の
意
図
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
執
筆
直
前
の
時
期
に
グ
レ
ー
ス
・
ノ
ー
ト
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
妹
ア
リ
ス
の
キ
ャ
サ
リ

ン
・
ロ
ア
リ
ン
グ
に
対
す
る
恋
愛
感
情
を
「
完
全
に
理
解
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
彼
自
身
、「
結
婚
す
る
気
な
ど
あ
り
ま

せ
ん
、
そ
れ
は
厳
然
た
る
事
実
で
す
。
独
身
こ
そ
私
に
考
え
う
る
存
在
そ
の
も
の
」（E

del, H
enry Jam

es L
etters 52–54

）

と
書
く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。「
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
」
発
表
の
翌
年
、
一
八
八
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
ラ
ブ
ー
シ
ェ
ア
修
正
法
案

が
可
決
さ
れ
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
犯
罪
と
な
っ
た
。「
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
」
で
暗
示
さ
れ
て
い
た
男
性
同
士
の

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
、
そ
し
て
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
男
性
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
可
能
性
は
、『
ボ

ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
は
深
く
隠
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
見
複
雑
に
見
え
る
語
り
の
分
析
を
通
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
隠
蔽

は
偽
装
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望



第一章　ヘンリー・ジェイムズの『ボストニアンズ』

47

だ
け
で
な
く
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
肯
定
の
欲
望
を
、
実
は
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
、
結
論
づ
け
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。



48

第
二
章

ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
ジ
ス
の
『
テ
ィ
ム
』
と
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』

ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
強
制
的
異
性
愛
の
発
動

「
男
性
」
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
ス
タ
ー
ジ
ス

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』（
一
八
八
六
年
）
の
主
要
登
場
人
物
の
一
人
、
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
サ

ム
に
、「
女
々
し
く
な
っ
た
（w

om
anized

）」
時
代
を
嘆
か
せ
、「
忌
々
し
い
女
性
化
（the m

ost dam
nable fem

ini-

zation

）」
か
ら
男
性
を
、「
男
性
的
（m

asculine
）」
な
も
の
を
、
救
い
出
す
の
だ
と
声
高
に
叫
ば
せ
た
（300

）。
こ
こ

で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
男
性
優
位
思
想
は
異
性
愛
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
結
び
つ
き
を
説

明
す
る
た
め
に
、
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
リ
ッ
チ
の
「
強
制
的
異
性
愛
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
も
よ
い
し
、
竹
村
和
子

に
な
ら
っ
て
「〔
ヘ
テ
ロ
〕
セ
ク
シ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
リ
ッ
チ
は
「
強
制
的
異
性
愛
」
と

い
う
言
葉
を
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
存
在
が
抹
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
挑
戦
す
る
」
た
め
に
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
で
用
い
（R

ich 

23–75

）、
竹
村
は
「
異
性
愛
主
義
と
性
差
別
は
別
個
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
近
代
の
性
力
学
を
推
進
す
る
デ
ィ
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ス
コ
ー
ス
の
両
輪
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
示
す
た
め
に
「〔
ヘ
テ
ロ
〕
セ
ク
シ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い

る
（
竹
村
36
―
37
）。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
は
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
・
タ
ラ
ン
ト
と
い
う
演
説
家
を
、
オ
リ
ー
ヴ
・
チ
ャ
ン

セ
ラ
ー
と
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
サ
ム
が
奪
い
合
う
三
角
関
係
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
前
章
で
述
べ
た
。

バ
ジ
ル
が
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
連
れ
去
り
、
結
婚
が
暗
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
作
品
の
最
後
が
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
か
ら
演

説
家
と
し
て
の
発
言
を
奪
う
と
い
う
意
味
で
男
性
優
位
思
想
の
勝
利
と
も
見
え
る
一
方
、
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
関

係
が
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
関
係
に
勝
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。「
強
制
的
異
性
愛
」
も
し
く
は
「〔
ヘ

テ
ロ
〕
セ
ク
シ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
女
性
権
運
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
特
定
の
時
代
、
男
性
優
位

思
想
と
異
性
愛
主
義
が
結
び
つ
く
こ
と
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
明
ら
か
に
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ

ん
作
品
が
そ
の
結
び
つ
き
を
肯
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
作
者
は
こ
の
結
び
つ
き
を
否
定
す
る
、
も
し
く
は
少
な
く
と

も
皮
肉
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
問
題
設
定
の
背
後
に
は
、「
結
婚
」
が
大
き

な
牽
引
力
と
な
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
規
範
を
形
成
す
る
時
代
思
潮
が
あ
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
執
筆
に
は
ラ
ブ
ー
シ
ェ
ア
修
正
法
案
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
執
筆
に
取
り
掛
か
る
直
前
に
発
表
し
た
「『
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
』
の
著
者
」
と
い
う
短
編

と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
ラ
ブ
ー
シ
ェ
ア
修
正
法
案
を
意
識
し
、
そ
の
上
で
、「
結
婚
」
に
暗
示
さ
れ

る
性
愛
を
逆
手
に
取
る
よ
う
に
し
て
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
さ
ら
に
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
肯
定
を
行
お
う
と

し
て
い
た
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
、
一
八
九
五
年
の
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
裁
判
。
こ
の
裁
判
以
降
、「
女

性
的
」
で
あ
る
こ
と
が
「
ソ
ド
ミ
ー
」
と
結
び
つ
い
て
い
き
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
は
い
よ
い
よ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
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と
切
り
離
せ
な
く
な
っ
て
い
く
（B

ristow
 4

）。
し
か
し
時
代
の
間
隙
を
縫
う
よ
う
に
、
児
童
文
学
と
も
い
え
る
体
裁
で

男
性
同
士
の
愛
情
を
ぬ
け
ぬ
け
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
作
品
を
出
版
し4
＊

、
そ
し
て
「
女
性
的
」
な
男
性
を
堂
々

と
登
場
さ
せ
る
作
品
を
書
い
た
作
家
が
い
た
。
ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
ジ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
タ
ー

ジ
ス
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
親
交
関
係
が
あ
り
、
作
家
と
し
て
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
大
き
な
影
響
を
受

け
て
い
た
。

ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
ジ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
銀
行
家
と
し
て
成
功
し
た
ラ
ッ

セ
ル
・
ス
タ
ー
ジ
ス
と
、
彼
の
三
番
目
の
妻
と
の
間
の
三
人
目
の
男
子
と
し
て
、
一
八
五
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
生
ま
れ

て
い
る
（W

harton 226; B
enson 266–67

）。
両
親
の
死
後
ア
メ
リ
カ
旅
行
を
す
る
ま
で
イ
ギ
リ
ス
を
離
れ
た
こ
と
は
な

く
、
終
生
イ
ギ
リ
ス
で
過
ご
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
帰
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（Seym

our 229

）。
ス
タ
ー
ジ
ス
は
兄

た
ち
と
違
い
、「
利
口
で
、
体
が
弱
く
、
感
受
性
の
鋭
い
」
子
ど
も
だ
っ
た
よ
う
だ（B

enson 268

）。
ス
タ
ー
ジ
ス
は
イ
ー

ト
ン
に
、
そ
れ
か
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
校
に
行
く
こ
と
に
な
る
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
に
よ

れ
ば
、「
彼
の
女
の
子
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
治
す
た
め
、
兄
た
ち
が
主
張
し
た
最
後
の
方
策
」（Santayana 359

）
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
は
ま
た
、「
た
ま
た
ま
性
を
間
違
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、（
中
略
）
完
璧
な
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
朝
風
の
若
い
淑
女
」（358

）
で
あ
る
と
ス
タ
ー
ジ
ス
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
。

兄
た
ち
や
妹
が
家
を
離
れ
、「
美
し
く
、
と
て
も
意
志
が
強
い
母
」
の
強
い
影
響
を
受
け
た
ス
タ
ー
ジ
ス
は
（Seym

our 

229

）、
父
が
死
ん
だ
後
、
父
同
様
ボ
ス
ト
ン
生
ま
れ
で
あ
っ
た
母
の
「
忠
実
な
奴
隷
」
と
な
る
が
（W

harton 227

）、
そ

の
結
果
、
母
の
死
後
、「
中
年
に
な
っ
て
、
子
ど
も
の
よ
う
に
途
方
に
く
れ
る
」
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う（W

harton 227

）。
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そ
の
後
、「
ク
イ
ー
ン
ズ
・
エ
ー
カ
ー（Q

ueen ’s A
cre

）」
と
称
す
る
自
分
の
屋
敷
を
構
え
、
そ
こ
で
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
や
イ
ー
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ン
、
A
・
C
・
ベ
ン
ソ
ン
と
い
っ
た
、
当
時
の
そ
う
そ
う
た
る
文
学
関
係
者
を
含

む
多
く
の
客
を
も
て
な
す
日
々
を
送
っ
た
。

ス
タ
ー
ジ
ス
が
手
芸
な
ど
、
女
性
の
仕
事
と
思
わ
れ
て
い
る
仕
事
を
ま
る
で
自
然
な
様
子
で
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、

訪
れ
る
多
く
の
人
た
ち
の
注
目
を
集
め
た
よ
う
で
、
例
え
ば
E
・
M
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

彼﹇
ス
タ
ー
ジ
ス
﹈は
、
身
だ
し
な
み
が
良
く
ふ
く
よ
か
で
、
非
常
に
優
し
い
が
、
き
わ
め
て
手
強
い
老
婦
人
に
喩

え
ら
れ
て
き
た
。
優
し
さ
そ
の
も
の
と
い
っ
た
風
で
、
編
み
物
ば
か
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
言
わ
れ
た

こ
と
に
は
す
べ
て
従
い
、
言
わ
れ
な
い
こ
と
に
も
多
く
従
い
、
相
手
が
ま
だ
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
る
前

に
い
き
な
り
飛
び
か
か
っ
て
、
か
ゆ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
出
す
と
い
っ
た
老
婦
人
で
あ
る
（
後
略
）。（Forster 144

）

ま
た
、
ク
イ
ー
ン
ズ
・
エ
ー
カ
ー
で
見
か
け
た
ハ
ワ
ー
ド
の
姿
を
、
ウ
ォ
ー
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る5
＊

。

テ
ー
ブ
ル
の
近
く
に
あ
る
安
楽
椅
子
の
上
で
、
厚
手
の
シ
ョ
ー
ル
を
足
に
か
け
、
手
に
は
編
み
針
や
刺
繍
用
の
絹

を
持
ち
、
白
く
輝
く
よ
う
な
波
打
つ
髪
と
少
女
の
よ
う
に
つ
や
つ
や
し
た
肌
を
し
て
、
黒
い
口
ひ
げ
を
蓄
え
、
大

胆
な
弧
を
描
い
た
黒
い
眉
毛
の
下
に
は
優
し
く
か
ら
か
う
よ
う
な
目
が
の
ぞ
く
、
た
く
ま
し
い
体
格
の
ハ
ン
サ
ム

な
男
性
が
体
を
伸
ば
し
て
い
た
。（W

harton 225

）
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さ
ら
に
紹
介
を
続
け
れ
ば
、
一
九
三
五
年
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
、「
ワ
ー
ル
ド
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
シ
リ
ー
ズ
の
一

巻
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
論
じ
る
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
が
出
版
さ
れ
た
際
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
が
序
文
を
書

い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

彼
が
刺
繍
を
や
り
、
編
み
物
や
裁
縫
を
す
る
と
い
う
事
実
は
驚
く
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
シ
ョ
ッ
ク
を
与

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
食
後
に
ソ
フ
ァ
に
寝
そ
べ
り
、
目
に
鮮
や
か
な
絹
の
籠
を
そ
ば
に
置
き
、
型
ど
り
し

た
ロ
ー
ン
地
に
長
く
白
い
指
で
針
を
刺
し
て
い
く
の
を
見
て
も
、
誰
も
不
快
に
思
う
人
は
い
な
か
っ
た
。
女
性
の

仕
事
を
彼
が
こ
な
し
て
い
る
様
子
に
、
女
々
し
い
所
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
き
わ
め
て
自
然
に
行
わ
れ
、
見
せ

び
ら
か
す
様
子
は
な
か
っ
た
の
で
、
彼
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
な
ん
て

奇
妙
な
の
か
」
と
思
う
の
で
は
な
く
、
単
に
「
一
体
全
体
、
な
ぜ
男
性
は
針
仕
事
を
や
ら
な
い
の
か
」
と
思
う
の

で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、「
あ
ん
な
に
き
れ
い
に
で
き
る
男
性
は
い
な
い
か
ら
で
す
よ
」
と
い
う

答
が
返
っ
て
く
る
。
通
常
の
基
準
は
彼
に
は
当
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
。
風
変
わ
り
な
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
た

だ
他
の
人
と
は
、
着
て
い
る
も
の
も
含
め
て
、
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
。（H

opkins x

）

ス
タ
ー
ジ
ス
の
手
芸
に
言
及
し
、
ホ
プ
キ
ン
ズ
同
様
、
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
も
、「
女
性
に
で
き
る
こ
と
で
、
男
性
が
も
っ

と
上
手
に
で
き
な
い
こ
と
は
何
も
な
い
と
い
う
理
論
」（Santayana 358

）
を
ス
タ
ー
ジ
ス
が
持
っ
て
い
た
と
書
い
て
い

る
が
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
、
ウ
ォ
ー
ト
ン
、
そ
れ
か
ら
ホ
プ
キ
ン
ズ
と
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
の
証
言
は
、
実
は
微
妙
に
ニ
ュ
ア
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ン
ス
が
違
う
。
違
い
が
生
じ
る
の
は
、
ス
タ
ー
ジ
ス
と
い
う
存
在
が
体
現
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
し
、
各
人
が
と
る
ス

タ
ン
ス
の
違
い
に
基
づ
く
だ
ろ
う
。
ウ
ォ
ー
ト
ン
は
ど
こ
か
ア
ン
ド
ロ
ジ
ナ
ス
な
ス
タ
ー
ジ
ス
を
提
示
し
、
ホ
プ
キ
ン

ズ
は
わ
ざ
わ
ざ
「
女
性
的
（effem

inate

）」
な
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
、
男
性
性
を
強
調
す
る
。『
デ
イ
ン
フ
ォ
ー
ド
の

図
書
館
』
で
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
、
ス
タ
ー
ジ
ス
を
紹
介
す
る
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
の
調
子
に
風
刺
を
嗅
ぎ
と
り
、
サ
ン
タ
ヤ
ー

ナ
は
「
彼
自
身
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
用
心
深
か
っ
た
の
で
、
ス
タ
ー
ジ
ス
が
『
他
人
と
違

う
こ
と
』
を
大
胆
不
敵
に
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
癪
に
障
っ
た
の
だ
」（G

ifford 71

）
と
記
し
て
い
る
。
サ

ン
タ
ヤ
ー
ナ
が
「
癪
に
障
っ
た
」
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
ス
タ
ー
ジ
ス
が
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
同
様
、「
ホ
モ

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
で
あ
る
と
ギ
フ
ォ
ー
ド
が
見
な
す
、
そ
の
前
提
自
体
も
、
も
う
一
度
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

ゲ
イ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
や
ク
イ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
盛
ん
な
現
代
に
お
い
て
も
ス
タ
ー
ジ
ス
の
作
品
を
論
じ
る
批

評
は
少
な
い
。
し
か
し
少
な
い
こ
と
の
原
因
の
一
つ
に
、
ス
タ
ー
ジ
ス
の
作
品
は
現
代
で
も
見
え
に
く
い
問
題
を
扱
っ

て
い
る
か
ら
だ
と
、
う
が
っ
た
見
方
を
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。「
女
性
的
」
で
あ
る
こ
と
が
、「
ソ
ド
ミ
ー
」
や
「
ホ
モ

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
書
い
た
。
ス
タ
ー
ジ
ス
の
作
品
は
こ
の
結
び
つ
き
に
属
さ
な
い
か
ら
、
見

え
に
く
い
作
品
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ス
タ
ー
ジ
ス
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ

ス
タ
ー
ジ
ス
は
短
編
を
除
く
と
三
作
品
し
か
残
し
て
い
な
い
。『
テ
ィ
ム
』（
一
八
九
一
年
）
と
、『
す
べ
て
可
能
な
こ
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と
』（
一
八
九
五
年
）、
そ
し
て
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』（
一
九
〇
四
年
）
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
男
性
的
で
は
な
い
、
む
し

ろ
女
性
的
と
い
っ
て
も
よ
い
男
性
を
主
人
公
と
す
る
『
テ
ィ
ム
』
と
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み

た
い
。
し
か
し
「
男
性
的
で
は
な
い
」
主
人
公
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
論
じ
る
の
で
は
な
い
。「
男
性
的
で
な
い
」

主
人
公
が
、
主
人
公
を
目
指
さ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
で
プ
ロ
ッ
ト
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
た
い

の
だ
。
二
人
の
主
人
公
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
主
人
公
を
目
指
す
プ
ロ
ッ
ト
の
分
析
に
よ
り
、
強
制
的
異
性

愛
へ
と
つ
な
が
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
結
び
つ
き
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
読
み
取
る
読
者
が
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
読
む
も
の
の
側
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
思
い
込
み
を
反
映
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
二
人
の
主
人
公
の
物
語
は
悲
劇
で
あ
る
が
、
悲
劇
で
あ
る
の

は
欲
望
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
欲
望
に
基
づ
い
て
形
式
化
さ
れ
た
「
世
間
に
流
通
す
る
物
語
の

主
人
公
」
を
目
指
す
プ
ロ
ッ
ト
し
か
、
二
人
に
は
用
意
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三
作
品
の
う
ち
、
お
伽
噺
の
よ
う
な
短
い
『
テ
ィ
ム
』
と
、
女
性
を
主
人
公
と
し
た
書
簡
体
小
説
の
『
す
べ
て
可
能

な
こ
と
』
の
二
作
は
比
較
的
売
れ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
大
作
を
目
指
し
て
出
版
し
た
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
は
批
評

家
に
も
あ
ま
り
評
価
さ
れ
ず
、
売
行
き
も
芳
し
く
な
か
っ
た
。
女
性
登
場
人
物
の
設
定
が
当
時
の
批
評
家
に
受
け
入
れ

ら
れ
ず
（Seym

our 232

）、
一
般
読
者
に
は
「
い
く
ぶ
ん
衝
撃
的
な
嫌
悪
」
を
与
え
た
ら
し
い
（H

opkins xi

）。
ス
タ
ー
ジ

ス
は
批
評
家
の
友
人
パ
ー
シ
ー
・
ラ
ボ
ッ
ク
の
い
る
前
で
、「
私
が
読
む
の
は
ヘ
ン
リ
ー
と
イ
ー
デ
ィ
ス
と
自
分
の
作
品

だ
け
」
と
語
っ
た
そ
う
だ
が
（Seym

our 231

）、
作
家
と
し
て
敬
愛
す
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
『
ベ
ル
チ
ェ
ン

バ
ー
』
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
、
彼
が
そ
の
後
小
説
を
書
か
な
く
な
っ
た
原
因
だ
と
、
当
時
ス
タ
ー
ジ
ス
を
知
る
人
々
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の
間
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
（B

orklund 256

）。

二
作
品
の
う
ち
、
特
に
『
テ
ィ
ム
』
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
描
く
作
品
と
見
な
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。『
イ

ン
タ
ー
セ
ッ
ク
ス

―
社
会
生
活
に
お
け
る
問
題
と
し
て
の
シ
ミ
リ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
』（
一
九
〇
八
年
）
と

い
う
、
同
性
愛
に
関
わ
る
歴
史
や
文
献
を
紹
介
し
た
早
い
時
期
の
書
物
で
、
作
者
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
・
メ
イ
ン
、
本
名
エ
ド

ワ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ム
＝

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
が
、「
二
人
の
学
童
の
間
の
精
神
的
ウ
ラ
ニ
ス
ム
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
」

（M
ayne, Intersexes 160

）
と
記
し
た
の
を
皮
切
り
に6
＊

、
近
年
で
は
、
マ
ー
ク
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
と
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
が
編
纂
し
た
『
手
か
ら
手
へ
と
手
渡
さ
れ
た
ペ
ー
ジ

―
一
七
四
八
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
、
英
語
に

よ
る
同
性
愛
文
学
の
隠
さ
れ
た
伝
統
』（
一
九
九
七
年
）
と
い
う
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
文
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
も
、「
男

子
生
徒
の
恋
」
を
描
く
作
品
と
し
て
、
作
品
の
最
終
章
を
紹
介
し
て
い
る
（M

itchell &
 L

eavitt 206–13

）。
し
か
し
、
二

作
品
を
通
し
て
み
る
こ
と
で
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
描
く
目
的
と
は
違
う
、
別
の
意
図
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思

え
る
の
だ
。『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
の
主
人
公
セ
イ
ン
テ
ィ
が
、
一
種
の
敵
役
と
で
も
言
う
べ
き
色
男
ク
ロ
ー
ド
の
気
を

引
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（Stevens l13

）。
そ
れ
に
対
し
、
セ
イ
ン
テ
ィ
の
ク
ロ
ー
ド
に
対
す
る
欲
望
を

ス
タ
ー
ジ
ス
は
抑
制
し
す
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
点
こ
そ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
不
満
を
持
っ
た
点
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘
も
あ
る
（Posnock n. p.

）。『
テ
ィ
ム
』
で
は
確
か
に
同
性
に
対
す
る
感
情
が
前
景
化
し
て
見
え
る
。
し
か
し
、
主
人

公
の
幼
い
年
齢
設
定
の
た
め
だ
と
し
て
も
、
そ
の
感
情
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
読
み
取
る
の
は
、
実
は
難
し
い
。

「
結
婚
」
が
持
ち
込
ま
れ
る
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
で
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
と
違
い
、
主
人
公
に

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
見
出
す
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
イ
ギ
リ
ス
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
朝
期
の
ド
ラ
マ
を
論
じ
、
ジ
ョ
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ナ
サ
ン
・
ド
リ
モ
ア
が
「
自ア

イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

己
同
一
化
と
欲
望
の
間
の
深
刻
な
分
離
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
（305

）、
彼
の

議
論
を
思
い
出
せ
ば
、
ス
タ
ー
ジ
ス
の
作
品
の
場
合
、
欲
望
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
自
己
同
一
化
の
問
題
と
考
え
る
方

が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、『
テ
ィ
ム
』
と
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
の
二
つ
の
作
品
の
間
に
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ

ル
ド
の
裁
判
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「『
ベ
ル
ト
ラ
フ
ィ
オ
』
の
著
者
」
と
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン

ズ
』
と
の
関
係
に
類
似
す
る
事
情
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
向
か
う

方
向
性
の
欠
如
を
こ
そ
問
題
に
し
て
も
よ
い
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
を
批
判
し
た
際
の
論
点
は
、
結
婚
後
の
主
人
公
に
説
得
力
が
な
く
、「
ま
っ
た

く
受
動
的
で
つ
ま
ら
な
い
人
物
（all passivity and nullity

）」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、「
確
固
と
し
て
想
像
に
満

ち
た
彼
自
身
の
人
生
」
が
な
い
点
だ
（Q

td. in B
orklund 262

）。
こ
れ
に
対
し
、
レ
オ
ン
・
エ
デ
ル
は
、「
受
動
的
な
男

性
の
あ
り
の
ま
ま
の
歴
史（the natural history of a passive m

ale

）」（E
del, H

enry Jam
es 577

）
を
描
く
作
品
だ
と
い

う
こ
と
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
理
解
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
書
く
。
ウ
ォ
ー
ト
ン
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
評
価
に
反
対
し
、「
九

十
年
代
の
ロ
ン
ド
ン
上
流
階
級
を
描
く
す
ば
ら
し
い
習
作
」（W

harton 234

）と
述
べ
る
。
さ
ら
に
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
至
っ

て
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
自
分
の
方
法
に
従
っ
て
書
か
れ
て
い
な
い
作
品
を
評
価
で
き
な
い
」（Forster 148

）
と
批
判

し
、「『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
の
主
人
公
の
欠
点
は
彼
の
悲
劇
の
一
部
で
し
か
な
い
。
デ
リ
カ
シ
ー
を
ま
っ
た
く
理
解
し

な
い
人
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
う
ま
く
行
か
な
い
」（149
）
と
論
じ
る
。

ス
タ
ー
ジ
ス
が
筆
を
折
っ
た
理
由
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
関
連
を
論
じ
る
エ
ル
マ
ー
・
ボ
ー
ク
ラ
ン
ド
は
、『
ベ
ル
チ
ェ

ン
バ
ー
』
の
テ
ー
マ
は
、「
感
受
性
の
鋭
い
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
苦
境
と
、『
適
応
す
る
』
こ
と
に
失
敗
し
た
者
に
社
会
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が
下
す
報
復
」（B

orklund 258

）
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ス
タ
ー
ジ
ス
の
テ
ー
マ
と
文
学
的
想
像
力
を
論
じ
る
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
カ
ー
カ
フ
は
、「
書
く
こ
と
」
と
「
手
芸
」
と
い
う
「
二
つ
の
活
動
は
、
ス
タ
ー
ジ
ス
が
世
界
と
向
き
合
う
と
き
、

似
た
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
両
方
が
と
も
に
表
す
の
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
る
」

（K
irchhoff 425

）
と
書
く7
＊

。
主
人
公
の
悲
劇
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
の
は
、
主
人
公
の
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
あ

る
。
ボ
ー
ク
ラ
ン
ド
や
カ
ー
カ
フ
の
見
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
、『
テ
ィ
ム
』
と
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
を
題
材
に
、
主

人
公
が
社
会
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
過
程
で
働
く
力
学
を
分
析
し
、「
世
間
に
流
通
す

る
物
語
の
主
人
公
」
に
な
る
べ
く
主
人
公
の
人
生
が
歪
め
ら
れ
て
い
く
過
程
を
ス
タ
ー
ジ
ス
が
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い

る
か
を
論
じ
、
そ
こ
に
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
見
よ
う
。

無
条
件
の
愛
を
求
め
る
テ
ィ
ム

『
テ
ィ
ム
』
は
、「
テ
ィ
ム
」
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
知
ら
れ
て
い
る
少
年
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
語
り
手
の
言
葉

で
始
ま
る
。
語
り
手
は
主
人
公
テ
ィ
ム
の
、「
他
の
誰
で
も
な
く
、
キ
ャ
ロ
ル
に
対
す
る
友
情
の
歴
史
」（Sturgis, Tim

 

209

）
を
描
く
の
だ
と
自
ら
宣
言
す
る
が
、
作
品
冒
頭
で
紹
介
さ
れ
る
テ
ィ
ム
は
、「
華
奢
な
体
つ
き
で
、
や
せ
て
い
て
、

褐
色
の
子
ど
も
」（2

）
で
あ
り
、
友
達
は
な
く
、「
奇
妙
な
夢
と
空
想
」（8

）
を
思
い
描
き
、
鳥
や
花
だ
け
と
親
し
み
、
自

然
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
思
う
少
年
だ
。
そ
の
点
で
通
常
物
語
の
主
人
公
と
な
る
「
少
年
」
や
「
少
女
」
と
い
う
枠

に
は
、
ど
う
も
は
ま
り
に
く
い
。
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テ
ィ
ム
は
物
語
の
始
ま
る
時
点
で
八
歳
。
母
は
な
く
、
父
は
仕
事
で
イ
ン
ド
に
行
き
不
在
で
、
乳
母
と
暮
ら
し
て
い

る
。
家
を
空
け
て
い
た
父
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
乳
母
に
告
げ
る
父
の
手
紙
で
物
語
の
幕
が
開
く
。
父
は
「
た
く
ま
し

い
」「
イ
ギ
リ
ス
人
ら
し
い
」
子
ど
も
に
育
っ
た
テ
ィ
ム
と
の
再
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
書
い
て
い
る
。
父
親
の
期

待
に
沿
え
る
少
年
で
は
な
い
こ
と
を
乳
母
は
心
配
し
て
い
る
が
、
そ
ん
な
折
、
森
の
中
で
一
人
遊
ん
で
い
る
と
き
、
テ
ィ

ム
は
狩
を
し
て
い
た
田
舎
町
の
名
士
の
息
子
キ
ャ
ロ
ル
・
ダ
ー
リ
ー
の
放
っ
た
弾
に
当
た
り
負
傷
す
る
。
キ
ャ
ロ
ル
は

十
三
歳
。「
イ
ギ
リ
ス
の
ど
こ
を
探
し
て
も
彼
ほ
ど
明
る
く
少
年
ら
し
い
少
年
は
い
な
い
」、「
ダ
ー
ツ
の
よ
う
に
ス
ト

レ
ー
ト
」（17

）
な
金
髪
碧
眼
の
少
年
で
、
テ
ィ
ム
に
は
天
使
が
舞
い
降
り
た
と
思
え
る
。
そ
の
事
件
が
き
っ
か
け
で
二

人
は
親
し
く
な
る
。
二
人
が
一
緒
に
い
た
あ
る
日
、
テ
ィ
ム
の
父
親
が
突
然
帰
っ
て
く
る
が
、
キ
ャ
ロ
ル
を
息
子
と
間

違
い
抱
擁
す
る
。
テ
ィ
ム
は
傷
つ
き
、
キ
ャ
ロ
ル
は
激
怒
し
、
気
ま
ず
い
親
子
の
初
対
面
と
な
る
。

そ
の
後
イ
ー
ト
ン
に
進
ん
だ
キ
ャ
ロ
ル
を
追
い
か
け
、
数
年
後
テ
ィ
ム
も
イ
ー
ト
ン
に
行
く
。
自
分
が
息
子
と
間
違

え
た
キ
ャ
ロ
ル
に
、
息
子
テ
ィ
ム
が
夢
中
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
父
親
は
快
く
思
わ
な
い
。
や
が
て
キ
ャ
ロ
ル
は
ヴ
ァ

イ
オ
レ
ッ
ト
と
い
う
名
の
少
女
と
知
り
合
い
、
恋
に
落
ち
て
い
く
。
キ
ャ
ロ
ル
は
テ
ィ
ム
の
元
へ
通
い
、
恋
の
悩
み
を

相
談
す
る
。
し
か
し
そ
う
や
っ
て
二
人
が
親
し
く
す
る
の
を
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
は
快
く
思
わ
な
い
。
彼
女
の
気
持
ち
を

た
ま
た
ま
知
っ
た
テ
ィ
ム
は
、
キ
ャ
ロ
ル
と
会
う
の
を
嫌
が
る
父
の
気
持
ち
と
、
キ
ャ
ロ
ル
と
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
の
関

係
の
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
気
遣
い
、
自
分
の
気
持
ち
を
殺
し
て
キ
ャ
ロ
ル
と
会
わ
な
い
こ
と
を
決
心
す
る
。
そ

の
後
、
も
と
も
と
体
の
弱
か
っ
た
テ
ィ
ム
は
病
気
に
な
り
、
助
か
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
テ
ィ
ム
は
父
に
頼
み
、

キ
ャ
ロ
ル
を
呼
ん
で
も
ら
う
。
そ
こ
で
テ
ィ
ム
は
、
会
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
自
分
の
本
心
を
キ
ャ
ロ
ル
に
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伝
え
る
。
告
白
の
後
、
テ
ィ
ム
は
父
を
キ
ャ
ロ
ル
に
引
き
合
わ
せ
、
二
人
を
和
解
さ
せ
る
。
キ
ャ
ロ
ル
が
無
言
で
部
屋

を
去
る
と
、
テ
ィ
ム
は
満
足
そ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
、
父
の
方
を
振
り
向
く
。
物
語
は
そ
こ
で
幕
を
下
ろ
し
て
い
る
。

テ
ィ
ム
は
友
達
も
な
く
、
体
の
弱
い
さ
え
な
い
少
年
で
あ
る
。
父
親
に
言
わ
せ
れ
ば
、
テ
ィ
ム
は
「
物
語
の
主
人
公

に
な
る
こ
と
を
夢
見
る
」（252

）
少
年
だ
が
、
テ
ィ
ム
が
主
人
公
に
な
る
た
め
に
は
悲
劇
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

テ
ィ
ム
に
用
意
さ
れ
る
悲
劇
は
、
愛
の
告
白
を
し
た
上
で
の
死
だ
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
に
告
白
さ
れ
る
テ
ィ
ム
の
思

い
、
テ
ィ
ム
の
父
親
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
ム
の
キ
ャ
ロ
ル
に
対
す
る
「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
」
な
感
情
の
表
出
、
つ
ま
り
、

テ
ィ
ム
の
キ
ャ
ロ
ル
に
対
す
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
作
品
の
中
心
に
位
置
す
る
と
読
者
が
考
え
た
く
な
る
の
は
、

確
か
に
道
理
で
は
あ
る
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
暗
示
す
る
と
き
に
文
学
的
慣
習
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
、
聖

書
の
ダ
ビ
デ
と
ヨ
ナ
タ
ン
の
逸
話
を
用
い
て
い
る
た
め
（158

）、
な
お
さ
ら
そ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
。
ヨ

ナ
タ
ン
の
死
を
悼
む
ダ
ビ
デ
の
言
葉
、「
あ
な
た
が
私
を
愛
す
る
の
は
世
の
常
の
よ
う
で
な
く
、
女
の
愛
に
も
ま
さ
っ
て

い
た
」（
サ
ム
エ
ル
記
下
第
一
章
二
十
六
節
）
に
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（
詳
し

く
は
第
七
章
の
議
論
を
参
照
）。
し
か
し
、
筆
者
が
こ
の
作
品
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
発
動

す
る
そ
の
仕
組
み
を
、
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
描
い
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
人
物
を
主
人
公
と
す
る
作
者
の

意
図
が
見
え
る
だ
ろ
う
。

テ
ィ
ム
は
「
奇
妙
な
夢
と
空
想
」
か
ら
な
る
自
分
だ
け
の
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
。
粗
筋
で
説
明
し
た
よ
う
に
、

物
語
は
父
の
帰
還
と
「
天
使
」
に
見
え
る
少
年
と
の
出
会
い
と
に
よ
り
動
き
出
す
。
テ
ィ
ム
は
「
以
前
は
自
分
の
こ
と

を
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」（43

）
の
だ
が
、
キ
ャ
ロ
ル
が
登
場
す
る
こ
と
で
「
創
造
物
を
評
価
す
る
基
準
」（43

）
が
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提
供
さ
れ
、
そ
の
結
果
、「
自
分
は
望
ま
れ
る
地
点
に
ま
っ
た
く
届
い
て
い
な
い
の
を
感
じ
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
父
の
帰
還
が
平
行
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
だ
。
キ
ャ
ロ
ル
と
の
出
会
い
が
物
語
を
動
か
す
一

つ
の
要
素
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
「
地
平
」
に
「
届
く
」
こ
と
を
「
望
む
」
父
の
存
在
は
、
物
語
を
動
か
す
も
う
一
つ

の
要
素
だ
。
父
と
キ
ャ
ロ
ル
と
の
三
角
形
の
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、
テ
ィ
ム
は
自
分
が
「
基
準
」
に
従
え

ば
男
の
子
と
見
な
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
す
る
。
つ
ま
り
、
自
分
と
い
う
存
在
を
、
異
性
愛
を
基
準
に
し

た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
従
っ
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

次
に
テ
ィ
ム
の
キ
ャ
ロ
ル
に
対
す
る
気
持
ち
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
最
初
の
出
会
い
に
お
い
て
、
テ
ィ
ム
は
キ
ャ
ロ

ル
を
「
天
使
」（26

）
と
思
う
。「
金
髪
」
で
「
大
き
な
青
い
目
」
を
し
た
「
教
会
の
ガ
ラ
ス
窓
に
描
か
れ
た
天
使
」
を
思

わ
せ
る
少
年
に
対
し
、「
偶
像
を
崇
拝
す
る
」（77

）
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
十
八
歳
に
な
っ
た
キ
ャ
ロ
ル
が
十

六
歳
の
少
女
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
、
テ
ィ
ム
は
教
会
で
お
気
に
入
り
の
、
ダ
ビ
デ
が
ヨ

ナ
タ
ン
に
対
す
る
気
持
ち
を
述
べ
る
聖
書
、
サ
ム
エ
ル
記
下
の
先
ほ
ど
引
用
し
た
文
句
、「
あ
な
た
が
私
を
愛
す
る
の
は

世
の
常
の
よ
う
で
な
く
、
女
の
愛
に
も
ま
さ
っ
て
い
た
」
を
聞
き
、
こ
の
と
き
、「
女
の
愛
」
と
は
「
母
の
愛
や
姉
妹
の

愛
」
で
は
な
く
「
結
婚
」
に
つ
な
が
る
愛
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、「
新
た
に
光
が
照
り
つ
け
」
た
よ
う
に
発
見
す
る

（184–86

）。
こ
こ
で
も
、
キ
ャ
ロ
ル
と
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
と
の
三
角
形
の
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、
テ
ィ
ム

は
自
分
の
中
の
感
情
に
言
葉
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、「
結
婚
」
を
媒
介
に
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
制
度
化
す
る
シ
ス
テ
ム

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
分
の
感
情
を
位
置
づ
け
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
『
テ
ィ
ム
』
に
つ
い
て
、
テ
ィ
ム
と
キ
ャ
ロ
ル

の
作
品
の
中
心
的
な
関
係
よ
り
も
、
二
人
の
関
係
に
対
す
る
他
の
人
物
の
反
応
の
方
が
興
味
深
い
と
述
べ
て
い
る
言
葉
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を
、
こ
こ
で
引
用
し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

主
要
な
関
係
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
関
係
に
対
す
る
他
の
人
物
た
ち
の
反
応
で
あ
る
。
そ
の
人
物
た
ち
は
、

誰
か
と
共
有
す
る
こ
と
が
な
く
、
誰
か
に
向
け
て
抱
く
こ
と
も
な
く
、
ま
た
理
解
も
で
き
な
い
感
情
に
対
し
て
い

ら
だ
っ
た
り
嫉
妬
し
た
り
す
る
。（Forster 145

）

三
角
形
の
関
係
に
置
か
れ
た
テ
ィ
ム
は
、
社
会
の
規
範
に
照
ら
し
て
見
え
る
色
に
染
ま
っ
て
い
く
。
カ
ー
カ
フ
は
「
男

性
や
女
性
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
を
持
た
ず
に
育
っ
た
の
で
、
テ
ィ
ム
は
性
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
概
念
が
な
く
、
し
た
が
っ

て
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
な
い
」（K

irchhoff 429

）
と
主
張
す
る
。「
こ
の
小
説
の
感
傷
性
」
ゆ

え
に
、「
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
脅
威
が
半
減
す
る
」（K

irchhoff 428

）
と
述
べ
る
が
、「
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
と
き
、
カ
ー
カ
フ
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
結
び
つ
く
強
制
的
異
性
愛
が
テ
ィ
ム
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
目
覚
め
さ
せ

る
点
に
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
父
や
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
と
い
う
存
在
が
な
け
れ
ば
、
テ
ィ
ム
は

自
分
の
キ
ャ
ロ
ル
に
対
す
る
気
持
ち
に
目
覚
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
父
の
息
子
に
対
す
る
思
い
の
た
め
に
、
た
と
え

失
格
だ
と
し
て
も
自
分
は
「
男
」
で
あ
る
と
思
わ
さ
れ
、
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
が
結
婚
を
意
識
し
て
キ
ャ
ロ
ル
に
迫
る
の

を
目
の
当
た
り
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
は
「
男
」
で
は
あ
る
が
、「
結
婚
」
に
つ
な
が
る
愛
情
を
キ
ャ
ロ
ル
に
抱
い
て

い
る
に
違
い
な
い
と
類
推
し
、
自
分
を
同
性
愛
の
文
脈
に
置
く
。
こ
の
過
程
で
、
本
当
の
テ
ィ
ム
が
ど
う
い
っ
た
存
在
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で
あ
る
か
は
、
実
は
不
問
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
テ
ィ
ム
』
は
強
制
的
異
性
愛
が
発
動
す
る
「
社
会
シ
ス
テ
ム
自
体
に
疑
問
を
投
げ
込
む
」（K

irchhoff 429

）
の
は
確

か
だ
。
こ
こ
で
、
作
品
の
ラ
ス
ト
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
テ
ィ
ム
が
キ
ャ
ロ
ル
へ
の
愛
情
を
告
白
し
、
キ
ャ
ロ
ル

が
去
っ
た
後
、「
満
足
し
て
微
笑
み
」「
父
の
方
に
顔
を
向
け
る
」（318

）
と
い
う
部
分
だ
。
こ
の
満
足
に
満
ち
た
微
笑

は
、
父
に
対
す
る
仕
返
し
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
カ
ー
カ
フ
は
「
母
の
復
讐
計
画
」（430

）
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
が
、

不
在
の
母
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
。
物
語
は
父
の
帰
還
を
告
げ
る
手
紙
を
持
っ
て
動
き
出
す
が
、
そ
の
手
紙
に
は
男

ら
し
い
息
子
を
妄
想
す
る
父
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
た
。
父
が
キ
ャ
ロ
ル
を
息
子
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
衝
撃
の
出
会
い

に
よ
っ
て
、
テ
ィ
ム
は
父
の
抱
く
妄
想
と
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
テ
ィ
ム
自
身
が
自
分
の
世
界
の
中
で
抱
い
て
い
た
妄
想
は
、
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
救
世
主
の
出
現
だ
っ
た
。

﹇
教
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
﹈
静
か
な
高
台
の
広
が
り
を
表
し
て
い
た
。
黄
昏
の
空
が
弧
を
描
き
、
夕
日
が
一
条

の
柔
ら
か
な
光
と
な
り
薄
暗
く
な
っ
て
い
き
、
そ
の
光
は
遠
い
地
平
線
で
消
え
て
い
っ
た
。
善
良
な
羊
飼
い
の
優

し
く
優
雅
な
姿
が
草
原
を
横
切
り
、
愛
情
に
満
ち
た
腕
に
は
一
頭
の
羊
が
抱
か
れ
て
い
た
。
羊
た
ち
が
遊
ん
で
い

る
小
高
い
草
原
を
テ
ィ
ム
は
知
っ
て
お
り
、
そ
の
羊
飼
い
の
姿
が
、
夕
焼
け
の
方
か
ら
自
分
の
方
に
向
か
っ
て
や
っ

て
く
る
の
を
、
時
折
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
空
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
。（5

）

父
は
し
か
し
、
テ
ィ
ム
が
自
分
だ
け
の
世
界
の
中
で
抱
い
て
い
た
、
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
救
世
主
で
は
な
か
っ
た
。
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父
に
は
父
の
期
待
す
る
息
子
の
像
が
あ
っ
た
。
父
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
愛
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
キ
ャ
ロ

ル
と
会
う
の
を
嫌
が
る
父
の
願
い
を
聞
き
入
れ
、
テ
ィ
ム
は
会
う
の
を
止
め
る
。
キ
ャ
ロ
ル
と
そ
の
恋
人
と
の
幸
せ
を

願
い
、
父
と
キ
ャ
ロ
ル
と
の
関
係
修
復
の
仲
立
ち
を
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
愛
し
て
く
れ
な

か
っ
た
父
を
も
許
す
。
そ
う
い
っ
た
無
条
件
の
愛
を
注
ぐ
自
分
の
姿
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
は
、
無
条
件
の
愛
を
与
え
て

く
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
父
へ
の
仕
返
し
な
の
だ
。

父
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
、
イ
ン
ド
居
住
の
英
国
人
の
子
ど
も
は
概
し
て
小
さ
く
血
色
も
悪
い
が
、
自
分
の
息
子
は
イ
ン
ド

で
育
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
小
さ
い
わ
け
で
も
、
血
色
が
悪
い
わ
け
で
も
な
い
は
ず
だ
と
思
っ
て
い
る
（11

）。

そ
の
思
い
込
み
に
基
づ
い
て
「
自
分
の
息
子
が
ど
の
よ
う
な
男
の
子
で
あ
る
か
」
を
思
い
描
く
（11

）。
父
ウ
ィ
リ
ア
ム

は
そ
う
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
息
子
テ
ィ
ム
を
認
め
ら
れ
な
い
。

無
条
件
の
愛
を
注
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
無
条
件
の
愛
を
注
ぐ
こ
と
の
な
い
テ
ィ
ム
の
父
こ
そ
が
、
こ

の
物
語
を
動
か
し
て
し
ま
う
原
動
力
だ
っ
た
。
テ
ィ
ム
は
、
キ
ャ
ロ
ル
と
父
と
の
三
角
形
の
関
係
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意

識
し
、
キ
ャ
ロ
ル
と
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
が
絡
む
三
角
形
の
関
係
に
よ
り
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま

れ
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
別
の
見
方
も
可
能
だ
。
父
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
が
な
け
れ
ば
、
テ
ィ
ム
は
自
分
を

男
の
子
と
位
置
づ
け
る
必
要
は
な
く
、
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ッ
ト
と
い
う
女
性
が
登
場
し
、
結
婚
が
表
す
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を

意
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
テ
ィ
ム
は
自
分
の
キ
ャ
ロ
ル
に
対
す
る
愛
情
を
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と

規
定
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
あ
り
の
ま
ま
の
テ
ィ
ム
を
無
条
件
に
愛
し
て
い
れ
ば
、
テ
ィ

ム
は
自
分
の
愛
情
を
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
文
脈
に
置
く
必
要
は
な
い
。
カ
ー
カ
フ
が
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
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の
主
人
公
セ
イ
ン
テ
ィ
の
「
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
指
摘
す
る
が
（436

）、
強
制
的
異
性
愛
の
装
置
が
発
動
し
な
け

れ
ば
、
テ
ィ
ム
も
自
分
の
愛
情
を
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
で
規
定
さ
れ
る
愛
情
に
位
置
づ
け
る
必
要
は
な

か
っ
た
の
だ
。
テ
ィ
ム
は
た
だ
救
世
主
が
注
い
で
く
れ
る
無
条
件
の
愛
、
い
わ
ば
ア
ガ
ペ
ー
を
求
め
て
い
る
ア
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
な
少
年
だ
っ
た8
＊

。

『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
に
潜
む
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
は
『
テ
ィ
ム
』
と
比
べ
る
と
登
場
人
物
も
多
く
、
複
雑
な
構
成
を
持
つ
が
、
基
本
の
所
で
は
同

じ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
簡
単
な
粗
筋
を
示
し
て
お
こ
う
。
主
人
公
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
、
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
侯
爵
兼
伯
爵
、
チ
ャ
ー
ミ
ン
ト
ン
子
爵
に
し
て
聖

セ
イ
ン
ト

エ
ド
マ
ン

ズ
お
よ
び
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
男
爵
は
、
少
年
の
と
き
の
称
号
セ
イ
ン
ト
・
エ
ド
マ
ン
ズ
卿
を
、
彼
の
父
が
「
愛
情
を
込
め

て
か
ら
か
い
」（Sturgis, B

elcham
ber 13

）
縮
め
て
言
っ
た
、
セ
イ
ン
テ
ィ
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
父
が
早
く
亡

く
な
っ
た
の
で
、「
イ
ギ
リ
ス
で
も
っ
と
も
美
し
い
場
所
の
一
つ
」（1

）
を
持
つ
爵
位
と
家
督
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
自
分
は
家
督
を
継
ぐ
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
幼
い
こ
ろ
に
は
自
分
が
早
く
死
ぬ
こ
と

に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
紳
士
と
な
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
、
家
督
を
相
続
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
え
る
弟
ア
ー
サ
ー
に

相
続
人
と
し
て
の
地
位
を
譲
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
落
馬
し
て
怪
我
を
し
た
と
き
は
、
弟
を
相
続
人
に
す
る
口
実
が

母
に
も
で
き
た
と
考
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
弟
は
、
初
め
は
毛
嫌
い
し
て
い
た
、
黒
髪
の
ど
こ
か
「
女
性
的
」
で
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如
才
な
さ
を
持
つ
従
兄
弟
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ー
ラ
ン
ド
と
親
し
く
な
っ
て
い
き
、
学
校
に
も
通
わ
な
く
な
り
、
つ
い
に
は

ク
ロ
ー
ド
の
手
引
き
で
役
者
と
付
き
合
う
よ
う
に
な
る
。

セ
イ
ン
テ
ィ
は
イ
ー
ト
ン
か
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
進
み
、
敬
愛
す
る
教
員
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ニ
ュ
ー
ビ
ー
の
も
と
で
勉

学
に
励
む
が
、
弟
が
役
者
シ
ン
シ
ア
・
ド
・
ベ
ー
ル
と
結
婚
し
、
母
か
ら
勘
当
同
然
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

セ
イ
ン
テ
ィ
の
家
督
相
続
が
決
定
す
る
。
結
婚
し
、
子
ど
も
を
作
る
こ
と
を
母
に
望
ま
れ
、
セ
イ
ン
テ
ィ
の
地
位
と
財

産
を
狙
う
エ
ク
ル
ス
ト
ン
母
子
の
企
み
で
、
セ
シ
リ
ア
・
エ
ク
ル
ス
ト
ン
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
婚
後
、
セ
イ

ン
テ
ィ
に
対
し
、
財
産
と
名
誉
の
た
め
だ
け
に
結
婚
し
た
こ
と
を
シ
シ
ー（
セ
シ
リ
ア
）は
告
白
し
、
セ
イ
ン
テ
ィ
が
そ

れ
を
許
し
た
た
め
、
シ
シ
ー
は
そ
の
後
、
家
に
寄
り
付
か
ず
、
遊
び
歩
く
。
体
面
だ
け
は
保
つ
よ
う
セ
イ
ン
テ
ィ
は
忠

告
す
る
が
、
浮
気
の
噂
を
聞
い
た
後
、
シ
シ
ー
に
妊
娠
し
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
相
手
は
ク
ロ
ー
ド
だ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
離
婚
は
せ
ず
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
自
分
の
子
ど
も
と
し
て
育
て
る
道
を
選
ぶ
。

嫡
子
の
誕
生
を
願
っ
て
い
た
母
は
喜
ぶ
。
し
か
し
そ
の
息
子
は
事
故
で
死
ぬ
。
結
局
は
シ
ン
シ
ア
が
産
ん
だ
弟
の
子
ど

も
が
家
屋
敷
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
暗
示
で
作
品
は
終
わ
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
「
ま
っ
た
く
受
動
的
で
つ
ま
ら
な
い
人
物
」
と
非
難
し
、
エ
デ
ル
が
「
受
動
的
な
男
性
の
あ
り
の
ま

ま
の
歴
史
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
確
か
に
自
分
か
ら
行
動
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
セ
イ
ン
テ
ィ
の
行
動
原
理
で
あ
る
。

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
サ
ム
と
は
対
照
的
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
品
で
も
ス
タ
ー

ジ
ス
は
、
お
よ
そ
物
語
の
主
人
公
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
人
物
を
主
人
公
の
位
置
に
置
く
。
セ
イ
ン
テ
ィ

が
求
め
た
も
の
は
、
テ
ィ
ム
同
様
、
無
条
件
の
愛
で
あ
り
、『
テ
ィ
ム
』
の
分
析
で
見
て
き
た
の
と
同
じ
構
造
が
セ
イ
ン
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テ
ィ
を
め
ぐ
る
物
語
を
動
か
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
で
も
三
角
の
関
係
が
動

因
と
な
る
構
造
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
辺
り
か
ら
始
め
よ
う
。

セ
イ
ン
テ
ィ
は
作
品
の
早
い
段
階
で
弟
と
対
比
さ
れ
る
。
女
性
家
庭
教
師
が
教
え
た
手
芸
を
好
む
セ
イ
ン
テ
ィ
を

「
忌
々
し
い
女
の
子
み
た
い
だ
」（18

）
と
弟
ア
ー
サ
ー
は
の
の
し
り
、「
自
分
は
男
」（18

）
で
あ
る
と
宣
言
し
て
兄
セ
イ

ン
テ
ィ
と
は
違
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
母
も
弟
の
立
場
を
支
持
し
、
手
芸
を
す
る
セ
イ
ン
テ
ィ
の
「
趣
味
の
女
々
し
さ
」

を
な
じ
り
（19

）、「
男
性
的
で
な
い
」（19

）
と
決
め
付
け
る
。
そ
れ
に
対
し
、
自
分
に
は
手
芸
が
必
要
な
の
だ
と
言
い
、

母
に
初
め
て
「
苦
々
し
い
反
抗
心
」（21

）
を
感
じ
る
。
母
に
よ
る
弟
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
男
性
と
し

て
失
格
だ
と
思
い
、
か
え
っ
て
女
性
的
な
趣
味
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

母
と
弟
と
主
人
公
の
三
角
形
を
成
す
関
係
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
の
帰
結
は
、
別
の
関
係
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

弟
ア
ー
サ
ー
へ
の
ク
ロ
ー
ド
の
悪
影
響
を
恐
れ
た
セ
イ
ン
テ
ィ
は
、
弟
に
近
づ
か
な
い
よ
う
ク
ロ
ー
ド
に
忠
告
す
る
が
、

そ
の
と
き
の
セ
イ
ン
テ
ィ
の
様
子
を
ク
ロ
ー
ド
が
、「
ま
る
で
自
分
の
ヒ
ナ
を
守
ろ
う
と
し
て
羽
を
逆
立
て
て
い
る
雌
鳥

み
た
い
」（39

）
と
形
容
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
セ
イ
ン
テ
ィ
が
崇
拝
す
る
大
学
の
若
手
教
員
ジ
ェ
ラ
ル
ド
に
批
判
さ
れ

た
と
き
、
セ
イ
ン
テ
ィ
が
示
す
反
応
が
セ
イ
ン
テ
ィ
の
母
、
レ
デ
ィ
・
チ
ャ
ー
ミ
ン
ト
ン
を
思
わ
せ
た
と
あ
り
、
セ
イ

ン
テ
ィ
の
、
母
と
同
一
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
態
度
が
他
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ー

サ
ー
が
役
者
と
付
き
合
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
母
が
、
自
分
の
お
気
に
入
り
の
息
子
が
肉
欲
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
を

嘆
き
、
そ
の
母
の
気
持
ち
を
セ
イ
ン
テ
ィ
が
思
い
や
る
場
面
で
、「
よ
り
た
く
ま
し
い
弟
と
の
関
係
で
見
た
場
合
に
何
か

女
性
的
で
母
性
的
な
も
の
」（158

）
が
あ
る
と
さ
れ
、
他
人
の
感
情
へ
の
異
常
な
気
遣
い
の
た
め
に
、「
男
性
と
し
て
は
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珍
し
く
、
母
の
苦
悩
を
あ
り
あ
り
と
目
に
し
た
」（158

）
と
語
り
手
も
語
り
、
ク
ロ
ー
ド
や
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
観
察
を
裏
書

す
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
母
を
頂
点
と
す
る
三
角
形
の
中
で
、
弟
と
自
分
と
を
対
比
す
る
関
係
に
置
か
れ
、
セ
イ
ン
テ
ィ

は
そ
こ
で
自
分
を
母
と
同
一
化
す
る
方
向
に
向
け
、
自
分
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
規
定
し
て
い
く
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー

に
な
ら
え
ば
、
セ
イ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
だ
。

母
と
自
己
同
一
化
す
る
セ
イ
ン
テ
ィ
が
女
性
と
の
結
婚
に
向
か
う
に
は
、
大
き
な
力
が
必
要
だ
。
一
つ
に
は
、
セ
イ

ン
テ
ィ
の
財
産
を
狙
う
エ
ク
ル
ス
ト
ン
母
子
の
側
の
企
み
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
結
婚
へ
と
向
か
う
た
め
に
は
セ
イ

ン
テ
ィ
自
身
が
女
性
と
の
関
係
を
指
向
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
は
こ
こ
で
も
様
々
な
三
角
形
の
関
係
が
使
わ
れ
て
い
る
。

結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
シ
シ
ー
と
い
う
女
性
を
は
じ
め
て
見
た
と
き
、「
と
て
も
可
愛
い
」
と
思
う
（77

）。
た
だ
し
、
そ

の
と
き
セ
イ
ン
テ
ィ
が
考
え
た
の
は
、「
彼
女
と
弟
が
カ
ッ
プ
ル
に
な
れ
ば
、
な
ん
て
素
敵
な
ん
だ
ろ
う
」（78

）
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
別
の
力
が
作
用
す
る
。
ク
ロ
ー
ド
が
エ
イ
ミ
ー
・
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
と
い
う
女
性
と
密

会
し
て
い
る
現
場
を
セ
イ
ン
テ
ィ
は
目
に
し
て
い
る
が
、
シ
シ
ー
を
見
て
可
愛
い
と
思
っ
た
場
面
の
直
後
、
ク
ロ
ー
ド

が
シ
シ
ー
に
声
を
か
け
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
現
場
を
目
撃
し
た
セ
イ
ン
テ
ィ
に
、「
あ
る
衝
動
が
沸
き
起
こ
り
」、「
自

分
で
も
何
か
ら
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
彼
女
を
救
う
」（78

）
こ
と
を
考
え
る
の
だ
。

セ
イ
ン
テ
ィ
の
成
人
の
祝
い
に
や
っ
て
き
た
学
友
の
一
人
が
、
成
人
の
祝
い
の
様
子
を
題
材
に
小
説
を
出
版
す
る
。

そ
の
中
で
は
、
ア
ー
サ
ー
が
主
人
公
と
な
り
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
ク
ロ
ー
ド
を
思
わ
せ
る
敵
役
に
恋
す
る
資
産
家
の
娘
と

い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。「
欲
望
す
る
主
体
」
と
「
欲
望
さ
れ
る
対
象
」
の
関
係
に
は
、
往
々
に
し
て
「
主
体
」
と
ラ

イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
「
媒
体
」
が
存
在
し
、
そ
の
三
角
形
に
お
い
て
、「
主
体
」
と
「
対
象
」
と
の
関
係
よ
り
も
む
し
ろ
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「
主
体
」
と
「
媒
体
」
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
と
説
く
、
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
の
論
を
こ
こ
で
思
い
出
し
て
も
よ
い
と
思

わ
れ
る
が（G

irard 1–52

）、
本
来
セ
イ
ン
テ
ィ
が
欲
望
を
抱
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
対
象
の
ク
ロ
ー
ド
で
は
な
く
、
媒

体
で
あ
る
シ
シ
ー
に
セ
イ
ン
テ
ィ
の
欲
望
は
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
ク
ロ
ー
ド
を
め
ぐ
る
も
う
一

つ
の
三
角
関
係
が
介
在
す
る
。
シ
シ
ー
が
ク
ロ
ー
ド
と
付
き
合
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
エ
イ
ミ
ー
と
ク
ロ
ー
ド
を
取
り
合

う
三
角
関
係
に
発
展
す
る
か
ら
だ
。
シ
シ
ー
を
救
い
た
い
と
セ
イ
ン
テ
ィ
が
思
っ
た
と
き
、「
何
か
ら
か
と
い
う
こ
と
は

わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
を
紹
介
し
た
が
、「
何
か
ら
か
」
を
あ
え
て
示
せ
ば
、
ク
ロ
ー
ド
を
取
り
合
う
三
角
関

係
、
も
し
く
は
、
そ
う
い
っ
た
三
角
関
係
に
な
る
の
を
い
と
わ
な
い
従
兄
弟
ク
ロ
ー
ド
の
「
極
悪
非
道
さ
」（332

）
で
あ

ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
シ
シ
ー
を
救
い
出
す
正
義
の
味
方
と
い
う
像
と
自
己
同
一
化
し
、
そ
の
結
果
女

性
を
愛
す
る
男
性
と
い
う
自
己
像
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

弟
を
悪
の
道
か
ら
救
い
出
す
「
母
」
の
役
割
を
演
じ
、
母
と
自
己
同
一
化
し
て
い
る
と
セ
イ
ン
テ
ィ
は
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
母
か
ら
、
同
情
す
る
よ
う
な
振
り
を
し
て
嘘
を
つ
い
て
い
た
と
な
じ
ら
れ
、「
あ
ま
り
に
性
的
に
冷
淡

（sexless

）で
哀
れ
な
生
き
物
な
の
で﹇
ア
ー
サ
ー
に
﹈誘
惑
が
降
り
か
か
っ
て
い
る
の
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
」（158

）

と
の
の
し
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
母
は
怒
り
の
手
紙
を
ア
ー
サ
ー
に
宛
て
て
書
く
。
そ
れ
を
読
ん
だ
ア
ー
サ
ー
は
役
者

シ
ン
シ
ア
と
の
結
婚
を
宣
言
し
、
母
は
ア
ー
サ
ー
を
勘
当
同
然
の
扱
い
を
す
る
。
そ
の
結
果
、
シ
シ
ー
の
こ
と
を
思
う

と
き
、
自
分
で
も
自
分
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
の
司
祭
の
よ
う
に
隔
絶
さ
れ
、
性
的
に
冷
淡
な
存
在（a sexless being

）」

（180

）
で
あ
る
と
思
う
も
の
の
、
こ
こ
で
論
理
の
逆
転
が
起
こ
る
瞬
間
が
あ
る
。
弟
と
い
う
三
角
形
の
一
角
を
失
っ
た
セ

イ
ン
テ
ィ
に
、
い
く
ら
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
女
性
的
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
男
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
に
は
、
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女
を
好
き
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
男
性
性
（the m

anhood

）」
が
発
動
す
る
の
で
あ
る
。

心
の
奥
深
く
で
、
自
分
の
無
能
さ
の
正
体
を
わ
か
っ
て
い
た
。
障
害
と
な
っ
て
い
た
の
は
容
姿
が
美
し
く
な
い
こ

と
で
は
な
く
、
不
自
由
な
足
の
た
め
で
も
な
く
、
惨
め
な
生
ま
れ
つ
き
の
女
々
し
さ
（effem

inacy

）
で
あ
っ
た
。

男
は
そ
ん
な
に
非
文
化
的
（uncouth

）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
彼
の
中
の
男
性
性
（the 

m
anhood

）
が
緊
急
事
態
と
思
っ
て
異
性
に
対
し
て
声
を
上
げ
、
降
伏
す
る
よ
う
命
じ
た
。（180

）

こ
の
よ
う
に
、
セ
イ
ン
テ
ィ
に
強
制
的
異
性
愛
が
作
動
す
る
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
の
「『
笑
う
男
』
に
登
場

す
る
不
幸
な
怪
物
と
同
様
の
幸
運
が
降
り
注
ぎ
、
目
の
不
自
由
な
少
女
と
出
会
う
の
だ
」（180

）
と
か
、「
魔
法
に
か
け

ら
れ
獣
に
な
っ
て
い
た
が
、
本
当
の
姿
に
戻
る
」（181

）
の
だ
と
い
っ
た
、
当
時
流
行
し
て
い
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
補
強

と
な
り
う
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
い
て
も
よ
い
。
特
定
の
誰
か
に
欲
望
を
抱
く
こ
と
も
な
く
、
何
も
考
え
ず
、

た
だ
手
芸
が
好
き
だ
っ
た
セ
イ
ン
テ
ィ
は
、
テ
ィ
ム
と
同
様
、
カ
ー
カ
フ
も
述
べ
る
よ
う
に
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
存
在

だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ま
ず
は
母
と
弟
と
の
三
角
形
の
関
係
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
、
ク
ロ
ー

ド
を
め
ぐ
る
二
つ
の
三
角
関
係
の
中
で
「
結
婚
」
と
い
う
強
制
的
異
性
愛
に
組
み
込
ま
れ
、
弟
が
あ
る
意
味
で
は
存
在

し
な
く
な
っ
た
段
階
に
な
る
と
、「
い
く
つ
か
の
点
で
は
ま
る
で
女
み
た
い
」（180

）
と
い
う
シ
シ
ー
の
母
の
言
葉
を
、

セ
イ
ン
テ
ィ
は
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

様
々
な
三
角
形
を
成
す
関
係
の
力
学
を
受
け
、
主
人
公
が
強
制
的
異
性
愛
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
く
過
程
を
追
っ
て
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み
た
。
し
か
し
と
言
う
べ
き
か
、
だ
か
ら
こ
そ
と
言
う
べ
き
か
、
セ
イ
ン
テ
ィ
に
は
強
制
的
異
性
愛
を
、
完
全
に
は
内

面
化
し
て
い
な
い
面
が
あ
る
。「
と
き
ど
き
彼
は
、
愛
し
愛
さ
れ
る
正
常
で
幸
福
な
階
層
の
人
々
に
混
じ
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
て
、
興
奮
を
感
じ
て
み
よ
う
と
し
た
」（202

）
と
あ
る
。
し
か
も
、
夫
婦
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
た
ま
に
抱
擁
を

す
る
く
ら
い
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
き
、「
あ
ま
り
に
も
繊
細
な
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
求
愛
の
単

な
る
肉
体
的
な
側
面
は
彼
の
想
像
力
に
訴
え
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」（204

）
と
あ
る
。
要
す
る
に
セ
イ
ン
テ
ィ
は
シ

シ
ー
に
対
し
性
的
な
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
財
産
の
た
め
だ
け
に
自
分
と
結
婚
し

た
妻
シ
シ
ー
の
苦
境
に
対
し
て
理
解
を
示
す
余
裕
や
、
自
分
の
子
ど
も
で
は
な
い
子
ど
も
に
示
す
愛
情
は
、
強
制
的
異

性
愛
に
つ
な
が
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
疑
問
を
結
果
的
に
提
示
す
る
。

結
婚
後
、
二
人
で
生
活
を
始
め
た
と
き
、
シ
シ
ー
が
寝
室
に
行
こ
う
と
し
な
い
の
で
、
そ
の
理
由
を
問
い
た
だ
す
と
、

財
産
上
の
理
由
か
ら
結
婚
を
し
た
け
れ
ど
セ
イ
ン
テ
ィ
の
こ
と
を
嫌
悪
し
て
お
り
、
一
緒
に
寝
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

シ
シ
ー
は
言
う
。
結
婚
な
ど
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、「
良
い
」
結
婚
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
少
女
た
ち
の
夢
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
母
に
見
張
ら
れ
自
分
の
正
直
な
気
持
ち
を
言
う
こ
と
も
で
き
ず
、
シ
シ
ー
は
結
婚
に
追
い
や
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
告
白
し
、
セ
イ
ン
テ
ィ
に
「
鼻
持
ち
な
ら
な
い
態
度
を
と
っ
た
」（223

）
こ
と
を
認
め
る
シ

シ
ー
に
対
し
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
同
情
を
禁
じ
え
ず
、
彼
女
の
む
ご
い
仕
打
ち
も
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
。

セ
イ
ン
テ
ィ
は
彼
女
の
こ
と
を
好
き
に
な
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
女
の
も
の
の
見
方
に
対
し
大
い
に

賛
意
を
感
じ
、
彼
女
が
抱
い
た
に
違
い
な
い
苦
し
み
に
対
し
て
哀
れ
み
を
感
じ
始
め
た
の
で
、
彼
女
の
自
分
に
対
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す
る
不
当
な
行
い
も
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
っ
た
。（223

）

セ
イ
ン
テ
ィ
は
、
自
分
は
愛
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
傷
つ
く
べ
き
「
虚
栄
心
」
も
「
自
己
愛
」

（227

）
も
持
ち
合
わ
せ
な
い
と
思
い
、「
生
ま
れ
な
が
ら
に
愛
し
愛
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」（228

）
シ
シ
ー
が
愛
を
選
ば

ず
、
財
産
の
た
め
だ
け
に
結
婚
す
る
と
い
う
「
紙
の
王
冠
」（228

）
を
選
ば
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
は
、「
生
ま
れ
な

が
ら
」
の
問
題
で
は
な
く
、「
彼
女
の
母
の
俗
臭
の
犠
牲
」（228

）
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
セ
イ
ン
テ
ィ
は
結
婚

と
い
う
手
段
を
と
る
し
か
な
い
女
性
た
ち
の
視
線
に
自
分
の
視
線
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
に
よ
り
読
者
に

は
、
裕
福
な
生
活
を
送
る
に
は
結
婚
と
い
う
手
段
し
か
持
た
な
い
と
い
う
、
当
時
の
女
性
の
置
か
れ
た
立
場
が
見
え
て

く
る
。

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
シ
シ
ー
が
ク
ロ
ー
ド
と
の
間
に
も
う
け
た
子
ど
も
に
寄
せ
る
セ
イ
ン
テ
ィ
の
愛
情

で
あ
る
。
愛
す
る
男
と
の
間
の
子
ど
も
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
親
で
あ
る
シ
シ
ー
が
愛
情
を
か
け
な
い
こ
と
に

対
し
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
「
そ
の
哀
れ
な
生
き
物
が
少
な
く
と
も
暖
か
い
と
こ
ろ
に
い
て
、
十
分
な
食
べ
物
を
与
え
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
の
は
自
分
の
義
務
だ
」
と
思
う
（307
）。
さ
ら
に
、
赤
ん
坊
が
小
さ
な
指
を
自
分
の
指
に
絡
ま
せ
て
き
た

と
き
、
自
分
は
「
捕
え
ら
れ
た
者
（prisoner

）」
に
な
っ
た
と
思
い
、「
感
謝
の
気
持
ち
で
有
頂
天
に
な
っ
た
」
と
あ
る

（303

）。
ロ
ス
・
ポ
ス
ノ
ッ
ク
が
、「
タ
イ
ト
ル
の
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
と
い
う
名
を
持
つ
女
性
的
な
ヒ
ー
ロ
ー
は
深

い
同
情
心
を
持
っ
て
い
て
、
他
の
男
を
父
に
持
つ
幼
い
息
子
を
自
分
の
子
ど
も
と
し
て
養
う
こ
と
で
、
そ
の
気
持
ち
が

十
分
に
満
た
さ
れ
る
」（Posnock n. p.

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
父
系
性
社
会
に
お
け
る
結
婚
の
枠
か
ら
は
み
出
る
愛
情
と
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言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

赤
ん
坊
を
自
分
の
子
ど
も
と
認
め
る
決
心
を
す
る
前
、
セ
イ
ン
テ
ィ
を
「
父
性
へ
の
渇
望
が
と
ら
え
」、「
本
当
の
自

分
の
子
ど
も
が
い
れ
ば
ど
ん
な
に
大
事
に
思
っ
た
こ
と
か
」（309

）
と
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
彼
が
思
う
の
は
、
元
を
た
ど

れ
ば
母
が
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
愛
し
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。「
自
分
の
個
性
の
魅
力
そ
の
も
の
」
を
認
め
て
く
れ

る
人
が
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
無
条
件
の
愛
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
過
去
が
、
セ
イ
ン
テ
ィ
の
人
生
を
歪
め
、
自
分
で
も

何
を
願
う
の
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
母
は
、
彼
女
な
り
の
厳
し
い
や
り
方
で
彼
を
愛
し
て
い
た
。
自
分
の
息
子
で
あ
っ
た
か
ら
。
他
の
者
は
、
叔

父
の
よ
う
に
彼
を
哀
れ
に
思
う
か
、
そ
れ
と
も
彼
に
対
す
る
義
務
を
果
た
す
だ
け
だ
っ
た
。
ま
た
他
の
者
は
、
彼

か
ら
得
ら
れ
る
と
思
う
も
の
の
た
め
に
、
彼
に
注
意
を
払
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
生
き
て
き
た
中
で
、
彼
の
持
つ

魅
力
で
彼
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
人
が
い
た
か
ど
う
か
、
彼
に
は
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。（309

）

最
後
の
章
に
至
り
、
赤
ん
坊
が
死
ぬ
場
面
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
赤
ん
坊
の
死
は
、
こ
の
作
品
が
目
指
す
目
的
か

ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
最
終
章
の
直
前
の
章
で
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
「
無
垢
な
る
心
」
を
持

つ
赤
ん
坊
が
、
将
来
銃
を
使
う
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
自
ら
に
問
う
場
面
が
あ
る
。
セ
イ
ン
テ
ィ
は
、「
自
分

の
愛
す
る
も
の
に
は
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
完
璧
な
姿
を
願
っ
た
。
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
上
で
付
き
合
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
の
間
で
、
自
分
自
身
が
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
不
利
な
立
場
に
、
子
ど
も
が
置
か
れ
る
と
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考
え
る
の
は
嫌
だ
っ
た
」（322

）
と
考
え
、
子
ど
も
が
将
来
、
銃
を
使
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
う
セ
イ
ン
テ
ィ
は
「
射

撃
を
し
た
く
な
い
、
射
撃
な
ん
て
嫌
い
だ
」
と
思
っ
て
い
た
。
射
撃
の
た
め
に
、「
自
分
は
他
の
人
と
は
違
っ
て
い
て
、

人
生
に
お
け
る
自
分
の
位
置
に
、
絶
望
的
に
、
矯
正
で
き
な
い
ほ
ど
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
（108
）。
無
条
件
の
愛
を
求
め
た
セ
イ
ン
テ
ィ
で
あ
っ
た
が
、
彼
自
身
が
「
父
性
」
に
囚
わ
れ
た
と
き
、
自
分
の
子
ど

も
が
「
他
の
人
と
違
う
」
存
在
と
な
る
こ
と
を
望
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
す
で
に
、
自
分
が
手
に
入
れ
る
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
無
条
件
の
愛
を
、
自
分
も
将
来
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
自
ら
証
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
運
命
に
よ
る
最
後
の
復
讐
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。

ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
見
え
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

今
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
テ
ィ
ム
に
し
て
も
セ
イ
ン
テ
ィ
に
し
て
も
、
出
発
点
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
意
味
で

も
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
意
味
で
も
色
付
け
が
成
さ
れ
て
い
な
い
状
態
、
つ
ま
り
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
状
態
だ
っ
た
。

し
か
し
、
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
物
に
は
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
「
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
」
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
男

と
女
、
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
い
う
二
分
法
を
基
盤
と
す
る
強
制
的
異
性
愛
に
飲
み
込
ま
れ

て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
無
条
件
の
愛
を
与
え
て
く
れ
な
い
父
の
た
め
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
飲
み
込
ま

れ
る
テ
ィ
ム
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
に
自
己
同
一
化
し
、
最
後
は
自
ら
の
死
を
も
っ
て
無
条
件
の
愛
を
体
現

す
る
こ
と
で
父
に
対
し
て
復
讐
し
た
。
セ
イ
ン
テ
ィ
は
、
家
督
の
相
続
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
、
結
婚
と
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い
う
性
の
シ
ス
テ
ム
に
絡
め
取
ら
れ
、「
男
」
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
が
歩
む
道
、「
世
間
に
流
通
す
る
物
語
の
主
人
公
」

が
歩
む
道
を
目
指
さ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
結
果
悲
劇
に
巻
き
込
ま
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
二
人
と
も
対
比
を
生
じ
さ
せ

る
関
係
の
中
に
置
か
れ
る
と
、
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
既
存
の
物
語
を
生
き
る
こ
と
に
な
り
、
悲
劇

の
主
人
公
と
な
る
し
か
な
い
。
テ
ィ
ム
と
セ
イ
ン
テ
ィ
の
二
人
は
、
出
発
点
で
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
も
そ
も
自
分
の
色
を
定
義
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
関
係
の
中
に
お
い
て
色
づ
け
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
主
人
公
に
な
る
、

そ
う
い
う
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

ポ
ス
ノ
ッ
ク
は
、「
ス
タ
ー
ジ
ス
の
三
番
目
で
も
っ
と
も
よ
く
で
き
た
小
説
、『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
は
、
無
視
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
功
績
だ
。
特
に
、
文
化
の
面
で
も
政
治
的
に
も
、
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
点
か
ら
言
っ
て
も
、
十
九
世

紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
貴
族
階
級
が
持
つ
コ
ー
ド
と
ま
っ
た
く
そ
り
が
合
わ
な
い
男
を
描
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
無
視

で
き
な
い
功
績
で
あ
る
」（Posnock n. p.
）
と
評
価
す
る
。
す
べ
て
の
人
は
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
に
応
じ
、
そ
の
状
況

の
求
め
る
コ
ー
ド
に
沿
っ
て
、
自
己
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
、
作
品
が
舞
台
に
す
る
十
九
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
も
、
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
結
び
つ
い
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
強
制
的
異
性
愛
の
コ
ー
ド

が
形
成
さ
れ
て
い
く
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
性
へ
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
抱
く
作
家
は
、
世
間
か
ら
は
見
え

な
い
方
法
で
、
そ
の
欲
望
を
表
象
す
る
方
法
を
模
索
し
た
。
そ
う
い
っ
た
軌
跡
を
跡
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
例
え

ば
最
初
に
紹
介
し
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
『
デ
イ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
図
書
館
』
で
あ
る
。
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
、「
主
人
公
は
性
的
に

冷
淡
（sexless

）」
だ
が
、「
小
説
全
体
を
通
し
、
セ
イ
ン
テ
ィ
は
一
心
に
男
性
の
肉
体
的
な
属
性
に
注
意
を
払
う
が
、

（
女
性
の
肉
体
的
属
性
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
い
）」
と
分
析
す
る
（G

ifford 77

）。
し
か
し
、
そ
の
分
析
は
、
今
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ま
で
論
じ
て
き
た
主
人
公
の
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
考
え
れ
ば
、
批
評
家
自
身
の
願
望
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
て
し
ま
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
セ
イ
ン
テ
ィ
を
「
ま
っ
た
く
受
動
的
で
つ
ま
ら
な
い
人
物
」
だ
と
考
え
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
は
「
受

動
的
な
男
性
の
あ
り
の
ま
ま
の
歴
史
」
を
描
く
作
品
だ
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
エ
デ
ル
は
言
う
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ

シ
ズ
ム
を
描
く
こ
と
を
求
め
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
は
、
ス
タ
ー
ジ
ス
の
真
意
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
受
動
的
な

男
」
と
は
、
そ
も
そ
も
能
動
的
に
恋
愛
の
相
手
を
求
め
る
欲
望
を
持
た
な
い
人
物
と
い
う
意
味
だ
と
解
釈
す
れ
ば
、
納

得
が
い
く
。「
デ
リ
カ
シ
ー
を
ま
っ
た
く
理
解
し
な
い
人
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
う
ま
く
行
か
な
い
」
と
評
し
、
自
ら

も
『
果
て
し
な
き
旅
』（
一
九
〇
七
年
）
で
能
動
的
に
動
く
こ
と
の
な
い
主
人
公
を
描
い
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
も
し
か

す
る
と
わ
か
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。「
テ
ィ
ム
の
力
は
、
ど
ん
な
性
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
は
め
込
ま
れ
る
の
も

拒
否
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」（K

irchhoff 430

）と
分
析
し
、「
セ
イ
ン
テ
ィ
の
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
指
摘
し
た
カ
ー

カ
フ
は
、
筆
者
の
見
解
と
と
て
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
し
か
し
、
カ
ー
カ
フ
は
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
注
目
し
き

れ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
こ
そ
、『
テ
ィ
ム
』
と
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
両
方
の
、
プ
ロ
ッ
ト
を
形

成
す
る
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
両
面
で

色
づ
け
さ
れ
て
い
く
主
人
公
を
二
つ
の
作
品
を
通
し
て
行
っ
た
、
ス
タ
ー
ジ
ス
の
意
図
が
十
分
に
見
え
て
こ
な
い
と
思

え
る
か
ら
だ
。

A
・
C
・
ベ
ン
ソ
ン
は
ス
タ
ー
ジ
ス
を
評
し
、「
彼
は
け
ち
で
あ
っ
た
り
ず
る
か
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人

だ
っ
た
。
す
べ
て
を
許
す
愛
の
秘
密
を
持
っ
て
い
た
」（293

）
と
書
い
て
い
る
。
カ
ー
カ
フ
が
論
じ
る
よ
う
に
、
ス
タ
ー
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ジ
ス
は
自
分
が
描
き
た
い
主
題
を
描
く
手
法
を
生
み
出
す
力
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
発
明
す
る
想
像
力
、
も
し
く
は
意
志
に

欠
け
て
い
た
」（440

）
こ
と
が
、『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
以
降
、
小
説
を
書
く
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
ベ
ン
ソ
ン
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
作
品
で
描
こ
う
と
し
た
無
条
件
の
愛
の
与
え
手
と
し
て
の
テ
ィ
ム

や
セ
イ
ン
テ
ィ
を
、
ス
タ
ー
ジ
ス
は
現
実
生
活
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
品
を
書
き
続
け
る
活

力
を
失
っ
た
の
は
、
そ
の
辺
り
と
関
係
す
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。

セ
イ
ン
テ
ィ
は
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
『
果
て
し
な
き
旅
』
の
主
人
公
リ
ッ
キ
ー
・
エ
リ
オ
ッ
ト
を
予
感
さ
せ
る
と
、

ヒ
ュ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
書
い
て
い
る
（1

9
＊13

）。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
結
び
つ
き
、「
唯
一
つ
の

『
正
し
い
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
の
規
範
」（
竹
村
37
）
と
し
て
の
強
制
的
異
性
愛
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
く
時
代
に
、

ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
物
が
主
人
公
に
さ
せ
ら
れ
て
い
く
人
物
を
ス
タ
ー
ジ
ス
は
描
い
た
。
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

問
題
は
見
え
に
く
い
。
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
お
い
て
す
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
縁
辺
に
お
か
れ
て
い

る
こ
と
が
、
よ
う
や
く
認
識
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
だ
。
そ
う
い
っ
た
見
え
に
く
い
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

問
題
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
ス
タ
ー
ジ
ス
自
身
と
彼
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
ジ
ェ

イ
ム
ズ
作
品
が
逆
照
射
さ
れ
て
見
え
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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第
三
章

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
鳩
の
翼
』

ケ
イ
ト
の
愛
と
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
可
能
性

「
受
動
的
」
な
人
物
を
め
ぐ
っ
て

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
一
八
九
七
年
頃
よ
り
ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
ジ
ス
と
親
し
い
交
友
関
係

を
持
っ
て
い
た
。『
鳩
の
翼
』
の
執
筆
に
取
り
か
か
る
前
年
の
一
九
〇
〇
年
、
ス
タ
ー
ジ
ス
の
三
作
目
、『
ベ
ル
チ
ェ
ン

バ
ー
』（
一
九
〇
四
年
）
を
読
ん
だ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
主
人
公
の
人
物
設
定
を
批
判
し
、「
ま
っ
た

く
受
動
的
で
つ
ま
ら
な
い
人
物
」
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
指
摘
し
た10
＊

。『
鳩
の
翼
』
の
執
筆
開
始
は
そ
の
批
判
か
ら
ほ

ぼ
一
年
後
で
あ
る
。『
鳩
の
翼
』
の
主
要
人
物
の
一
人
、
ミ
リ
ー
・
シ
ー
ル
を
描
く
際
、
ス
タ
ー
ジ
ス
に
対
す
る
指
摘
は

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
C
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ミ

リ
ー
は
「
よ
り
受
動
的
な
方
向
に
動
い
て
行
き
」、「
最
後
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
彼
女
を
小
説
か
ら
消
し
去
る
」（Fow

ler 61

）

と
も
言
え
る11
＊

。
し
か
し
、
受
動
的
で
あ
る
こ
と
が
「
つ
ま
ら
な
い
人
物
」
を
意
味
す
る
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
考
え
て
い
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な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
ア
ン
＝

マ
リ
ー
・
プ
リ
ー
ス
ト
は
、
ミ
リ
ー
の
「
自
己
放
棄
は
受
動
性
（passivity

）
を
越
え

激
情
（passion

）
に
至
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
（Priest 163

）、
ミ
リ
ー
の
「
人
間
的
関
心
事
」
が
、「
彼
女
に
関
す
る
他

の
人
の
態
度
を
否
応
な
し
に
決
定
す
る
。
彼
ら
は
影
響
を
受
け
、
い
わ
ば
ミ
リ
ー
を
め
ぐ
る
行
為
の
一
部
と
な
る
」

（Jam
es, “Preface to the N

ew
 Y

ork E
dition ” 5

）と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
の
前
書
き
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
説
明
し
て
い
る
。
ジ
ョ

ン
・
カ
ー
ロ
ス
・
ロ
ウ
の
言
い
方
に
従
え
ば
、「
ミ
リ
ー
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
（
中
略
）
と
い
う
ア
イ
コ
ン
そ
の
も
の
が
意

味
深
長
に
な
る
の
は
、
他
の
人
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
だ
」（R

ow
e 136

）と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
ミ
リ
ー

は
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
ミ
リ
ー
は
色
々
な
人
の
人
生
に
、
結
果
的
に
ド
ラ
マ
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
考
え
れ
ば
、
受
動
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
存
在
の
積
極
的
な
意
味
を
担
わ
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
の
起
爆
剤
に
な
れ
な
い
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』
の
主
人
公
セ
イ
ン
テ
ィ
の
人
物
設
定
を
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
批
判
し
た
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
だ
。

た
だ
し
、
ス
タ
ー
ジ
ス
に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
受
動
的
な
人
物
が
他
の
人
物
に
与
え
る
影
響
で
は
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
て
、
受
動
的
に
し
か
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
自
身
に
関
心
が
あ
っ
た
。
性
的
な
も
の
に
感
応
す
る

こ
と
の
な
い
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
物
へ
の
関
心
で
あ
り
、
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

夢
を
見
る
こ
と
の
な
い
人
物
、
つ
ま
り
、
通
俗
的
な
意
味
で
の
ロ
マ
ン
ス
の
主
人
公
に
な
る
資
質
を
本
来
的
に
持
た
な

い
人
物
へ
の
関
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主
人
公
ミ
リ
ー
は
、
ロ
マ
ン
ス
と
い
う
ド
ラ
マ
の
主
人

公
で
あ
る
こ
と
が
周
囲
の
人
物
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
ミ
リ
ー
自
身
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

夢
を
見
る
人
物
な
の
だ
。
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作
品
は
、
上
流
人
士
と
の
結
婚
を
願
う
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
が
、
父
に
会
い
に
行
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
ケ
イ
ト
は

マ
ー
ト
ン
・
デ
ン
シ
ャ
ー
と
い
う
新
聞
記
者
と
出
会
い
、
恋
に
落
ち
る
が
、
経
済
的
な
理
由
で
結
婚
で
き
そ
う
に
な
い
。

場
面
変
わ
っ
て
、
孤
児
と
な
り
莫
大
な
遺
産
を
手
に
し
た
ミ
リ
ー
・
シ
ー
ル
に
焦
点
が
移
る
。
お
付
き
の
ス
ー
ザ
ン
・

シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ン
ガ
ム
と
共
に
旅
に
出
る
が
、
や
り
た
い
こ
と
は
人
と
出
会
う
こ
と
だ
と
ミ
リ
ー
は
わ
か
り
、

病
気
の
治
療
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
ス
ー
ザ
ン
の
旧
友
を
頼
っ
て
ロ
ン
ド
ン
に
来
る
。
旧
友
モ
ー
ド
・
マ
ニ
ン
ガ
ム
・
ラ

ウ
ダ
ー
は
姪
の
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
と
暮
ら
し
て
い
る
。
ケ
イ
ト
は
ミ
リ
ー
と
親
し
く
な
っ
て
い
く
が
、
一
計
を
案
じ
、

ミ
リ
ー
と
マ
ー
ト
ン
を
結
び
つ
け
、
財
産
を
手
に
入
れ
よ
う
と
画
策
す
る
。
ケ
イ
ト
を
上
流
人
士
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と

考
え
る
叔
母
に
と
っ
て
も
、
ケ
イ
ト
が
マ
ー
ト
ン
を
諦
め
る
の
は
好
ま
し
い
こ
と
だ
。
マ
ー
ク
卿
が
ケ
イ
ト
の
結
婚
相

手
の
候
補
と
し
て
登
場
し
、
マ
ー
ト
ン
は
ロ
ー
マ
に
移
住
し
た
ミ
リ
ー
を
追
い
か
け
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

マ
ー
ト
ン
と
ケ
イ
ト
の
関
係
を
知
っ
た
マ
ー
ク
卿
が
ミ
リ
ー
に
告
げ
口
を
す
る
。
そ
の
後
、
病
気
の
悪
く
な
っ
た
ミ
リ
ー

は
亡
く
な
り
、
彼
女
の
死
後
、
送
ら
れ
た
お
金
を
前
に
、
ケ
イ
ト
と
マ
ー
ト
ン
と
は
、
二
人
の
関
係
を
続
け
る
か
ど
う

か
話
し
合
う
と
こ
ろ
で
幕
切
れ
と
な
る
。

お
付
き
の
女
性
、
ス
ー
ザ
ン
・
シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
に
よ
っ
て
ミ
リ
ー
は
、
何
度
も
「
プ
リ
ン
セ
ス
」
と
規
定
さ
れ
る
。

ま
ず
は
ス
ー
ザ
ン
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
、
次
に
は
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
、
そ
し
て
モ
ー
ド
・
ラ
ウ
ダ
ー
に
よ
っ
て
後

押
し
さ
れ
、
ミ
リ
ー
は
マ
ー
ト
ン
を
恋
す
る
ロ
マ
ン
ス
の
王
女
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
ロ
マ
ン
ス
の
主

人
公
た
る
王
女
に
は
、
最
終
的
に
は
性
愛
の
相
手
と
し
て
の
王
子
が
必
要
な
の
だ
。
ミ
リ
セ
ン
ト
・
ベ
ル
は
、「
ミ
リ
ー

は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
、
ま
だ
愛
し
、
愛
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
人
物
で
あ
る
の
は
重
要
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
、
究
極
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的
に
性
的
な
意
味
で
は
本
当
に
『
生
き
て
き
た
』
と
は
決
し
て
言
え
な
い
ミ
リ
ー
の
状
況
の
本
質
で
あ
る
」（B

ell, 

M
eaning 311

）
と
述
べ
る
が
、
今
ま
で
に
性
的
な
意
味
で
生
き
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と

が
性
的
な
意
味
で
生
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
性
的
な
欲
求
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
、
作
品
は

強
力
に
暗
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
ロ
マ
ン
ス
の
主
人
公
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
背
後
に
は
、
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
性

愛
へ
の
欲
望
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
鳩
」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
聖
書
の
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
に
求

め
、
ダ
ビ
デ
王
の
晩
年
を
慰
め
た
シ
ュ
ラ
ム
の
女
の
目
が
「
鳩
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
く
れ
る
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
H
・
ハ
ー
シ
ュ
に
な
ら
え
ば
（H

irsch 49

）、
ミ
リ
ー
が
「
鳩
」
に
喩
え
ら
れ
る
の
は
、
本
来
的
に
は
性
愛

の
象
徴
で
あ
る
こ
と
の
暗
示
と
解
釈
で
き
る
可
能
性
が
あ
る12
＊

。

ミ
リ
ー
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
作
品
中
、
結
び
つ
く
よ
う
描
か
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
例
え
ば
ヒ
ュ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、「
ミ
リ
ー
を
描
写
す
る
と
き
、
あ
か
ら
さ
ま
に
性
的
な
語
を
用
い
る
の
を

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
控
え
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ミ
リ
ー
が
性
的
で
は
な
い（not sexualized

）こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
性
的
な
も
の
（the sexual

）
は
こ
の
小
説
を
支
配
す
る
高
揚
し
た
感
情
、
す
な
わ
ち
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
を

表
現
す
る
言
葉
づ
か
い
に
充
満
し
て
い
る
か
ら
だ
」（Stevens 39

）
と
、
ミ
リ
ー
が
性
的
な
存
在
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘

す
る
。
ハ
ー
シ
ュ
は
、
ミ
リ
ー
と
性
愛
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
ミ
リ
ー
を
「
鳩
」
と
呼
ぶ
の
は
、「
興

味
深
い
こ
と
に
恋
人
で
は
な
く
ラ
イ
バ
ル
た
る
女
性
の
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
で
あ
る
」（49

）
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
ロ

マ
ン
ス
の
主
人
公
と
し
て
祭
り
上
げ
、
性
愛
の
象
徴
た
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
込
み
な
が
ら
、
性
愛
と
は
無
縁
に
思
わ
れ

る
描
き
方
を
す
る
の
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ハ
ー
シ
ュ
が
「
興
味
深
い
」
と
考
え
る
こ
と
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が
で
き
る
の
は
、
ミ
リ
ー
の
「
恋
人
」
は
マ
ー
ト
ン
・
デ
ン
シ
ャ
ー
、
つ
ま
り
男
性
で
あ
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら

だ
。
ミ
リ
ー
の
恋
の
相
手
が
女
性
、
具
体
的
に
は
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
で
あ
る
と
仮
定
で
き
れ
ば
、
ミ
リ
ー
を
鳩
と
呼
ぶ

の
が
ケ
イ
ト
で
あ
る
の
は
む
し
ろ
必
然
と
な
る
。
ケ
イ
ト
と
の
関
係
が
友
情
以
上
の
も
の
へ
と
公
然
と
は
発
展
で
き
な

い
歴
史
的
文
脈
が
存
在
す
る
以
上13
＊

、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
露
骨
に
持
ち
込
む
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
も
無

理
は
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
序
文
で
書
く
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
「
反
射
板
（re

 ecter

）」（Jam
es, “Preface ” 11

）
を
設

定
す
る
こ
と
で
ド
ラ
マ
を
産
み
出
す
構
造
を
作
り
出
し
た
『
鳩
の
翼
』
は
、
今
述
べ
た
仮
定
に
基
づ
く
読
み
を
可
能
に

す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
ス
タ
ー
ジ
ス
の
作
品
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ

た
。
も
し
か
す
る
と
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、『
鳩
の
翼
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
ホ
モ

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
描
く
鉱
脈
を
、
意
図
的
に
潜
伏
さ
せ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
仮
定
で
き
る
。
そ
の
仮
定

を
、
ミ
リ
ー
を
巡
る
ロ
マ
ン
ス
と
病
気
に
注
目
し
、
人
物
の
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
よ
る
暗
示
力
を
論
じ
る
こ
と
で
検
証

し
よ
う
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
ミ
リ
ー
が
ケ
イ
ト
に
思
い
を
寄
せ
る
だ
け
で
な
く
、
ケ
イ
ト
も
ミ
リ
ー
の
愛
に
応
え
る

意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
き
た
い
。『
鳩
の
翼
』
で
は
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
巡
り
、
隠
蔽
と
解
放
を
巡
る

テ
ク
ス
ト
の
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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書
き
出
し
の
不
思
議
、
結
末
の
曖
昧
さ

『
鳩
の
翼
』
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

彼
女
は
待
っ
て
い
た
。
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
は
父
が
入
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
父
は
不
当
に
も
彼

女
を
待
た
せ
て
い
た
。
そ
れ
で
彼
女
は
、
時
折
マ
ン
ト
ル
の
上
の
鏡
に
真
っ
青
な
（positively pale

）
顔
を
映
し

て
み
て
イ
ラ
イ
ラ
し
、
父
の
姿
を
見
る
こ
と
な
く
帰
っ
て
し
ま
お
う
か
と
思
っ
た
。（Jam

es, W
ings 21

）

ま
ず
は
ケ
イ
ト
の
顔
色
を
描
写
す
る
「
真
っ
青
（positively pale

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
注
目
し
た
い
。「
青
白
い

（pale

）」
と
い
う
語
は
ミ
リ
ー
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
一
巻
の
第
三
部
、
ミ
リ
ー
・
シ
ー
ル
と
ス
ー
ザ
ン
・

シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ン
ガ
ム
の
二
人
が
登
場
し
、
ミ
リ
ー
が
紹
介
さ
れ
る
場
面
だ
。
ス
ー
ザ
ン
の
目
に
映
る
ミ
リ
ー

は
、「
き
ゃ
し
ゃ
で
、
い
つ
も
青
白
く
（constantly pale

）、
弱
々
し
く
や
つ
れ
て
見
え
、
奇
妙
だ
が
感
じ
は
よ
く
、
や

せ
こ
け
た
若
い
人
」（77

）
と
描
写
さ
れ
る
。
ミ
リ
ー
の
場
合
、
病
気
と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
た
め
、
ブ
ラ
ム
・
ダ

イ
ク
ス
ト
ラ
が
紹
介
す
る
十
九
世
紀
末
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う14
＊

。
そ
れ
に
対
し
て
、

父
の
登
場
を
待
つ
ケ
イ
ト
を
描
写
す
る
「
真
っ
青
」
と
い
う
形
容
は
、
病
弱
と
い
う
よ
り
も
対
決
の
た
め
の
緊
張
感
を

示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
た
め
、「
明
確
に
（positively

）」
と
い
う
語
と
相
ま
っ
て
、
む
し
ろ
挑
戦
的
で
す
ら
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
文
脈
を
考
え
れ
ば
言
葉
に
不
自
然
な
響
き
は
な
い
が
、
ケ
イ
ト
と
は
対
照
的
に
す
ら
思
え
る
ミ
リ
ー
の



第三章　ヘンリー・ジェイムズの『鳩の翼』

83

登
場
場
面
を
描
く
と
き
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
何
の
意
図
も
な
く
同
じ
語
を
用
い
る
と
も
思
え
な
い
。

J
・
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー
は
こ
の
書
出
し
が
、「
苛
立
ち
な
が
ら
父
親
を
待
っ
て
い
る
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
の
姿
を
読
者
の

面
前
に
生
起
さ
せ
る
」、「
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
」
な
陳
述
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（M

iller, O
n L

iterature 45

）。
ミ
ラ
ー

は
別
の
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
、
こ
の
書
出
し
は
実
際
に
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
と
い
う
人
物
が
い
て
、
そ
の
人
物
を
語
り
手
が

紹
介
す
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、「
仮
想
現
実
」
を
創
り
出
す
と
書
く（L

iterature as C
onduct 151–54

）。

こ
の
よ
う
に
、
主
役
の
一
人
を
そ
こ
に
い
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
す
書
出
し
で
用
い
た
「
青
白
い
」
顔
と
い
う
特
徴
を
、

も
う
一
人
の
主
役
の
登
場
場
面
で
も
用
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
二
人
に
は
共
通
す
る
何
か
が
あ
る
と
勘
ぐ
る
こ
と
も
可

能
だ
。
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
ど
う
も
『
鳩
の
翼
』
の
主
要
登
場
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
な
が

ら
共
通
す
る
何
か
を
持
つ
。

共
通
す
る
何
か
は
、
登
場
人
物
の
置
換
可
能
性
と
つ
な
が
る
場
合
も
あ
る
。
名
医
サ
ー
・
ル
ー
ク
・
ス
ト
レ
ッ
ト
に

会
っ
た
ミ
リ
ー
は
、「
あ
り
の
ま
ま
の
私
を
見
て
欲
し
い
（I like you to see just as I am

）」（149

）
と
言
う
。
こ
れ
は

自
分
の
病
気
を
正
確
に
診
断
し
て
欲
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
第
二
巻
に
入
っ
て
直
後
、
マ
ー
ト
ン

は
ケ
イ
ト
に
「
あ
り
の
ま
ま
の
私
を
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
（W

ill you take m
e just as I am

?

）」（198

）
と
言

う
。
こ
の
場
合
、
貧
乏
な
ま
ま
の
自
分
と
結
婚
し
て
欲
し
い
と
い
う
意
味
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
脈
に
応
じ
て
意

味
が
異
な
る
と
は
い
え
、
ミ
リ
ー
と
マ
ー
ト
ン
の
二
人
に
、「
あ
り
の
ま
ま
の
私
」
と
い
う
同
じ
言
葉
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

使
わ
せ
て
い
る
。
細
部
に
こ
だ
わ
っ
て
読
む
と
、
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
と
言
え
る
記
述
が
見
つ
か
る
の
だ
が
、
後
で
述
べ
る

よ
う
に
、
交
換
が
可
能
に
思
え
る
二
人
に
同
じ
言
葉
を
使
わ
せ
る
の
は
、
曖
昧
さ
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
を
押
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し
て
ま
で
同
じ
言
葉
を
用
い
る
点
に
は
、
や
は
り
何
か
意
図
が
あ
る
と
思
う
方
が
自
然
だ
ろ
う
。

次
に
結
末
部
分
に
見
ら
れ
る
曖
昧
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ち
ょ
っ
と
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

（
前
略
）「
私
も
お
ろ
か
だ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
彼
女﹇
ミ
リ
ー
﹈を
、
他
に
よ
い
表
現
が
思
い
つ
か
な
く
て
、
鳩
っ

て
呼
ん
で
い
た
。
そ
う
、
彼
女
が
翼
を
拡
げ
て
く
れ
た
。
翼
は
大
き
く
て
、
私
た
ち
二
人
を
覆
っ
た
」

「
翼
が
私
た
ち
二
人
を
覆
っ
た
」
と
﹇
マ
ー
ト
ン
・
﹈
デ
ン
シ
ャ
ー
が
言
っ
た
。

「
そ
れ
が
、
私
が
あ
な
た
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
」、
ケ
イ
ト
は
厳
か
に
結
論
づ
け
た
。「
そ
れ
が
、
私
が
あ
な
た
に

し
て
あ
げ
た
こ
と
」

彼
女
を
見
つ
め
る
彼
の
目
つ
き
に
ゆ
っ
く
り
と
奇
妙
な
様
子
が
広
が
り
、
そ
の
瞬
間
、
彼
の
目
の
涙
は
乾
い
た
。

「
で
は
、
私
は
思
っ
て
も
よ
い
の
で
す
か
？
」

「
私
が
同
意
す
る
と
？
」
彼
女
は
重
々
し
く
頭
を
振
っ
た
。「
い
い
え
…
…
私
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
そ

の
お
金
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
私
と
結
婚
す
る
。
お
金
を
手
に
す
る
な
ら
結
婚
は
し
な
い
、
と
い
う

わ
け
で
す
か
。
私
が
同
意
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
結
婚
し
な
い
わ
け
で
す
ね
」

「
あ
な
た
は
私
を
失
う
こ
と
に
な
る
？
」
彼
は
思
っ
た
こ
と
を
素
直
に
口
に
し
た
が
、
彼
女
の
高
い
理
解
力
に
、

あ
る
種
の
畏
怖
の
念
を
示
し
た
。「
そ
う
で
す
ね
、
他
に
失
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
銭
残
ら
ず
あ
な
た
に
渡
し

ま
す
よ
」

即
座
に
口
に
し
た
彼
の
言
葉
に
曖
昧
な
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
と
き
彼
女
は
微
笑
ま
な
か
っ
た
。「
そ
の
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通
り
…
…
だ
か
ら
私
が
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
あ
な
た
は
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

彼
女
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
と
い
う
の
に
、
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
奇
妙
な
こ
と
だ
と

彼
に
は
思
え
た
が
、
こ
の
時
、
今
ま
で
に
な
く
真
剣
に
息
を
凝
ら
し
、
彼
女
の
動
き
を
待
っ
た
。「
一
つ
だ
け
、
私

が
選
ば
な
く
て
も
済
む
方
法
が
あ
り
ま
す
」

「
私
が
あ
な
た
に
屈
す
る
こ
と
を
、
あ
な
た
が
選
ぶ
こ
と
か
ら
で
す
か
？
」

「
そ
う
で
す
」
…
…
そ
し
て
彼
女
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
長
い
封
筒
を
見
て
う
な
ず
い
た
…
…
「
あ
な
た
が
屈
し
て

そ
れ
を
渡
す
こ
と
か
ら
」

「
で
、
そ
の
方
法
と
は
？
」

「
彼
女
と
の
思
い
出
に
恋
を
し
て
い
な
い
と
、
名
誉
に
誓
っ
て
あ
な
た
が
言
う
こ
と
」

「
え
ぇ
…
…
彼
女
の
思
い
出
！
」

「
あ
ぁ
」
…
…
彼
女
は
横
柄
な
身
ぶ
り
を
し
た
…
…
「
彼
女
と
の
思
い
出
に
恋
す
る
な
ん
て
あ
り
え
な
い
と
い
う

風
に
、
彼
女
の
思
い
出
の
こ
と
を
言
わ
な
い
で
下
さ
い
。
私
だ
っ
た
ら
恋
し
て
い
ま
す
か
ら
。
そ
れ
に
、
あ
な
た

は
思
い
出
だ
け
で
や
っ
て
い
け
る
人
で
し
ょ
う
が
。
彼
女
の
思
い
出
は
あ
な
た
の
愛
。
あ
な
た
は
他
に
は
何
も
い

ら
な
い
」

彼
は
じ
っ
と
動
か
ず
彼
女
の
言
葉
を
最
後
ま
で
聞
き
、
彼
女
の
顔
を
見
た
が
、
し
か
し
身
動
き
を
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
彼
は
言
っ
た
。「
す
ぐ
に
結
婚
し
ま
し
ょ
う
。
ね
え
、
一
時
間
以
内
に
」
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「
私
た
ち
、
以
前
の
よ
う
に
？
」

「
以
前
の
よ
う
に
」

し
か
し
彼
女
は
ド
ア
の
方
に
向
き
を
か
え
、
も
う
彼
女
は
頭
を
横
に
振
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。「
二
度
と
私
た

ち
、
以
前
に
戻
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」（406–07

）

お
互
い
が
お
互
い
の
思
惑
を
探
り
合
っ
て
い
る
よ
う
な
、
な
ん
と
も
曖
昧
な
会
話
で
作
品
は
終
わ
る
。

そ
も
そ
も
マ
ー
ト
ン
が
ミ
リ
ー
に
近
づ
い
た
の
は
、
ミ
リ
ー
か
ら
金
を
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
結
婚
す
る
の
に
十

分
な
資
力
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
マ
ー
ト
ン
と
ケ
イ
ト
の
二
人
の
間
で
の
了
解
事
項
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
し

た
が
っ
て
こ
こ
で
の
「
鳩
の
翼
」
は
ミ
リ
ー
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
お
金
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
お
金
が
あ
れ
ば
、
二
人
の
結
婚
は
可
能
に
な
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
引
用
の
少
し
前
、
ミ
リ
ー
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
お
金
の
受
け
取
り
拒
否
を
マ
ー
ト
ン
は
提
案
し
、
ケ
イ
ト
に
同
意
を
求
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
お
金
を
受
け
取
る
な

ら
ば
結
婚
せ
ず
、
お
金
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
結
婚
す
る
と
い
う
意
味
か
と
、
ケ
イ
ト
が
確
認
す
る
わ
け
で
あ
る
。
同

意
し
な
い
場
合
も
、
ケ
イ
ト
が
失
う
の
は
自
分
だ
け
だ
と
彼
が
説
明
す
る
と
、
ミ
リ
ー
の
お
金
を
ケ
イ
ト
に
譲
る
と
い

う
選
択
以
外
の
方
法
が
あ
る
と
、
ケ
イ
ト
は
言
う
。
そ
れ
は
ミ
リ
ー
の
記
憶
に
マ
ー
ト
ン
が
恋
す
る
の
を
止
め
る
こ
と

だ
と
い
う
。
こ
こ
を
読
む
と
、
マ
ー
ト
ン
が
ミ
リ
ー
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
お
金
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
言
い
出
し
、
そ
れ
で
ケ
イ
ト
は
ミ
リ
ー
に
対
し
て
嫉
妬
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
こ
に
、

「
彼
女
と
の
思
い
出
に
恋
す
る
な
ん
て
あ
り
え
な
い
と
い
う
風
に
、
彼
女
の
思
い
出
の
こ
と
を
言
わ
な
い
で
下
さ
い
。
私
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だ
っ
た
ら
恋
し
て
い
ま
す
か
ら
」
と
い
う
ケ
イ
ト
の
言
葉
が
挟
ま
れ
る
と
、
ケ
イ
ト
自
身
、
ミ
リ
ー
の
思
い
出
に
恋
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
読
者
の
心
に
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
マ
ー
ト
ン
は
そ
れ
を
無
視
し
て
、「
す
ぐ

に
結
婚
し
よ
う
」
と
提
案
す
る
。
そ
れ
を
聞
く
と
ケ
イ
ト
は
「
二
度
と
私
た
ち
、
以
前
に
戻
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
言
っ
て
、
戸
口
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
く
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
草
稿
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ト
に
あ
た
る
人
物
が
金
を

受
け
取
る
設
定
に
な
っ
て
い
た
と
、
ベ
ル
が
教
え
て
く
れ
る
が
（B

ell, M
eaning 291

）、
前
掲
の
訳
を
読
ん
で
頂
け
れ
ば

わ
か
る
と
お
り
、
ケ
イ
ト
が
金
を
受
け
取
る
と
読
む
の
は
難
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
人
の
会
話
に
、
様
々
な
可

能
性
を
読
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

違
う
人
物
を
同
じ
言
葉
で
形
容
し
、
同
じ
言
葉
を
話
さ
せ
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
曖
昧
性
」

を
示
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
テ
ク
ス
ト
に
「
両
義
性
」
を
持
た
せ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
複
数
の
事
象

を
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
置
く
こ
と
で
、
複
数
の
解
釈
を
可
能
に
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
こ
の
作
品
が
構
築
さ
れ
て
い

る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ロ
レ
ン
ス
・
B
・
ホ
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
は
「
意
味
を
規
定
す
る
」

の
で
は
な
く
、「
意
味
作
用
を
一
時
停
止
」
す
る
（H

olland 516

）。
そ
の
「
一
時
停
止
」
に
お
い
て
、「
主
題
を
表
現

（express

）
し
、
か
つ
う
っ
か
り
示
し
て
（betray
）
し
ま
う
」（517

）
こ
と
に
な
る15
＊

。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
ケ
イ
ト
は
ミ
リ
ー
の
金
を
受
け
取
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
ケ
イ
ト
は
マ
ー
ト
ン
に
、
ミ
リ
ー

の
記
憶
に
恋
し
な
い
と
約
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
前
の
場
面
で
、
ケ
イ
ト
が
マ
ー
ト
ン
と
ミ
リ
ー
の

筆
跡
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
ミ
リ
ー
の
筆
跡
が
わ
か
る
と
主
張
す
る
マ
ー
ト
ン
に
対
し
、
な
ぜ
わ
か
る

の
か
と
問
う
て
い
る
場
面
だ
。
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ケ
イ
ト
は
思
っ
た
。「
ミ
リ
ー
の
筆
跡
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
？
」

「
そ
り
ゃ
、
わ
か
り
ま
す
よ
」

そ
の
言
葉
を
口
に
し
た
彼
の
口
調
に
…
…
そ
れ
が
ち
ょ
っ
と
奇
妙
に
思
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
…
…
彼
女
は
続
け

て
質
問
し
た
。「
彼
女
か
ら
何
通
も
手
紙
が
来
て
い
る
の
で
す
か
？
」（389

）

「
ち
ょ
っ
と
奇
妙
に
思
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
」
と
説
明
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
ケ
イ
ト
は
ミ
リ
ー
と
マ
ー
ト
ン
を

結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
ミ
リ
ー
と
マ
ー
ト
ン
と
の
間
に
手
紙
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不

思
議
で
は
な
い
。
ミ
リ
ー
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
で
、
ミ
リ
ー
に
対
し
て
ケ
イ
ト
が
嫉
妬
す
る
可
能
性
を
完

全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
ケ
イ
ト
と
し
て
は
陰
謀
が
成
功
し
て
い
る
証
拠
と
し
て
、
む
し
ろ
喜
ぶ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
マ
ー
ト
ン
が
ミ
リ
ー
に
送
っ
た
手
紙
が
嫉
妬
の
対
象
と
な
る
は
ず
で
、
ミ
リ
ー

が
マ
ー
ト
ン
に
送
っ
た
手
紙
で
は
な
い
。
と
な
る
と
、
こ
こ
で
挿
入
さ
れ
る
ケ
イ
ト
に
と
っ
て
「
奇
妙
に
思
え
た
こ
と
」

の
前
提
と
し
て
、
ミ
リ
ー
が
マ
ー
ト
ン
に
手
紙
を
書
く
こ
と
は
な
い
と
ケ
イ
ト
が
思
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
ミ
リ
ー
が
「
何
通
も
」
マ
ー
ト
ン
に
手
紙
を
書
い
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
ケ
イ
ト
が
嫉
妬
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
ケ
イ
ト
の
嫉
妬
が
誰
に
向
か
う
嫉
妬
な
の
か
、
わ
ざ
と
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

複
数
の
解
釈
が
可
能
な
例
を
も
う
一
つ
挙
げ
よ
う
。
マ
ー
ク
卿
が
ミ
リ
ー
を
訪
れ
、
そ
の
結
果
、
ミ
リ
ー
の
病
状
が

悪
化
し
、
マ
ー
ト
ン
と
の
面
会
を
ミ
リ
ー
が
拒
絶
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
で
困
り
果
て
た
ス
ー
ザ
ン
が
マ
ー
ト

ン
を
訪
れ
る
場
面
だ
。
ス
ー
ザ
ン
・
ス
ト
リ
ン
ガ
ム
夫
人
は
、
ミ
リ
ー
が
「
顔
を
壁
に
向
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」（334

）
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と
話
を
切
り
出
し
、
説
明
し
た
後
、「
で
は
お
わ
か
り
で
す
か
？
」
と
マ
ー
ト
ン
に
問
う
。

彼﹇
マ
ー
ト
ン
﹈こ
そ
が
、
彼
が
口
に
し
た
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ス
ト
リ
ン
ガ
ム
夫
人
は
彼
を

見
つ
め
た
。「
で
は
お
わ
か
り
で
す
か
？
」

「
彼
女
は
死
に
つ
つ
あ
る
の
で
す
ね
？
」
彼
は
答
え
る
代
わ
り
に
質
問
し
た
。

ス
ト
リ
ン
ガ
ム
夫
人
は
待
っ
た
…
…
彼
女
の
顔
に
は
彼
の
気
持
ち
を
探
っ
て
い
る
様
子
が
見
え
た
。
そ
れ
か
ら

彼
女
は
答
え
た
が
、
答
は
奇
妙
だ
っ
た
。「
彼
女
は
あ
な
た
の
名
前
を
口
に
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た

ち
、
話
し
て
な
か
っ
た
の
で
す
」

「
三
日
間
も
話
し
て
い
な
か
っ
た
？
」

「
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
か
の
よ
う
な
の
で
す
」
と
彼
女
は
続
け
た
。「
ほ
の
め
か
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

「
あ
ぁ
」
と
、
光
明
が
差
し
て
デ
ン
シ
ャ
ー
は
言
っ
た
。「
私
の
こ
と
を
話
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
？
」

「
他
に
何
の
こ
と
を
で
す
か
。
あ
な
た
が
亡
く
な
っ
た
か
の
よ
う
な
の
で
す
」

「
そ
う
で
す
ね
」
一
呼
吸
お
い
て
彼
は
答
え
た
。「
私
は
死
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
」

「
そ
れ
だ
と
私
も
で
す
」
と
、
ス
ー
ザ
ン
・
シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
は
腕
を
下
ろ
し
レ
イ
ン
コ
ー
ト
に
手
を
や
っ
た
。

そ
の
時
の
そ
の
声
の
調
子
に
は
乾
い
た
絶
望
が
し
ゃ
し
ゃ
り
出
て
い
た
。
そ
の
わ
び
し
い
場
所
に
は
生
活
と
呼

べ
る
も
の
な
ど
な
く
、
ケ
イ
ト
が
い
な
い
生
活
が
あ
る
の
み
だ
っ
た
が
…
…
そ
の
こ
と
で
言
え
ば
、
神
秘
的
な
経

路
を
介
し
て
、
そ
の
感
覚
が
訪
問
者
に
も
伝
わ
る
の
だ
ろ
う
…
…
二
人
の
命
が
死
滅
し
た
こ
と
の
重
要
さ
を
そ
の
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調
子
は
表
し
て
い
た
。
デ
ン
シ
ャ
ー
も
ま
た
、
そ
の
死
滅
に
対
抗
す
る
す
べ
は
な
か
っ
た
。
た
だ
繰
り
返
す
だ
け

だ
っ
た
。「
彼
女
は
死
に
つ
つ
あ
る
の
で
す
ね
？
」

し
か
し
そ
れ
を
聞
い
て
、
そ
の
言
葉
が
不
作
法
で
、
肉
体
的
な
う
ず
き
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
た
だ
繰
り

返
し
た
。「
で
は
、
お
わ
か
り
で
す
ね
？
」

「
え
え
」
彼
は
や
っ
と
答
え
て
言
っ
た
。「
わ
か
っ
て
い
ま
す
。（
後
略
）」（335

）

「
ミ
リ
ー
が
あ
な
た
の
名
前
を
言
う
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
ス
ー
ザ
ン
の
言
葉
を
聞
き
、
マ
ー
ト
ン
が
即
座
に
状
況
を
理

解
す
る
反
応
を
示
す
こ
の
場
面
を
読
め
ば
、
読
者
は
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
の
マ
ー
ト
ン
の
存
在
の
大
き
さ
を
考
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
ミ
リ
ー
が
「
壁
に
顔
を
向
け
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
の
原
因
は
、
マ
ー
ク
卿
か
ら
ケ
イ
ト
と
マ
ー
ト
ン
の

婚
約
、
つ
ま
り
、
二
人
の
関
係
は
マ
ー
ト
ン
の
片
思
い
で
は
な
く
、
相
思
相
愛
で
あ
っ
た
事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
か

ら
だ
と
、
読
み
進
め
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（342

）。
ま
た
、
ミ
リ
ー
は
マ
ー
ク
卿
に
、
ケ
イ
ト
に
は
愛
す
る

人
は
い
な
い
、
そ
れ
は
ケ
イ
ト
本
人
か
ら
聞
い
て
い
る
か
ら
確
か
な
事
実
だ
と
言
っ
て
、
ケ
イ
ト
に
求
愛
す
る
よ
う
マ
ー

ク
卿
を
う
な
が
し
て
い
た
（278–79

）。
し
た
が
っ
て
、
ミ
リ
ー
に
衝
撃
を
与
え
る
事
実
と
は
、
ケ
イ
ト
が
マ
ー
ト
ン
を

愛
し
て
お
り
、
し
か
も
、
ケ
イ
ト
が
ミ
リ
ー
に
対
し
て
嘘
を
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
る
。

ミ
リ
ー
が
「
壁
に
顔
を
向
け
て
し
ま
っ
た
」
の
は
、
マ
ー
ト
ン
を
手
に
入
れ
る
可
能
性
が
潰
え
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
一
方
で
、
ケ
イ
ト
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
思
い
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
ケ
イ
ト
が
金
の
た
め
で
は
な
く
、
愛

の
た
め
に
自
ら
を
男
に
捧
げ
て
い
た
と
知
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、『
鳩
の
翼
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
複
数
の
解
釈
を
許
す
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
ホ
ラ
ン

ド
の
言
葉

―
意
味
作
用
が
一
時
停
止
し
、
そ
の
「
一
時
停
止
」
に
お
い
て
、「
主
題
を
表
現
し
、
か
つ
う
っ
か
り
示
し

て
し
ま
う
」―
は
、
今
述
べ
て
き
た
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
主
題
は
十
分
に
表
象
さ
れ
て
お

ら
ず
、
あ
る
部
分
は
秘
密
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
エ
レ
イ
ン
・
ピ
ジ
ョ
ン
の
言
葉
を
こ
こ
で
引
用
し
て
お
い
て
も

よ
い
。『

鳩
の
翼
』
の
主
題
は
十
分
に
は
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
小
説
の
あ
る
部
分
は
秘
密
の
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
外
に

は
見
え
な
い
区
画
に
隠
さ
れ
た
ま
ま
な
の
だ
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
包
み
隠
さ
ず
言
っ
て
い
る
も
同
然
だ
。
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
の
机
の
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り
書
き
物
を
す
る
現
場
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
さ
れ
た
区
画
を
探

求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
隙
間
や
欠
落
箇
所
を
う
め
、
彼
の
物
語
を
築
く
の
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
読
者
に
誘
い
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。（Pigeon 110

）

ミ
リ
ー
の
ロ
マ
ン
ス

『
鳩
の
翼
』
が
一
面
で
推
し
進
め
る
よ
う
に
思
え
る
ミ
リ
ー
を
巡
る
ロ
マ
ン
ス
の
プ
ロ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
か
、
次
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
親
族
を
亡
く
し
た
ミ
リ
ー
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
の
お
供
を
す
る
こ
と
に

し
た
ス
ー
ザ
ン
は
短
編
小
説
を
書
い
て
い
た
が
、
ミ
リ
ー
を
「
本
物
」
と
思
い
、
ミ
リ
ー
に
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
生
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活
そ
の
も
の
」
を
見
出
す
（78

）。
さ
ら
に
、
ミ
リ
ー
が
自
分
に
「
文
化
」
を
求
め
て
い
る
と
思
い
、
自
分
に
文
化
を
期

待
す
る
ミ
リ
ー
に
対
し
て
哀
れ
み
を
感
じ
る
こ
と
で
、
ミ
リ
ー
の
「
ロ
マ
ン
ス
」
の
扉
を
開
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
る

（80
）。
ス
ー
ザ
ン
は
ミ
リ
ー
を
「
プ
リ
ン
セ
ス
」
と
見
な
し
て
い
る
が
、
初
め
の
う
ち
は
ど
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
ス
の
王

女
な
の
か
、
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ミ
リ
ー
の
病
気
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以
降
、
ロ
マ
ン
ス
は
男
女
の
間
の
恋
愛

と
い
う
性
格
を
賦
与
さ
れ
て
い
く
。

名
医
サ
ー
・
ル
ー
ク
・
ス
ト
レ
ッ
ト
の
診
察
を
受
け
に
行
っ
た
ミ
リ
ー
の
病
状
を
話
す
ス
ー
ザ
ン
と
モ
ー
ド
は
、
治

療
法
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
話
し
て
い
る
が
、
二
人
の
会
話
は
恋
愛
へ
と
横
滑
り
し
て
い
く
。

「
重
要
な
の
は
、
治
療
で
き
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
？
」

「
そ
の
通
り
。
そ
れ
は
本
当
に
治
療
法
で
す
か
？

効
き
目
の
あ
る
？
」

「
そ
う
ね
、
私
た
ち
に
わ
か
れ
ば
ね
」
ス
ト
リ
ン
ガ
ム
夫
人
は
慎
み
深
く
宣
言
し
た
。

「
あ
あ
。
で
も
不
満
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
」

「
ね
え
あ
な
た
、
恋
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
？
」
ス
ー
ザ
ン
・
シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
は
尋
ね
た
。

「
ま
あ
、
あ
り
ま
す
よ
。
で
も
お
医
者
様
の
指
示
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

モ
ー
ド
・
マ
ニ
ン
ガ
ム
は
や
む
を
え
ず
話
す
の
を
止
め
、
ち
ょ
っ
と
浮
か
れ
て
笑
っ
た
。
そ
れ
が
結
果
的
に
…
…

幸
い
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
…
…
彼
女
の
訪
問
者
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
あ
あ
、
も
ち
ろ
ん
恋
に
落
ち

る
の
に
お
医
者
様
の
許
可
を
求
め
は
し
ま
せ
ん
ね
。
で
も
、
お
医
者
様
は
私
た
ち
が
知
っ
て
お
く
方
が
よ
い
と
お
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考
え
で
す
よ
」（249

）

こ
う
や
っ
て
、
恋
愛
こ
そ
が
ミ
リ
ー
の
治
療
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
か
ら
マ
ー

ト
ン
こ
そ
ミ
リ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
、
二
人
の
仲
を
取
り
持
と
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
（253

）。
さ
ら
に
、
医
師

も
こ
の
点
に
荷
担
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ミ
リ
ー
は
医
者
に
生
き
る
よ
う
言
わ
れ
た
と
言
う
。
そ
の
後
、
医
師
と
の

会
話
の
中
で
ミ
リ
ー
は
、「『
生
き
る
』
こ
と
を
お
話
に
な
る
と
き
、
主
に
紳
士
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
と
私
に

は
思
え
ま
す
」（258
）
と
言
う
。
医
師
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
と
男
女
の
恋
愛
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
、
ミ
リ
ー
に
は
思

え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ケ
イ
ト
は
ミ
リ
ー
の
財
産
目
当
て
に
、
マ
ー
ト
ン
に
ミ
リ
ー
の
相
手
を
務
め
る
よ
う
、
ヴ
ェ

ニ
ス
で
の
滞
在
を
勧
め
る
。
そ
し
て
、「
私
の
プ
リ
ン
セ
ス
」
で
あ
る
ミ
リ
ー
に
つ
い
て
行
く
た
め
な
ら
す
べ
て
を
な
げ

う
つ
と
い
う
ス
ー
ザ
ン
と
会
話
す
る
う
ち
に
（301

）、
嘘
を
つ
く
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
も
、
マ
ー
ト
ン
自
身
も
「
演
技

（perform
ance

）」（301

）
を
意
識
し
て
い
く
。
ヴ
ェ
ニ
ス
で
ミ
リ
ー
が
借
り
た
宮
殿
に
は
「
ロ
マ
ン
ス
と
芸
術
と
歴
史
」

（282

）が
あ
り
、「
壁
に
囲
ま
れ
て
は
い
た
が
、
そ
こ
に
幽
閉
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
何
世
紀
に
も
わ
た
る
自
由
が
あ
っ

た
」（282

）。
自
由
な
恋
愛
に
は
う
っ
て
つ
け
の
場
所
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ミ
リ
ー
を
巡
る
ロ
マ
ン
ス
は
、
マ
ー
ト
ン
と
の
恋
愛
と
い
う
方
向
へ
、
つ
ま
り
は
異
性
愛
へ
と
誘

わ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
ミ
リ
ー
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
ず
は
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
二
度
目
に
医
師
を
訪
問
し
た
際
、
自
分
の
「
運
は
つ
き
た
」（148

）

と
わ
か
り
、
自
分
の
「
奇
妙
な
（queer

）
ち
ょ
っ
と
し
た
歴
史
」（148
）
が
証
明
さ
れ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、「
そ
こ
に
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座
り
、
自
分
の
人
生
が
秤
に
か
け
ら
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
、
秩
序
あ
る
生
き
方
を
初
め
て
味
わ
う
こ
と
を
表
す
」
と

考
え
る
が
、「
特
に
二
度
目
の
診
察
を
受
け
た
事
実
に
よ
っ
て
、
自
分
の
人
生
が
秤
に
か
け
ら
れ
る
」
こ
と
が
「
ミ
リ
ー

の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
ミ
リ
ー
は
、
自
分
が
多
少
と
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
が

あ
る
ゆ
え
に
、
医
師
が
自
分
を
「
す
っ
か
り
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
見
な
す
」
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る

が
（148

）、
ミ
リ
ー
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
思
う
も
の
は
、
男
女
の
恋
愛
と
し
て
の
ロ
マ
ン
ス
か
ら
は
距
離
が
あ
る
。
病

気
の
こ
と
を
ス
ー
ザ
ン
と
話
し
て
い
る
場
面
で
、「
こ
の
年
月
を
、
ま
る
で
死
ん
で
い
る
よ
う
に
生
き
て
き
た
の
で
、

き
っ
と
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
死
ぬ
の
ね
」（129

）
と
ミ
リ
ー
が
言
う
が
、「
生
ま
れ
る
の
は
運
が
よ
い
と
思
っ
た
人

は
い
た
か
。
／
死
ぬ
の
も
同
じ
く
ら
い
運
が
よ
い
こ
と
だ
と
、
彼
も
し
く
は
彼
女
に
、
私
は
急
い
で
伝
え
、
そ
の
通
り

だ
と
私
に
は
わ
か
っ
て
い
る
」（W

hitm
an, L

eaves of G
rass 131–32

）
と
歌
う
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
想
起
さ
せ
る
。
今
引
用

し
た
「
自
分
自
身
の
歌
」
第
七
番
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
歌
う
の
は
、「
存
続
中
の
生
の
不
滅
」（M

iller, W
alt W

hitm
an’s 

70

）
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

ミ
リ
ー
本
人
が
「
ロ
マ
ン
ス
」
と
い
う
語
を
口
に
す
る
場
面
も
あ
る
。
ヴ
ェ
ニ
ス
で
彼
女
が
住
む
宮
殿
、
パ
ラ
ッ

ツ
ォ
・
レ
ポ
レ
ッ
リ
に
マ
ー
ク
卿
が
訪
れ
る
と
き
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

宮
殿
の
魅
力
が
二
人﹇
ミ
リ
ー
と
マ
ー
ク
卿
﹈に
向
け
た
顔
は
、
美
し
く
て
冷
た
く
、
二
人
の
も
の
に
は
決
し
て
な

ら
な
い
詩
情
を
た
た
え
て
お
り
、
皮
肉
に
笑
み
を
浮
か
べ
、
可
能
だ
が
禁
じ
ら
れ
た
生
活
を
語
り
か
け
た
。
そ
の



第三章　ヘンリー・ジェイムズの『鳩の翼』

95

魅
力
が
新
た
に
ミ
リ
ー
を
襲
っ
た
。「
あ
ぁ
、
か
な
わ
ぬ
ロ
マ
ン
ス
…
…
！
」
彼
女
に
と
っ
て
ロ
マ
ン
ス
と
は
今
一

度
、
時
間
の
あ
る
限
り
ず
っ
と
、
要
塞
に
立
て
こ
も
る
よ
う
に
宮
殿
に
居
続
け
る
こ
と
だ
。
そ
の
考
え
が
あ
る
イ

メ
ー
ジ
を
形
成
し
た
。
決
し
て
降
り
て
い
く
こ
と
な
く
、
神
聖
で
ホ
コ
リ
も
た
た
な
い
空
中
に
超
然
と
と
ど
ま
り
、

そ
こ
で
、
た
だ
岩
に
砕
け
る
流
れ
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
。（268–69

）

ミ
リ
ー
が
口
に
す
る
「
か
な
わ
ぬ
ロ
マ
ン
ス
」
と
は
、
宮
殿
に
永
遠
に
と
ど
ま
り
、
神
聖
で
清
ら
か
な
大
気
の
中
に
浮

か
ん
で
い
る
状
態
を
指
す
と
あ
る
。
こ
の
引
用
に
続
け
て
、
ミ
リ
ー
は
そ
こ
か
ら
「
降
り
た
く
な
い
」（269

）
と
た
め
息

を
つ
き
な
が
ら
言
っ
て
い
る
。
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
パ
ラ
ッ
ツ
オ
・
レ
ポ
レ
ッ
リ
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
何
世
紀
に

も
わ
た
る
自
由
」
を
ミ
リ
ー
に
提
供
す
る
場
で
あ
る
が
、
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
の
自
由
と
は
、
マ
ー
ト
ン
が
想
像
す
る
よ

う
に
、「
二
人
、
彼
女
と
ボ
ク
が
、
彼
女
の
好
き
な
だ
け
空
間
を
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
い
く
」（282

）「
自
由
」
と
は
思
え

な
い
。
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
作
品
の
ラ
ス
ト
の
場
面
で
、
ケ
イ
ト
が
マ
ー
ト
ン
に
、
ミ
リ
ー
の
記
憶
と
恋
を
し

な
け
れ
ば
二
人
の
将
来
も
あ
り
得
る
と
言
う
。
マ
ー
ト
ン
自
身
も
ミ
リ
ー
と
の
ロ
マ
ン
ス
を
夢
想
す
る
か
の
よ
う
な
結

末
を
迎
え
る
に
至
り
、
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
の
ロ
マ
ン
ス
は
男
女
の
恋
愛
と
し
て
封
印
さ
れ
る
か
に
見
え
る
。
い
わ
ば
、

「
ロ
マ
ン
ス
」
が
「
強
制
的
異
性
愛
」
に
乗
っ
取
ら
れ
、
ミ
リ
ー
を
め
ぐ
る
プ
ロ
ッ
ト
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
ミ
リ
ー
自
身
は
、
自
分
だ
け
の
空
想
の
世
界
に
逃
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
強
制
的
異
性
愛
」
の
外
に
居
続
け
た

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。



96

「
ハ
ン
サ
ム
」
な
ケ
イ
ト

マ
ー
ク
卿
が
金
目
当
て
に
近
づ
い
て
き
た
と
き
、
ミ
リ
ー
は
そ
の
可
能
性
に
気
づ
く
が
、
最
終
的
に
は
、「
彼
の
意
図

の
闇
の
部
分
は
彼
女
の
想
像
力
に
ほ
ん
の
一
瞬
現
れ
た
だ
け
だ
っ
た
」（270

）
と
あ
り
、
疑
い
を
否
定
す
る
。
こ
う
い
っ

た
性
格
設
定
の
た
め
、
読
者
に
ミ
リ
ー
の
本
心
は
な
か
な
か
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
だ
が
、
ケ
イ
ト
へ
の
信
頼
は
、
ケ
イ

ト
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
じ
よ
う
と
す
る
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
ケ
イ
ト
に
は
愛
し
て
い
る
人
な
ど
い
ま
せ
ん
と
マ
ー

ク
卿
に
説
明
す
る
と
き
、
ケ
イ
ト
自
身
が
言
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
と
ミ
リ
ー
は
言
い
（278

）、
ケ
イ
ト
の
言
葉
を
ミ
リ
ー

は
疑
お
う
と
は
し
な
い
。「
ケ
イ
ト
が
マ
ー
ト
ン
の
こ
と
を
好
き
な
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
モ
ー
ド
伯
母
は
ス
ト
リ
ン

ガ
ム
夫
人
を
通
し
て
ミ
リ
ー
に
保
証
し
た
」
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
ケ
イ
ト
は
単
に
同
情
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
ゆ

え
ミ
リ
ー
も
同
情
す
る
だ
ろ
う
と
モ
ー
ド
伯
母
が
言
っ
た
」
の
で
、
そ
の
結
果
、「
ミ
リ
ー
は
う
ま
く
だ
ま
さ
れ
る
の

だ
」
と
マ
ー
ト
ン
が
思
う
場
面
が
あ
る
（226
）。
マ
ー
ト
ン
の
言
葉
が
正
し
け
れ
ば
、
ミ
リ
ー
は
「
だ
ま
さ
れ
た
」
こ
と

に
な
る
わ
け
だ
が
、
ミ
リ
ー
は
あ
く
ま
で
ケ
イ
ト
の
言
葉
を
信
じ
る
立
場
を
取
る
。
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
、
だ
ま
さ
れ
る

可
能
性
よ
り
も
ケ
イ
ト
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
だ
。

ミ
リ
ー
自
身
の
気
持
ち
を
考
え
る
と
き
に
興
味
深
い
発
言
が
あ
る
。「
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
と
私
を
結
婚
さ
せ
た
い
の
で

す
か
」（277

）
と
問
う
マ
ー
ク
卿
に
対
し
て
ミ
リ
ー
が
言
う
言
葉
で
あ
る
。

「
と
い
う
の
も
、
彼
女
﹇
ケ
イ
ト
﹈
は
今
ま
で
出
会
っ
た
中
で
も
っ
と
も
ハ
ン
サ
ム
で
賢
く
、
魅
力
的
な
人
で
、
私
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が
男
だ
っ
た
ら
彼
女
を
崇
め
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
事
実
、
実
際
の
と
こ
ろ
崇
め
て
い
ま
す
。」
そ
れ
は

ま
れ
に
見
る
答
で
あ
っ
た
。（278

）

自
分
が
男
で
あ
れ
ば
、「
彼
女
を
崇
め
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
引
用
で
注
目
す
べ
き

な
の
は
、
ケ
イ
ト
を
指
し
て
「
も
っ
と
も
ハ
ン
サ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
だ
。
実
は
ミ
リ
ー
の
視
点
で

は
一
貫
し
て
ケ
イ
ト
は
「
ハ
ン
サ
ム
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。

ケ
イ
ト
が
「
ハ
ン
サ
ム
」
と
形
容
さ
れ
る
記
述
に
読
者
が
最
初
に
出
会
う
の
は
、
ケ
イ
ト
の
父
と
の
絡
み
に
お
い
て

で
あ
る
。
ケ
イ
ト
の
父
を
指
し
て
、
ケ
イ
ト
が
「
美
し
い
（beautiful

）」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

後
ほ
ど
考
え
る
と
し
て
、「
ケ
イ
ト
が
ハ
ン
サ
ム
で
あ
る
こ
と
は
彼
に
喜
び
を
与
え
た
」
と
あ
る
（25

）。
そ
し
て
、
ロ
ン

ド
ン
に
来
て
ラ
ウ
ダ
ー
夫
人
宅
を
訪
れ
、
マ
ー
ク
卿
を
紹
介
す
る
人
物
と
し
て
初
め
て
登
場
し
て
以
来
、
ミ
リ
ー
に
と
っ

て
ケ
イ
ト
は
「
ハ
ン
サ
ム
な
少
女
」（99
）
だ
。
ミ
リ
ー
は
マ
ー
ク
卿
に
向
か
っ
て
、
自
分
が
イ
ギ
リ
ス
で
上
流
人
士
と

出
会
っ
た
喜
び
を
、「
自
分
は
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
で
す
」
と
言
う
が
、
そ
の
言
葉
は
、
ミ
リ
ー
が
そ

の
状
況
を
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
説
明
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ミ
リ
ー

の
状
況
を
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」
と
見
な
し
う
る
と
す
れ
ば
、「
ハ
ン
サ
ム
」
と
形
容
さ
れ
る
の
が
ケ
イ
ト
で
あ
る
こ
と

に
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ケ
イ
ト
・
ク
ロ
イ
以
外
に
も
「
ハ
ン
サ
ム
」
と
形
容
さ
れ
る
人
物
が
い
る
こ
と
は
言
っ
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
マ
ー
ト
ン
・
デ
ン
シ
ャ
ー
で
あ
る
。
二
人
の
出
会
い
の
場
面
で
、「
二
人
の
ハ
ン
サ
ム
な
人
物
」（49

）
と
描
写
さ
れ
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る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
面
で
も
、
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
ハ
ン
サ
ム
な
の
は
ケ
イ
ト
だ
け
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
医

師
サ
ー
・
ル
ー
ク
・
ス
ト
レ
ッ
ト
に
会
う
の
を
避
け
る
た
め
、
ミ
リ
ー
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
行
く
が
、
そ

こ
で
マ
ー
ト
ン
と
ケ
イ
ト
の
二
人
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
二
人
に
出
会
う
直
前
、
三
人
の
女
性
が
話
を
し
て
い
る
の

を
ミ
リ
ー
は
耳
に
す
る
（178–79

）。
そ
の
中
の
母
親
が
「
ハ
ン
サ
ム
？
」
と
言
う
の
を
耳
に
し
、
ミ
リ
ー
は
絵
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
と
最
初
は
考
え
る
が
、
ど
う
や
ら
そ
の
場
に
い
る
人
物
を
評
し
た
言
葉
と
わ
か
る
。
ミ
リ
ー
は
そ
こ
に

マ
ー
ト
ン
が
い
る
の
を
認
め
、
三
人
の
女
性
が
話
し
て
い
る
「
ハ
ン
サ
ム
」
な
人
物
は
マ
ー
ト
ン
で
あ
ろ
う
と
見
当
を

つ
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
リ
ー
の
視
線
に
な
っ
て
そ
の
人
物
、
つ
ま
り
マ
ー
ト
ン
・
デ
ン
シ
ャ
ー
が
描
写
さ
れ
る
と
き
、

「
ハ
ン
サ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
な
い
。
続
け
て
ミ
リ
ー
は
ケ
イ
ト
も
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
、
ケ
イ
ト

の
こ
と
は
「
あ
の
ハ
ン
サ
ム
な
少
女
が
そ
の
場
面
を
仕
切
っ
て
い
た
」（180

）
と
紹
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ミ
リ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
に
行
く
前
、「
旅
行
者
の
話
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
逸
話
、
以
前
『
パ
ン
チ
』
誌
を
読
み
あ
さ
っ

て
集
め
た
情
報
」（113

）
か
ら
ロ
ン
ド
ン
娘
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
い
て
、
そ
の
娘
た
ち
も
ケ
イ
ト
と
同
じ
よ
う
に

「
ハ
ン
サ
ム
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た16
＊

。
そ
し
て
、
実
際
に
ロ
ン
ド
ン
に
来
て
、
ミ
リ
ー
は
ケ
イ
ト
、
つ
ま
り
「
こ
の
人

目
を
引
く
若
い
人
物
を
初
め
か
ら
物
語
の
中
に
置
い
た
」（113

）。
そ
し
て
そ
う
や
っ
て
想
像
し
た
「
ヒ
ロ
イ
ン
」
の
イ

メ
ー
ジ
は
「
快
活
な
少
年
」（113

）
を
思
わ
せ
る
と
い
う
。
ミ
リ
ー
に
と
っ
て
「
ハ
ン
サ
ム
」
な
「
ヒ
ロ
イ
ン
」
に
は
特

別
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

出
会
っ
た
直
後
の
ミ
リ
ー
と
ケ
イ
ト
の
描
写
に
、「
あ
の
ハ
ン
サ
ム
な
少
女
を
彼
女
﹇
ミ
リ
ー
﹈
は
ず
っ
と
心
に
思
い

描
き
、
そ
の
場
を
離
れ
た
後
、
そ
の
少
女
の
方
も
彼
女﹇
ミ
リ
ー
﹈の
姿
を
心
に
思
い
描
き
続
け
た
」（106

）
と
あ
っ
て
、
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お
互
い
に
見
つ
め
合
う
姿
が
強
調
さ
れ
る
。
ミ
リ
ー
が
ケ
イ
ト
を
見
つ
め
る
場
面
は
何
度
か
描
か
れ
る
が
、
次
の
場
面

は
注
目
に
値
す
る
。

一
緒
に
い
た
二
、
三
時
間
の
間
、
こ
ん
な
風
に
二
度
繰
り
返
し
、
自
分
が
ケ
イ
ト
を
見
て
い
る
の
が
ミ
リ
ー
に
は

わ
か
っ
た
。
デ
ン
シ
ャ
ー
氏
の
目
が
親
し
げ
に
し
げ
し
げ
と
見
つ
め
て
い
た
顔
で
あ
り
、
同
様
に
、
彼
の
顔
を
同

じ
よ
う
に
す
ば
ら
し
く
見
つ
め
た
顔
で
あ
る
と
い
う
知
識
に
照
ら
し
て
、
ミ
リ
ー
は
ケ
イ
ト
を
凝
視
し
て
い
た
。

（123

）

ミ
リ
ー
は
自
分
が
ケ
イ
ト
を
見
つ
め
て
い
る
の
に
気
が
つ
く
が
、
そ
の
と
き
ミ
リ
ー
は
、
ケ
イ
ト
の
顔
は
「
デ
ン
シ
ャ
ー

氏
の
目
が
親
し
げ
に
し
げ
し
げ
と
見
つ
め
て
い
た
顔
で
あ
り
、
同
様
に
、
彼
の
顔
を
同
じ
よ
う
に
す
ば
ら
し
く
見
つ
め

た
顔
」
で
あ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
イ
ト
と
マ
ー
ト
ン
の
関
係
を
疑
っ
て
い
る
と
解
釈
も
で
き
る
が
、
マ
ー
ト
ン

に
乗
り
移
っ
て
ミ
リ
ー
は
ケ
イ
ト
を
見
つ
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
凝
視
が
一
方
通
行
で

は
な
い
と
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
先
ほ
ど
述
べ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の

場
面
の
後
、
二
人
が
ミ
リ
ー
の
こ
と
を
話
す
場
面
が
あ
る
。
そ
の
後
、
マ
ー
ト
ン
の
視
点
に
寄
り
添
う
形
で
書
か
れ
る

と
こ
ろ
で
、「
あ
の
魅
力
的
な
（charm

ing

）
少
女
は
ケ
イ
ト
を
崇
め
て
い
る
」（196

）
と
マ
ー
ト
ン
は
思
う
。
そ
の
直

前
、
ミ
リ
ー
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
く
か
ケ
イ
ト
に
質
問
し
、
答
が
な
か
っ
た
と
回
想
す
る
場
面
で
、「
愛
し
い

彼
女
の
ミ
リ
ー
（her dear M

illy

）」
と
三
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（195
）。
こ
れ
は
ケ
イ
ト
が
「
愛
し
い
私
の
ミ
リ
ー
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（m
y dear M

illy

）」
と
言
っ
た
こ
と
を
、
描
出
話
法
を
用
い
て
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
に
強
調

す
る
語
り
手
の
、
ひ
い
て
は
作
者
の
意
図
を
考
え
る
と
、
ケ
イ
ト
に
と
っ
て
の
ミ
リ
ー
の
存
在
の
大
き
さ
を
考
え
な
い

で
は
い
ら
れ
な
い
。
ケ
イ
ト
の
側
か
ら
の
反
応
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
今
一
度
ミ
リ
ー
と
マ
ー
ト
ン
の
関
係
を
見

て
み
よ
う
。

先
ほ
ど
、
ミ
リ
ー
は
マ
ー
ト
ン
に
乗
り
移
っ
て
ケ
イ
ト
を
見
つ
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
書
い
た
。
見

る
と
い
う
行
為
は
『
鳩
の
翼
』
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
は
ケ
イ
ト
と
マ
ー
ト
ン

の
出
会
い
の
場
面
、
第
二
巻
第
一
章
に
お
い
て
見
る
と
い
う
行
為
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。「
あ
の
よ

う
に
ハ
ン
サ
ム
な
二
人
」
が
出
会
っ
た
と
き
、「
二
人
は
お
互
い
を
ま
っ
す
ぐ
に
見
つ
め
て
い
た
（regarding

）」（49

）。

そ
し
て
、「
一
言
で
言
え
ば
、
目
と
目
が
合
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
目
以
外
の
感
覚
器
官
、
機
能
、
触
角
も

ま
た
触
れ
合
っ
た
」（49

）
の
で
あ
る
。「
目
と
目
が
合
っ
た
」
だ
け
で
は
な
く
、「
感
覚
器
官
、
機
能
、
触
角
も
ま
た
触

れ
合
っ
た
」
と
あ
り
、
二
人
の
興
奮
の
度
合
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
直
後
に
二
人
は
「
パ
ン
屋
に
対
し
て
忍
び
笑
い
す
る

女
中
の
よ
う
」（51

）
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
バ
ジ
ル
が
「
女
中
」
と
「
女
中

の
情
人
」（T

he B
ostonians 342

）
と
形
容
さ
れ
て
い
た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
性
的
な
関
係
を
持
ち
た

い
と
思
う
マ
ー
ト
ン
に
対
し
、
ケ
イ
ト
に
は
視
線
だ
け
が
重
要
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
マ
ー
ト
ン
が
ケ
イ
ト

を
「
長
く
見
つ
め
る（a long look

）」（54

）
が
、「
彼
に
長
く
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
、
彼
女
に
は
い
く
ら
あ
っ
て
も

足
り
な
い
と
思
え
る
も
の
だ
っ
た
」（54

）
と
あ
る
。
ヴ
ェ
ニ
ス
に
場
面
が
移
動
し
、
ケ
イ
ト
の
立
て
た
計
画
の
変
更
を

盾
に
強
引
に
迫
り
、
つ
い
に
性
的
な
関
係
を
持
つ
マ
ー
ト
ン
が
、
そ
の
一
度
の
体
験
を
後
生
大
事
に
し
、
後
、
部
屋
で
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一
人
、
自
慰
行
為
に
ふ
け
っ
て
い
る
の
を
暗
示
す
る
よ
う
な
場
面
（316

）
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
マ
ー
ト
ン
が
肉
体
的

な
関
係
と
そ
の
思
い
出
を
重
要
視
す
る
の
と
は
対
照
的
だ
。
な
お
、
こ
の
場
面
で
自
慰
行
為
を
暗
示
す
る
の
に
、「
再
開

し
た（
中
略
）
親
密（intim

acy

）な
行
為
」（315

）
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
が
、
第
一
章
で
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を

論
じ
た
際
、「
親
密
に
知
り
た
い
（know

 intim
ately

）」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
親
密
」
と
い
う
言
葉
が

性
行
為
の
婉
曲
発
言
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
思
い
出
し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う17
＊

。

ミ
リ
ー
は
マ
ー
ト
ン
に
成
り
代
わ
る
よ
う
に
、
ケ
イ
ト
を
見
つ
め
続
け
る
。
ミ
リ
ー
の
最
初
の
診
察
結
果
を
聞
く
た

め
ミ
リ
ー
が
宿
泊
す
る
ホ
テ
ル
に
か
け
つ
け
た
ケ
イ
ト
と
ミ
リ
ー
が
会
う
場
面
だ
。

し
か
し
、
彼
女
﹇
ミ
リ
ー
﹈
に
提
示
さ
れ
た
あ
の
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り
、
大
胆
な
態
度
で
合
図
を
送
っ
て
よ
こ
し
、

待
ち
き
れ
ず
い
ら
だ
っ
た
様
子
が
と
り
わ
け
ハ
ン
サ
ム
に
見
え
る
あ
の
素
敵
な
若
い
女
性
は
、
誰
か
他
の
人
の
眼

差
し
の
独
占
物
で
あ
り
、
あ
の
す
ば
ら
し
い
大
胆
な
態
度
は
要
す
る
に
彼
女
が
デ
ン
シ
ャ
ー
氏
に
示
す
す
ば
ら
し

く
大
胆
な
態
度
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
今
一
度
、
否
応
も
な
く
今
一
度
、
ミ
リ
ー
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
そ
ん

な
風
に
彼
に
は
彼
女﹇
ケ
イ
ト
﹈が
見
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
ん
な
風
に
ミ
リ
ー
の
目
は
ケ
イ
ト
に
釘
付

け
に
な
っ
た
。
あ
の
遠
く
に
い
る
人
物
の
目
を
通
し
て
見
る
か
の
よ
う
な
奇
妙
な
感
覚
に
よ
っ
て
、
ミ
リ
ー
の
目

は
釘
付
け
に
な
っ
た
。（159

）

イ
ラ
イ
ラ
と
し
な
が
ら
も
「
ハ
ン
サ
ム
」
な
ケ
イ
ト
が
ミ
リ
ー
に
見
せ
た
「
大
胆
な
態
度
」
を
、
ミ
リ
ー
は
「
誰
か
他
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の
人
の
眼
差
し
の
独
占
物
」、
つ
ま
り
マ
ー
ト
ン
だ
け
に
見
せ
る
も
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
ミ
リ
ー
の
目
は
「
あ
の
遠

く
に
い
る
人
物
の
目
を
通
し
て
見
る
か
の
よ
う
な
奇
妙
な
感
覚
に
よ
っ
て
」
釘
付
け
に
さ
れ
る
。「
ミ
リ
ー
は
マ
ー
ト
ン

の
目
を
通
し
て
ケ
イ
ト
を
見
始
め
る
」
と
プ
リ
ー
ス
ト
が
述
べ
（Priest 171

）、
ピ
ジ
ョ
ン
も
、「
ミ
リ
ー
も
自
分
自
身
を

デ
ン
シ
ャ
ー
と
し
て
経
験
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
ミ
リ
ー
は
し
ば
ら
く
の
間
、
自
分
が
彼
の
場

所
、
彼
の
視
点
を
占
め
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
」（Pigeon 109

）
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
リ
ー
の
眼
差
し
は

マ
ー
ト
ン
の
眼
差
し
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
引
用
に
は
さ
ら
に
続
け
て
、
ケ
イ
ト
の
「
大
胆
な
態
度
」
は
マ
ー

ト
ン
に
見
せ
る
態
度
で
あ
る
と
ミ
リ
ー
は
思
う
の
だ
が
、
実
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
大
胆
な
態
度
」
と
い
う
語
を
「
愛

し
い
私
の
ミ
リ
ー
」
と
同
様
に
三
度
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
の
語
り
口
は
、
マ
ー
ト
ン
に
見
せ
る
態
度
を
ケ
イ
ト
が
こ

こ
で
は
ミ
リ
ー
に
見
せ
て
い
る
こ
と
を
、
読
者
に
対
し
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
初
期
の
作
品
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
三
人
の
登
場
人
物
の
間
の
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
三
角
関
係
」

（Show
alter 27

）
に
お
い
て
、
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
サ
ム
が
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
・
タ
ラ
ン
ト
を
欲
望
す
る
の
と
、
オ
リ
ー
ヴ
・
チ
ャ

ン
セ
ラ
ー
が
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
欲
望
す
る
の
が
意
図
的
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
バ
ジ
ル
の
抱
く
よ
う
な
性

的
な
欲
望
を
オ
リ
ー
ヴ
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
の
構
造
を
第
一
章
で
論
じ
た
が
、
同
様
の
構
図
を
こ
の
作

品
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
あ
の
遠
く
に
い
る
人
物
」
マ
ー
ト
ン
・
デ
ン
シ
ャ
ー
の
「
目
を
通
し
て
見

る
」
以
上
、
ミ
リ
ー
の
ケ
イ
ト
へ
の
眼
差
し
に
は
性
的
な
欲
望
、「
親
密
な
行
為
」
を
想
像
す
る
願
望
が
潜
ん
で
い
る
と

言
え
る
。
し
か
し
、
ミ
リ
ー
に
は
ケ
イ
ト
と
「
パ
ン
屋
」
と
「
女
中
」
の
関
係
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
も
し
く
は
そ
の
結
果
、
ミ
リ
ー
に
は
病
気
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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換
喩
と
し
て
の
病
い

ミ
リ
ー
の
病
気
に
関
す
る
描
写
に
は
謎
が
多
い
。
ま
ず
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
が
作
品
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
以
下

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
る
の
は
…
…
あ
る
若
い
人
物
、（
で
き
れ
ば
女
性
が
よ
い
と
私
に
は
思
え
る
が
、
確
信
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
）、
そ
の
人
物
の
ち
ょ
っ
と
し
た
状
況
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
ろ
う
か
。
そ
の
人
は
二
十
歳
。
無
限

に
思
わ
れ
る
人
生
の
出
発
点
で
、
突
然
、
医
者
の
声
に
よ
っ
て
、（
肺
病
と
か
、
心
臓
病
と
い
っ
た
病
気
に
よ
る
）

死
が
宣
告
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。（E

del &
 Pow

ers 102

）

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
妹
ア
リ
ス
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
癌
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
作
品
と
結
び
つ
け
る
批
評
家
も
お
り18
＊

、
ミ
リ
ー

の
病
気
を
結
核
と
決
め
つ
け
、「
結
核
の
治
療
法
と
し
て
、
医
者
は
ミ
リ
ー
・
シ
ー
ル
に
恋
愛
を
勧
め
る
」（Sontag 22

）

と
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
は
書
い
て
い
る
が
、
作
品
の
な
か
で
病
名
は
決
し
て
明
か
さ
れ
な
い
。
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
言
う

よ
う
に
、「
ミ
リ
ー
の
病
気
は
不
可
解
な
こ
と
に
、
名
づ
け
ら
れ
な
い
（unnam

ed

）
ま
ま
で
あ
る
」（Fow

ler 5

19
＊8

）。

ミ
リ
ー
が
二
度
目
に
サ
ー
・
ス
ト
レ
ッ
ト
の
診
断
を
受
け
た
と
き
、
事
前
の
情
報
は
何
一
つ
な
か
っ
た
の
に
ミ
リ
ー

に
関
す
る
診
断
を
す
る
。「
医
師
は
た
だ
彼
の
天
才
に
よ
っ
て
見
出
し
た（found out

）。
ミ
リ
ー
が
言
い
た
い
の
は
、
文

字
通
り
す
べ
て
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
」（147

）と
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
ミ
リ
ー
は
「
そ
の
見
出
さ
れ
た（being 
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found out

）状
態
」
が
嫌
い
で
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、「
よ
っ
て
立
つ
確
固
と
し
た
も
の
」
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
初
回
の
診
察
時
に
付
き
添
っ
て
い
た
女
性
の
こ
と
を
医
師
に
質
問
さ
れ
る
と
、「
私
は
秘
密
に
医
師
を
訪
問
し
た

の
で
す
」（149

）
と
、
付
き
添
っ
て
く
れ
た
女
性
に
話
し
た
と
ミ
リ
ー
は
答
え
る
。
そ
の
女
性
が
何
人
の
人
に
そ
の
事
実

を
話
す
だ
ろ
う
か
と
問
わ
れ
る
と
、
そ
の
友
人
は
「
忠
実
（devoted

）」
な
の
で
誰
に
も
話
さ
な
い
と
、
ミ
リ
ー
は
答

え
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
回
目
は
一
人
で
来
た
と
言
う
際
、「
誰
も
助
け
て
く
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
今
日

は
一
人
な
ん
で
す
。
一
人
で
い
た
い
の
で
す
。
前
回
は
ミ
ス
・
ク
ロ
イ
が
一
緒
に
来
て
く
れ
ま
し
た
け
れ
ど
」
と
、
付

き
添
っ
て
く
れ
た
女
性
の
名
前
を
サ
ー
・
ス
ト
レ
ッ
ト
に
告
げ
、
今
回
一
人
で
来
た
理
由
を
説
明
し
、
続
け
て
ミ
リ
ー

は
「
あ
り
の
ま
ま
の
私
を
見
て
欲
し
い
」（149

）
と
言
う
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
ミ
リ
ー
が
本
当
の
病

気
は
何
か
を
知
り
た
が
っ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
医
者
に
言
い
表
し
て
欲
し
い

か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
病
気
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

ミ
リ
ー
が
病
人
だ
と
は
思
え
な
い
と
い
う
マ
ー
ト
ン
に
対
し
、
ケ
イ
ト
が
言
う
言
葉
も
意
味
深
長
だ
。

「
で
は
」、
彼﹇
マ
ー
ト
ン
﹈は
こ
の
と
き
、
素
直
に
わ
か
ら
な
く
て
質
問
し
た
。「
一
体
、
何
の
話
な
の
で
す
か
？

彼
女
は
ど
ん
な
異
常
な
容
体
に
あ
る
と
い
う
の
で
す
か
？
」

こ
れ
を
聞
い
て
ケ
イ
ト
は
、
ま
る
で
自
分
自
身
が
理
解
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
続
け
た
。「
も
し
彼
女
が
病

気
で
あ
る
な
ら
、
重
い
病
気
だ
と
思
い
ま
す
。
悪
い
と
す
れ
ば
、
ひ
ど
く
悪
い
と
思
い
ま
す
。
理
由
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
そ
う
思
う
の
で
す
。
彼
女
は
本
当
に
生
き
る
か
、
本
当
に
生
き
る
こ
と
は
な
い
か
、
ど
ち
ら
か
な
の
で
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す
。
心
ゆ
く
ま
で
人
生
を
享
受
す
る
か
、
す
べ
て
を
失
う
か
な
の
で
す
。
心
ゆ
く
ま
で
人
生
を
享
受
す
る
と
、
今
、

私
に
は
思
え
ま
せ
ん
」（217

）

「
病
気
で
あ
る
な
ら
、
重
い
病
気
だ
」
と
説
明
す
る
が
、
ミ
リ
ー
の
病
気
を
語
る
ケ
イ
ト
の
言
葉
に
マ
ー
ト
ン
は
「
煙
に

巻
か
れ
た
よ
う
に
」
思
う
。
さ
ら
に
続
け
て
ケ
イ
ト
は
、「
私
は
病
気
に
対
し
て
残
酷
で
す
。
病
気
を
憎
ん
で
い
ま
す
」、

「
私
は
病
気
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」（218

）
と
言
う
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、「
煙
に
巻
か
れ
た
よ
う
に
」

感
じ
る
の
は
マ
ー
ト
ン
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ケ
イ
ト
に
と
っ
て
、
ミ
リ
ー
の
病
気
は
病
気
以
上
の
も
の
を
暗
示
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
ー
ク
卿
が
求
愛
に
来
た
と
き
、
ミ
リ
ー
は
自
分
の
病
気
が
重
い
こ
と
を
自
ら
告
白
す
る
（273

）。「
何
も
し
な
い
の

で
す
か
」
と
問
う
マ
ー
ク
卿
に
ミ
リ
ー
は
、「
私
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
し
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
と
は
こ
れ
で
す
。（
中

略
）
い
ま
そ
れ
を
や
っ
て
い
ま
す
。
生
き
る
こ
と
以
上
の
こ
と
は
誰
に
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら
」（273

）
と
答
え
る
。
し
ば

ら
く
話
し
た
後
、
ケ
イ
ト
は
「
自
由
の
身
（free
）」
な
の
で
結
婚
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
マ
ー
ク
卿
に
説
明
す

る
が
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

事
実
、
奇
妙
に
も
、
彼
は
彼
女
の
口
か
ら
、
彼
女
自
身
に
つ
い
て
、
…
…
そ
し
て
、
こ
の
宮
殿
の
探
り
出
す
よ
う

な
魔
力
の
雰
囲
気
の
中
、
非
常
に
直
截
に
、
誰
も
他
の
人
が
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
彼
は
聞
い
た
。
ケ

イ
ト
も
、
モ
ー
ド
叔
母
も
、
マ
ー
ト
ン
・
デ
ン
シ
ャ
ー
も
、
ス
ー
ザ
ン
・
シ
ェ
フ
ァ
ー
ド
も
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
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た
こ
と
を
。（279–80

）

マ
ー
ク
卿
が
知
っ
た
、
ミ
リ
ー
に
つ
い
て
「
誰
も
他
の
人
が
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
」
と
は
何
か
。
病
気
が

重
い
こ
と
を
ミ
リ
ー
が
自
ら
語
る
場
面
は
他
に
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
マ
ー
ク
卿
だ
け
に
話
し
た
こ
と
は
病
気
の
深
刻

さ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
の
場
面
の
直
前
に
、
二
人
が
話
題
と
す
る
の
は
、「
私
た
ち
は
実
に
素
敵
な
友
達
な
ん
で

す
」（279

）
と
い
う
ミ
リ
ー
の
言
葉
が
示
す
、
ミ
リ
ー
の
ケ
イ
ト
に
対
す
る
友
情
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、「
誰
も
他
の

人
が
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
」
と
は
、
ケ
イ
ト
に
関
す
る
ミ
リ
ー
の
秘
密
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
秘
密
が
病
気

と
文
脈
上
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
ミ
リ
ー
の
病
気
は
結
核
な
ど
具
体
的
な
病
名
を
持
つ
病
気
で
は
な
く
、
ミ
リ
ー

の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
ミ
リ
ー
の
病
気
は
ミ
リ
ー
自
身
な
の
だ
。「
病
気
を
患
う
も
の
の
王
国
」

に
「
住
ま
う
人
々
の
性
格
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
を
表
す
「
隠メ

タ
フ
ァ喩
と
し
て
使
わ
れ
た
病
気
」（3

）
を
問
題
と
し
、「
隠
喩

と
し
て
の
病
い
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
ソ
ン
タ
グ
に
な
ら
え
ば
、
病
気
は
ミ
リ
ー
が
生
き
て
い
る
こ
と
、
ミ
リ
ー
の

存
在
そ
の
も
の
の
換
喩
と
な
る
。
ミ
リ
ー
の
病
気
は
ミ
リ
ー
自
身
の
生
き
様
な
の
だ
。
ミ
リ
ー
の
病
い
は
換
喩
と
し
て

の
病
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
な
る
と
、
こ
こ
で
ミ
リ
ー
の
病
気
が
「
名
づ
け
ら
れ
な
い
（unnam

ed

）」
も
の
で
あ
る

と
い
う
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
言
葉
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
「
口
に
出
せ
な
い（unspeakable

）」（29

）
と

表
現
さ
れ
る
も
の
が
登
場
し
、
そ
れ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

作
品
冒
頭
部
、
ケ
イ
ト
の
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
父
の
行
い
と
大
き
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。

そ
の
後
で
、
ケ
イ
ト
の
父
の
つ
ま
先
だ
っ
た
歩
き
方
が
、「
彼
に
関
し
て
、
口
に
出
せ
な
い
（unspeakable

）
も
の
と
呼
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ば
れ
る
も
の
の
一
つ
の
印
」（29

）
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
イ
ヴ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
こ
の
「
口
に
出
せ
な
い
」
も

の
を
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
裁
判
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
、「
あ
え
て
そ
の
名
を
口
に
し
な
い
愛（the love that 

dare not speak its nam
e

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
と
結
び
つ
け
、
ケ
イ
ト
の
父
、
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ク
ロ
イ
の
同
性
愛
を
暗

示
す
る
と
考
え（Sedgw

ick, “Is the R
ectum

 Straight? ” 75–77

）、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
じ
、
ミ
リ
ー
の
秘
密
と
ラ
イ
オ

ネ
ル
の
秘
密
を
結
び
つ
け
る
。

ミ
リ
ー
の
自
分
の
病
気
と
の
関
係
が
、
修
辞
的
に
言
っ
て
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ク
ロ
イ
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
不
名

誉
の
、
ま
さ
に
繰
り
返
し
に
な
る
の
は
、『
鳩
の
翼
』
に
お
い
て
も
っ
と
も
肝
を
つ
ぶ
す
よ
う
な
効
果
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
の
奇
妙
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
イ
オ
ネ
ル
の
不
名
誉
が
も
っ
と
も
卑
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
ミ

リ
ー
の
病
気
が
小
説
の
も
っ
と
も
神
聖
な
要
素
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
強
制
的
で
目
に

見
え
る
否
認
の
素
振
り
が
、
両
方
の
秘
密
を
取
り
巻
い
て
い
る
。（8

20
＊8

）。

ケ
イ
ト
に
と
っ
て
、
ミ
リ
ー
と
父
と
は
等
価
な
存
在
と
な
る
。『
鳩
の
翼
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
る
二
つ
の
も
の
が

パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
場
合
、
パ
ラ
レ
ル
を
な
す
一
方
の
辺
で
成
立
す
る
こ
と
は
、
も
う
一
方
の
辺
で
も
成
立
す
る

可
能
性
が
暗
示
さ
れ
る
構
造
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
こ
と
を
確
認
し

た
上
で
、
ミ
リ
ー
の
病
気
が
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
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フ
ー
コ
ー
が
論
じ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
、「
禁
じ
ら
れ
た
行
為
の
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
っ
た
「
ソ
ド
ミ
ー
」

を
犯
し
た
も
の
は
「
そ
の
法
律
上
の
主
体
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、「
十
九
世
紀
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
は
一
人
の

登
場
人
物
、
一
つ
の
過
去
、
一
つ
の
個
人
記
録
、
一
つ
の
幼
年
時
代
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
る
生
活
形
態
、

あ
る
生
活
型
、
あ
る
形
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
々
は
い
ま
や
一
つ
の
種
族
な
の
だ
」

（Foucault 42–43
）。
つ
ま
り
、「
性
が
個
人
の
存
在
の
秘
密
の
部
分
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
肝
心
か
な
め
の
部

分
に
さ
れ
て
い
っ
た
」（
カ
ラ
ー
9
）
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
さ
ら
に
続
け
て
、「
肉
体
に
埋
め
込
ま
れ
、
個
人
の
特
質

に
深
く
食
い
込
ん
だ
結
果
、
性
の
奇
癖
は
健
康
と
病
理
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
依
存
す
る
。
そ
し
て
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

は
医
学
の
対
象
で
あ
り
医
療
の
対
象
で
あ
る
の
で
、
今
度
は
逆
に
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
障
害
と
し
て
、
機
能
障
害

と
し
て
、
徴
候
と
し
て
、
生
体
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
、
肌
の
表
面
に
、
も
し
く
は
行
動
の
あ
ら
ゆ
る
徴
の
中
に
探
り
出

そ
う
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
」（44
）
と
書
い
て
い
る
。「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
が
「
個
人
の
特
質
に
深
く
食
い

込
」
み
、「
病
理
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
に
属
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
病
気
が
存
在
自
体
を
表
す
ミ
リ
ー
の
場
合
、
彼
女

の
病
気
が
「
個
人
の
特
質
」、
つ
ま
り
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
す
換
喩
と
な
り
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

は
性
的
逸
脱
と
大
き
く
関
わ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
病
気
を
「
嫌
悪
す
る
」
と
い
う
強

い
反
応
を
示
し
た
ケ
イ
ト
の
態
度
も
納
得
で
き
る
。

作
品
冒
頭
の
場
面
で
ケ
イ
ト
は
、「
男
で
あ
っ
た
な
ら
」「
と
て
も
好
き
な
貴
い
家
名
」
の
「
管
理
を
す
る
」
の
に
と

思
う
（23

）。
こ
の
ケ
イ
ト
の
思
い
を
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、「
父
の
名
の
権
威
を
救
い
出
す
た
め
に
男
で
あ
り
た
か
っ
た
と

い
う
ケ
イ
ト
の
願
い
に
は
、
女
と
し
て
、
正
式
に
家
名
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
交
換
の
対
象
と
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
と
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し
て
の
自
己
規
定
が
不
幸
に
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、「
ラ
イ
オ
ネ
ル
が
同
性
愛
で
あ
る
と
い
う
『
恥
辱
』
が

（
中
略
）
彼
女
を
よ
り
親
密
に
、
よ
り
『
思
い
や
る
気
持
ち
を
持
っ
て
』
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
二
分
法
の
場
へ
と
結
び
つ
け
る
」

（84
）
と
論
じ
て
い
る
。
一
方
で
男
で
あ
り
な
が
ら
「
家
名
」
を
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
父
に
成
り
代
わ
り
、「
家
名
」
を

守
ろ
う
と
す
る
ケ
イ
ト
は
、
他
方
で
は
自
分
が
「
交
換
の
対
象
」
で
あ
る
「
女
」
に
過
ぎ
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
彼
女
自
身
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
二
分
法
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
ハ
ン
サ

ム
」
と
形
容
さ
れ
続
け
る
ケ
イ
ト
は
、
自
ら
も
「
ハ
ン
サ
ム
」
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
一
面
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
。
セ

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
議
論
を
受
け
て
ピ
ジ
ョ
ン
は
、
ラ
イ
オ
ネ
ル
が
「
美
し
い（beautiful

）」
と
形
容
さ
れ
、
ケ
イ
ト
が
「
ハ

ン
サ
ム
」
と
繰
り
返
し
描
写
さ
れ
る
こ
と
を
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
い
う
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
二
分
法
」
と
結
び
つ
け
、「
ハ
ン

サ
ム
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
、
娘
自
身
の
中
に
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ク
ロ
イ
が
存
在
す
る
こ
と
を
暗
示
し
、
そ
れ
は
も
ち

ろ
ん
、
彼
の
口
に
出
せ
な
い
（unspeakable

）
遺
産
を
強
調
す
る
」（Pigeon 116

）
と
論
じ
て
い
る
。
自
分
自
身
に
思
い

当
た
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
ミ
リ
ー
の
病
い
を
あ
れ
ほ
ど
嫌
悪
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で

も
、「
病
的
（m

orbid

）」
と
い
う
語
を
用
い
て
オ
リ
ー
ヴ
の
特
性
を
バ
ジ
ル
が
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
る
。

『
鳩
の
翼
』
の
冒
頭
場
面
と
最
終
場
面
の
直
前
の
場
面
で
、
ケ
イ
ト
が
父
の
居
所
に
い
る
と
い
う
設
定
か
ら
考
え
て

も
、
父
へ
の
こ
だ
わ
り
が
ケ
イ
ト
と
い
う
人
物
の
根
幹
に
存
在
す
る
と
、
作
者
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
考
え
て
い
る
の
は
明
ら

か
だ
。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
ピ
ジ
ョ
ン
が
論
じ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
オ
ネ
ル
の
「
口
に
出
せ
な
い
」
も
の
に
ケ
イ
ト
は
呪
縛

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
イ
ト
は
病
気
と
い
う
も
の
を
「
嫌
悪
」
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
章
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の
冒
頭
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
ミ
リ
ー
を
「
鳩
」
と
形
容
し
た
の
は
ケ
イ
ト
だ
っ
た
。
ミ
リ
ー
は
鳩
だ
か
ら
、「
あ

な
た
は
き
っ
と
私
を
嫌
悪
す
る
で
し
ょ
う
」
と
ケ
イ
ト
は
言
う
。
ケ
イ
ト
が
ミ
リ
ー
を
「
鳩
」
と
形
容
す
る
本
当
の
理

由
は
書
か
れ
な
い
が
、「
鳩
」
と
形
容
さ
れ
た
ミ
リ
ー
は
、「
こ
れ
ま
で
に
な
く
優
雅
に
、
思
い
や
り
深
く
抱
擁
さ
れ
た
」

と
感
じ
、「
ケ
イ
ト
の
唇
の
感
触
」
が
、「
ケ
イ
ト
が
た
っ
た
今
言
っ
た
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
封
印
し
た
」（173

）
と

あ
る
。
ミ
リ
ー
を
「
鳩
」
と
形
容
す
る
ケ
イ
ト
の
言
葉
を
聞
き
、
マ
ー
ト
ン
は
「
鳩
は
翼
と
す
ば
ら
し
い
飛
翔
力
を
持
っ

て
お
り
」、「
保
護
す
る
た
め
に
翼
を
広
げ
る
」
と
解
釈
し
て
、
そ
れ
を
「
富
（w

ealth

）」
と
結
び
つ
け
る
（307

）。
し

か
し
、
最
終
場
面
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、「
鳩
の
翼
」
を
必
要
と
し
て
い
た
の
は
ケ
イ
ト
だ
っ
た
。
だ
が
ケ
イ
ト
は
、
ミ

リ
ー
と
い
う
「
鳩
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
富
」
は
選
ば
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
シ
ュ
ラ
ム
の
女
の
目
が
「
鳩
」

に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
に
、「
鳩
」
た
る
ミ
リ
ー
に
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
ケ
イ
ト
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
ミ
リ
ー
の
眼
差
し
は
ケ
イ
ト
へ
の
愛
だ
っ
た
。
そ
し
て
ケ
イ
ト
は
ミ
リ
ー
の
眼
差
し
を
必
要
と
し
た
。
ケ

イ
ト
が
求
め
た
の
は
ミ
リ
ー
の
愛
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ケ
イ
ト
／
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
目
覚
め

作
品
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
も
う
一
度
思
い
出
し
た
い
。
ミ
リ
ー
の
お
金
を
マ
ー
ト
ン
が
ケ
イ
ト
に
譲
る
と
い
う
選
択

以
外
の
方
法
が
あ
る
と
、
ケ
イ
ト
は
マ
ー
ト
ン
に
言
う
。
そ
れ
は
ミ
リ
ー
の
記
憶
と
恋
す
る
の
を
止
め
る
こ
と
だ
と
。

マ
ー
ト
ン
が
ミ
リ
ー
の
記
憶
と
恋
を
す
る
の
を
ケ
イ
ト
が
禁
じ
る
の
は
、
マ
ー
ト
ン
を
独
占
し
た
い
と
い
う
彼
女
の
欲
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望
を
表
す
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
で
、
ミ
リ
ー
の
こ
と
で
マ
ー
ト
ン
に
対
し
て
嫉
妬
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
と

述
べ
て
お
い
た
。
つ
ま
り
、
ミ
リ
ー
の
記
憶
に
恋
を
す
る
の
を
、
自
分
だ
け
の
特
権
と
し
て
お
き
た
い
と
い
う
ケ
イ
ト

の
気
持
ち
の
表
れ
と
解
釈
で
き
る
の
だ
。
ミ
リ
ー
が
宿
泊
す
る
ホ
テ
ル
に
ケ
イ
ト
が
訪
れ
た
時
の
こ
と
は
す
で
に
述
べ

て
お
い
た
が
、
そ
の
議
論
を
こ
こ
で
も
う
一
度
思
い
出
そ
う
。
ケ
イ
ト
の
「
大
胆
な
態
度
」
は
、
ケ
イ
ト
が
マ
ー
ト
ン

に
見
せ
る
も
の
だ
と
ミ
リ
ー
は
思
う
。
こ
の
場
面
は
ミ
リ
ー
が
マ
ー
ト
ン
と
視
線
を
同
一
化
し
て
ケ
イ
ト
を
見
る
場
面

で
あ
っ
た
。
ケ
イ
ト
が
マ
ー
ト
ン
に
見
せ
る
態
度
だ
と
ミ
リ
ー
が
思
う
の
は
、
ミ
リ
ー
が
マ
ー
ト
ン
に
嫉
妬
し
て
い
る

か
ら
だ
と
表
面
的
に
は
思
え
る
が
、
ミ
リ
ー
の
観
察
に
注
目
す
れ
ば
、
ケ
イ
ト
は
マ
ー
ト
ン
に
見
せ
る
態
度
を
ミ
リ
ー

に
も
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
リ
ー
と
マ
ー
ト
ン
の
二
人
が
ケ
イ
ト
を
欲
望
す
る
欲
望
の
三
角
形
に
お
い
て
、
女
性

二
人
の
辺
に
お
け
る
欲
望
は
ミ
リ
ー
の
側
か
ら
の
一
方
通
行
な
の
で
は
な
く
、
実
は
出
会
い
の
時
よ
り
、
ケ
イ
ト
の
側

か
ら
ミ
リ
ー
に
向
か
う
欲
望
も
存
在
し
た
の
だ
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
最
終
場
面
で
結
婚
を
申
し
込
む
マ
ー
ト
ン
に
対

し
、「
以
前
の
私
た
ち
に
は
戻
れ
な
い
」（407
）
と
言
っ
て
、
お
そ
ら
く
ミ
リ
ー
か
ら
送
ら
れ
た
金
を
持
つ
こ
と
も
な
く

ケ
イ
ト
が
ド
ア
の
方
に
向
か
う
姿
か
ら
、
ミ
リ
ー
と
の
こ
と
を
自
分
だ
け
の
「
思
い
出
」
に
し
て
お
き
た
い
と
い
う
ケ

イ
ト
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
度
だ
け
の
セ
ッ
ク
ス
の
思
い
出
を
後
生
大
事
に
自
慰
を
す
る
マ
ー
ト
ン
と
対
比

さ
れ
、
最
終
的
に
ケ
イ
ト
は
、
マ
ー
ト
ン
と
の
生
活
も
ミ
リ
ー
か
ら
送
ら
れ
た
金
も
捨
て
、
ミ
リ
ー
の
思
い
出
だ
け
を

胸
に
生
き
て
い
く
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
く
る
と
、『
鳩
の
翼
』
と
『
ボ
ス
ト

ニ
ア
ン
ズ
』
と
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
が
見
え
て
く
る
。

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
最
終
場
面
で
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
は
講
演
を
投
げ
だ
し
、
バ
ジ
ル
と
二
人
で
出
て
い
く
。
残
さ
れ
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た
オ
リ
ー
ヴ
が
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
に
代
わ
り
舞
台
へ
と
向
か
う
最
後
の
場
面
で
、「
オ
リ
ー
ヴ
は
今
、
運
動
の
た
め
に
話
す

こ
と
が
で
き
る
。
長
く
抑
え
付
け
て
き
た
雄
弁
へ
の
個
人
的
な
願
い
が
実
現
す
る
の
だ
。
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
失
う
こ
と
で
、

オ
リ
ー
ヴ
は
自
分
自
身
の
声
を
獲
得
し
、
自
分
の
使
命
を
果
た
す
の
で
あ
る
」（Show

alter 30

）
と
シ
ョ
ウ
ォ
ー
ル
タ
ー

は
結
論
づ
け
る
。
リ
リ
ア
ン
・
フ
ェ
ダ
マ
ン
は
、
オ
リ
ー
ヴ
と
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
二
人
の
関
係
を
「
ボ
ス
ト
ン
・
マ
リ
ッ

ジ
」
と
定
義
し
（Faderm

an 191

）、「
オ
リ
ー
ヴ
と
一
緒
に
い
る
と
き
に
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
が
花
開
く
こ
と
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

示
し
て
い
る
」（194
）
と
論
じ
、
二
人
の
関
係
の
相
互
性
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
バ
ジ
ル
は
「
女
中
」

と
「
女
中
の
情
人
」
と
形
容
さ
れ
、
二
人
の
性
的
な
欲
望
は
双
方
向
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
オ
リ
ー

ヴ
と
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
の
間
で
性
的
な
欲
望
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
オ
リ
ー
ヴ
か
ら
の
一
方
通
行
で
し
か
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
同
じ
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
三
角
関
係
」
の
構
図
が
当
て
は
ま
る
『
鳩
の
翼
』
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

は
二
人
の
女
性
の
間
の
関
係
に
も
双
方
向
性
を
暗
示
し
た
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
オ
リ
ー
ヴ
と
ケ
イ
ト
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
共
通
点
を
認
め
、「
も
し
オ
リ
ー
ヴ
が
公
然

た
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ケ
イ
ト
は
潜
在
的
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
」（Stevens 27

）
と
述
べ
る
。
し

か
し
、
山
師
の
よ
う
な
父
親
を
持
つ
点
、
金
銭
的
に
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
点
な
ど
、
外
的
な
要
因
に
目
を
や
れ

ば
、
実
は
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
と
ケ
イ
ト
の
共
通
点
も
多
い
。
ま
っ
た
く
違
う
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
見
え
に
く
い

が
、
二
人
に
は
、
父
と
の
関
係
や
、
経
済
的
な
理
由
で
別
の
女
性
に
近
づ
く
点
な
ど
、
類
似
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
三
角
関
係
」
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
か
ら
オ
リ
ー
ヴ
に
向
か
う
欲
望
が
不
在
で
あ
っ
た
と
述
べ
た

が
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
に
お
い
て
不
在
で
あ
っ
た
欲
望
の
ベ
ク
ト
ル
を
補
う
こ
と
が
、『
鳩
の
翼
』
の
隠
さ
れ
た
意
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図
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
前
年
十
一
月
に
、
グ
レ
ー
ス
・
ノ
ー
ト
ン
に

宛
て
た
手
紙
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
妹
ア
リ
ス
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ロ
ア
リ
ン
グ
に
対
す
る
友
情
に
触
れ
、

自
分
自
身
も
そ
れ
を
「
完
全
に
理
解
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
彼
自
身
、「
独
身
こ
そ
私
に
考
え
う
る
存
在
そ
の
も

の
で
す
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
（E

del, L
etters 52–54

）。
一
方
、『
鳩
の
翼
』
出
版
か
ら
間
も
な
い
頃
、
当
時
親
し
く
付

き
合
っ
て
い
た
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ア
ン
ダ
ス
ン
に
『
鳩
の
翼
』
を
送
っ
て
欲
し
い
と
せ
が
ま
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
返
事

と
し
て
書
い
た
一
九
〇
二
年
十
一
月
十
五
日
付
け
の
手
紙
で
、
ケ
イ
ト
が
ミ
リ
ー
に
呼
び
か
け
た
よ
う
に
「
愛
し
い
私

の
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
」
と
呼
び
か
け
る
。

も
っ
と
早
く
に
送
っ
た
方
が
適
切
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
…
…
適
切
と
い
う
の
は
、
あ
な
た
が
実
際
読
も
う

と
し
て
く
れ
る
と
い
う
事
実
に
照
ら
し
て
と
い
う
こ
と
で
す
が
。
し
か
し
、
愛
し
い
私
の
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
、
ど
う

ぞ
読
も
う
と
し
な
い
で
く
だ
さ
い
…
…
若
い
盛
り
の
あ
な
た
を
打
ち
の
め
す
で
し
ょ
う
か
ら
。
よ
け
れ
ば
机
の
上

に
置
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
が
あ
な
た
に
こ
の
本
を
送
っ
た
こ
と
は
世
間
に
も
わ
か
り
ま
す
か
ら
。

し
か
し
、
苦
労
し
て
読
も
う
と
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。（Jam

es, B
eloved B

oys 32–33

）

ア
ン
ダ
ス
ン
宛
の
手
紙
を
集
め
た
書
簡
集
の
序
文
で
ミ
リ
セ
ン
ト
・
ベ
ル
は
、
レ
オ
ン
・
エ
デ
ル
と
フ
レ
ッ
ド
・
カ

プ
ラ
ン
の
二
人
の
伝
記
作
者
が
共
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
若
い
男
性
の
魅
力
へ
の
感
応
し
や
す
さ
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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彼
の
禁
欲
を
強
調
す
る
の
は
注
目
に
値
す
る
と
書
い
て
い
る（B

ell, “Introduction ” xiv

）。
オ
リ
ー
ヴ
を
捨
て
て
出
て
い
っ

た
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
。
最
終
的
に
ミ
リ
ー
の
気
持
ち
を
自
分
の
も
の
と
す
る
決
意
を
す
る
ケ
イ
ト
。
今
ま
で
論
じ
て
き
た
よ

う
に
、
ミ
リ
ー
が
ケ
イ
ト
へ
の
愛
を
生
き
る
糧
と
し
た
よ
う
に
ケ
イ
ト
も
ミ
リ
ー
へ
の
愛
を
今
後
の
生
き
る
糧
と
す
る

可
能
性
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
内
在
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、『
鳩
の
翼
』
は
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
は
描
け
な
か
っ

た
同
性
間
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
、
そ
し
て
同
性
間
の
愛
情
の
、
あ
る
種
の
双
方
向
性
を
示
す
作
品
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
独
身
こ
そ
私
に
考
え
う
る
存
在
そ
の
も
の
」
と
書
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
「
若

い
男
性
の
魅
力
へ
の
感
応
し
や
す
さ
」
を
指
摘
し
う
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
ヘ
の
変
化
に
呼
応
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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第
四
章

ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ク
・
フ
ラ
ー
の
『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
か
ら
の
出
発

結
婚
と
年
齢

作
家
と
し
て
最
後
の
冒
険
を
試
み
る
か
の
よ
う
に
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ク
・
フ
ラ
ー
（
一
八
五
七
―
一
九
二
九
年
）
は

一
九
一
九
年
、『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
を
出
版
し
た
。
今
ま
で
十
分
に
描
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
同
性
へ
の

愛
情
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
冒
険
的
な
挑
戦
は
出
版
界
に
も
読
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
の
冒
頭
部
分
で
、
フ
ラ
ー
は
主
人
公
の
年
齢
設
定
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
オ
ペ
ラ
に

も
な
っ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
デ
ュ
・
モ
ー
リ
ア
の
小
説
『
ピ
ー
タ
ー
・
ア
ベ
ッ
ト
ソ
ン
』（
一
八
九
二
年
）
の
、
二

十
八
歳
で
恋
愛
の
夢
の
時
間
を
止
め
て
し
ま
う
主
人
公
を
引
き
合
い
に
出
し
、
主
人
公
の
年
齢
は
、
二
十
四
歳
、
も
し

く
は
二
十
五
歳
よ
り
一
日
で
も
若
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
く
。
デ
ュ
・
モ
ー
リ
ア
の
主
人
公
の
よ
う
に
、
二
十
八

歳
と
い
う
二
十
代
後
半
の
年
齢
で
は
「
否
定
し
よ
う
も
な
く
男
（a m

an
）」
で
あ
る
が
、
二
十
四
歳
な
ら
、
男
性
を
理
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想
化
す
る
乙
女
の
目
に
は
「
男
盛
り
」
と
映
っ
て
も
、
四
十
代
、
五
十
代
の
者
に
と
っ
て
は
、「
同
志
の
絆
的
な
関
心
」、

「
共
感
と
憧
れ
の
気
持
ち
の
こ
も
っ
た
敬
愛
」（2

）
を
惹
き
起
こ
す
年
齢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
周
到
な
年
齢
設
定
を
行

う
こ
と
で
、
フ
ラ
ー
は
主
人
公
を
微
妙
な
立
場
に
置
く
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
立
場
に
主
人
公
を
置
く
の
に
、
二
十
四
歳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
作
品
に
直
接
的
な

答
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
別
の
作
品
か
ら
答
を
推
測
で
き
る
。『
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
誌
に
連
載

さ
れ
た
『
高
層
ア
パ
ー
ト
の
住
人
』（
一
八
九
五
年
）
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
は
イ
タ
リ
ア
旅
行
記
の
体
裁
を
と
る
ロ
マ
ン
ス

で
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
教
授
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ノ
ー
ト
ン
に
評
価
さ

れ
、
そ
の
後
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
に
傾
倒
し
て
い
き
、
当
時
の
文
壇
の
大
御
所
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
デ
ィ
ー
ン
・
ハ
ウ
エ
ル
ズ

に
も
認
め
ら
れ
、
ハ
ム
リ
ン
・
ガ
ー
ラ
ン
ド
と
は
友
人
と
し
て
互
い
に
触
発
し
あ
い
、
シ
カ
ゴ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
作

家
た
ち
と
も
交
友
関
係
を
結
ぶ
な
ど
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
シ
カ
ゴ
を
拠
点
に
活
躍
し
た
。『
高

層
ア
パ
ー
ト
の
住
人
』
は
、
彼
が
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
に
転
向
し
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
シ
カ
ゴ
の
高
層
ア
パ
ー
ト
で

働
く
人
々
の
、
欲
望
渦
巻
く
世
界
を
描
く
作
品
だ
が
、
実
は
結
婚
の
失
敗
が
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
主

人
公
の
年
齢
が
二
十
五
歳
な
の
だ
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
は
男
性
同
士
の
愛
が

テ
ー
マ
で
あ
る
。
自
分
の
作
品
の
主
人
公
が
ま
だ
結
婚
す
る
前
の
年
齢
と
し
て
、
二
十
四
歳
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
年
齢
設
定
は
、
結
婚
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
年
齢
で
あ
る
こ
と
も
同
様
に
示
し
て
い
る
。

二
十
世
紀
に
入
っ
て
性
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
概
念
は
き
わ
め
て
重
要
に
な
る
（
序
論
を
参
照
の
こ
と
）。
性

的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
意
識
し
だ
す
年
齢
と
い
う
観
点
で
考
え
る
と
、
思
春
期
は
重
要
だ
。
二
十
世
紀
中
盤
の
同
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性
愛
を
扱
う
作
品
で
言
え
ば
、
例
え
ば
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
『
遠
い
声
、
遠
い
部
屋
』（
一
九
四
八
年
）
で
、

ゲ
イ
で
あ
る
自
分
の
発
見
の
物
語
を
描
い
た
が
、
主
人
公
ジ
ョ
エ
ル
・
ノ
ッ
ク
ス
は
十
四
歳
で
あ
る
。
ゴ
ア
・
ヴ
ィ
ダ

ル
の
『
都
市
と
柱
』（
一
九
四
八
年
）
で
主
人
公
ジ
ム
・
ウ
ィ
ラ
ー
ド
が
憧
れ
の
先
輩
と
関
係
を
持
つ
の
は
高
校
三
年
に

な
る
春
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
『
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の
部
屋
』（
一
九
五
六
年
）
で
、
主
人
公
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
が
初
め
て
男
性
と
の
関
係
を
持
つ
の
も
十
代
半
ば
だ
。
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の

は
一
八
六
九
年
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
と
い
う
二
分
法
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
定
着
し
た
の
は
二
十
世
紀
も
だ
い
ぶ
経
っ
た
頃
か
ら
だ
ろ
う21
＊

。
第
二
次
世
界

大
戦
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
徴
兵
に
際
し
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
か
ど
う
か
を
問
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
挙
に
ホ
モ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
と
い
う
言
葉
が
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（M

iller, O
ut of the P

ast 231–32

）。
そ
れ
を
後
押
し
し
た
の
が
、
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
C
・
キ
ン
ゼ
ー
に
よ
る
、
一
九
四
八
年
の
い
わ
ゆ
る
『
キ
ン
ゼ
ー
報
告
』、
正
確
に
は
『
人
間
に
お
け
る

男
性
の
性
行
為
』
で
あ
ろ
う
。
男
子
の
三
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
何
ら
か
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
経
験
を
有
し
、
八
パ
ー

セ
ン
ト
の
男
子
は
、
十
六
歳
か
ら
五
十
五
歳
の
間
で
す
く
な
く
と
も
三
年
間
は
、
も
っ
ぱ
ら
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ

る
と
報
告
し
た
（M

iller, O
ut of the P

ast 250–51

）。

十
九
世
紀
末
を
舞
台
に
描
か
れ
る
『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
の
世
界
に
お
い
て
、
今
述
べ
た
意
味
で
の
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
目
覚
め
を
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
の
中
に
存
在
す
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
外
の
世

界
に
向
か
っ
て
示
す
必
要
性
は
、
結
婚
と
い
う
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る
状
況
に
身
を
置
く
と
き
に
初
め

て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
結
婚
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
年
齢
は
重
要
な
の
だ
。
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『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
は
、
今
述
べ
た
結
婚
と
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
結
び
つ
き
を
、
非
常
に
暗
示
的
に

描
く
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
作
品
に
見
ら
れ
る（
ホ
モ
）エ
ロ
テ
ィ

シ
ズ
ム
が
逆
照
射
さ
れ
、
見
え
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
フ
ラ
ー
が
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
と
『
鳩
の
翼
』
に
お
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
種
の
、
三
角
形
の
関
係

を
用
い
て
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
含
み
を
持
た
せ
る
構
図
を
、
フ
ラ
ー
は
意
図
的
に
利
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
と
「
欲
望
の
三
角
形
」

バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
は
チ
ャ
ー
チ
ト
ン
の
大
学
に
き
て
、
講
師
と
し
て
働
く
傍
ら
、
学
位
取
得
に
向
け
て
研
究
を

開
始
す
る
。
そ
の
町
で
、
メ
ド
ー
ラ
・
T
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
い
う
四
十
が
ら
み
の
未
亡
人
、
五
十
歳
く
ら
い
の
美
術

収
集
家
の
独
身
男
性
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
ド
ル
フ
、
そ
し
て
夫
人
の
家
に
下
宿
し
て
い
る
二
十
歳
く
ら
い
の
エ
イ
ミ
ー
と
い

う
女
性
と
知
り
合
う
。
夫
人
の
家
に
招
待
さ
れ
、
さ
ら
に
二
人
の
若
い
女
性
、
ホ
ー
テ
ン
ス
と
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
を
知
る
。

大
学
町
で
知
り
合
っ
た
こ
れ
ら
の
人
物
は
み
な
バ
ー
ト
ラ
ム
に
関
心
を
示
し
、
い
わ
ば
バ
ー
ト
ラ
ム
獲
得
合
戦
が
繰
り

広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
わ
や
結
婚
と
い
う
局
面
も
あ
る
が
、
す
べ
て
の
経
緯
を
書
き
送
っ
て
い
た
恋
人
ら
し
き

男
性
、
ア
ー
サ
ー
・
ル
モ
イ
ン
が
や
っ
て
来
て
難
を
逃
れ
る
。
最
後
に
は
、
一
足
先
に
そ
の
町
を
去
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
ア
ー
サ
ー
の
後
を
追
い
、
バ
ー
ト
ラ
ム
も
町
を
去
る
と
い
う
話
だ
。
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一
九
八
七
年
、
ケ
ネ
ス
・
ス
キ
ャ
ン
ブ
レ
イ
が
、
従
来
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
フ
ラ
ー
の
同
性
愛
的
傾
向
を
論
じ
る

伝
記
を
出
し
、『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
は
一
九
九
八
年
に
事
実
上
の
出
版
を
見
た
。
事
実
上
と
言
っ
た
の
は
、

フ
ラ
ー
は
こ
の
作
品
を
仕
上
げ
た
後
、
出
版
に
向
け
奔
走
し
た
が
出
版
社
が
見
つ
か
ら
ず
、
や
む
な
く
自
費
出
版
す
る

も
ま
っ
た
く
売
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
一
九
九
八
年
の
出
版
に
際
し
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
の
ブ
ッ
ク
レ

ビ
ュ
ー
で
評
者
ジ
ョ
エ
ル
・
コ
ナ
ロ
ウ
は
、「
よ
ろ
い
戸
を
押
し
上
げ
、
魅
力
あ
る
、
そ
し
て
不
当
に
も
無
視
さ
れ
て
き

た
悪
習
喜
劇
（com

edy of bad m
anners

）
を
露
わ
に
で
き
る
の
は
喜
び
で
あ
る
」（C

onarroe 13

）
と
結
び
、
こ
の
作
品

に
は
現
在
発
掘
す
る
価
値
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
伝
記
作
者
を
含
め
た
従
来
の
批
評
家
は
、
こ
の
作
品
を
あ

ま
り
評
価
し
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
を
評
価
す
る
評
価
軸
が
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か22
＊

。

コ
ナ
ロ
ウ
は
、
主
人
公
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
バ
ー

ト
ラ
ム
の
本
質
的
な
空
白
（blankness
）」
に
、「
人
々
が
自
分
自
身
の
満
足
で
き
な
い
欲
望
を
投
影
す
る
」（13

）
と
述

べ
、
赤
裸
々
に
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
描
か
な
い
か
ら
こ
そ
、
作
品
の
魅
力
が
生
じ
う
る
と
考
え
て
い
る
。
筆
者

も
主
人
公
の
、
こ
の
触
媒
作
用
と
呼
べ
る
役
割
に
注
目
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
見
混
乱
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
語
り
の
設
定
の
背
後
に
、
し
っ
か
り
と
し
た
作
者
／
語
り
手
の
視
線
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て

く
る23
＊

。
こ
の
作
品
を
評
価
す
る
人
も
存
在
す
る24
＊

。
そ
の
中
で
、
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
象
徴
性
を
考
え
る
と
き
、
ハ
ー
レ
ム
・

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
紹
介
者
で
も
あ
る
カ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
の
次
の
言
葉
は
適
切
だ
。
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も
し
シ
オ
ド
ア
・
ド
ラ
イ
サ
ー
が
こ
の
本
を
書
い
て
い
た
ら
、
そ
の
本
は
発
禁
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
も
し

ベ
ン
・
ヘ
ク
ト
が
書
い
て
い
た
ら
、
監
獄
で
つ
ら
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

あ
の
問
題
の
曖
昧
な
深
み
を
注
意
深
く
概
観
し
、
そ
れ
ほ
ど
徹
底
的
で
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
ほ
ど
控
え
め
に
提
示

で
き
る
ア
メ
リ
カ
人
作
家
の
名
前
を
、
彼
以
外
に
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
中
略
）
話
は
見
た
と
こ
ろ
ゆ
っ

く
り
と
進
行
し
ま
す
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
ど
の
ペ
ー
ジ
で
も
は
っ
き
り
と
し
た
展
開
へ
と
突
き
進
ん
で
い
き

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
を
解
く
鍵
を
持
た
な
い
人
に
は
お
そ
ら
く
読
め
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
す

が
、
意
図
が
い
っ
た
ん
把
握
で
き
る
と
、
こ
の
著
者
の
数
少
な
い
著
作
の
中
で
も
っ
と
も
見
事
で
、
成
功
し
、
輝

く
作
品
と
な
り
ま
す
。（Q

td. in Solom
on 297

）

ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
の
言
葉
は
後
で
振
り
返
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
作
品
が
興
味
深
い
の
は
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
要
素
を
迂
回
す
る
形
で
、
し
か
し
背
後
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
強
力
に
暗
示
す
る
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
だ25
＊

。
こ
の
作
品
に
は
、
明
ら
か
に
同
性
間
の
愛
情
を
暗
示
す
る
表
現
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
作
品
を
本
当
の
意

味
で
興
味
深
く
し
て
い
る
の
は
、
バ
ー
ト
ラ
ム
を
中
心
と
し
た
人
間
関
係
を
め
ぐ
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
だ
が
、

そ
れ
は
後
の
議
論
と
し
て
、
い
っ
た
ん
こ
こ
で
、
当
時
、
同
性
愛
的
な
要
素
を
求
め
て
読
む
読
者
に
と
っ
て
、
強
烈
に

暗
示
的
で
あ
る
要
素
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
こ
う
。
後
に
述
べ
る
人
間
関
係
か
ら
見
え
る
暗
示
と
、
今
か
ら
述
べ
る

言
葉
の
レ
ベ
ル
の
暗
示
と
が
響
き
合
い
、
作
者
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
が
顕
在
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
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一
つ
目
は
サ
ッ
フ
ォ
ー
ヘ
の
言
及
だ
。
初
め
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
夫
人
の
家
を
訪
れ
た
後
、
バ
ー
ト
ラ
ム
は
ア
ー
サ
ー

に
宛
て
た
手
紙
に
、
夫
人
の
家
で
の
体
験
を
、「
レ
ス
ボ
ス
島
で
の
午
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
サ
ッ
フ
ォ
ー
と
目
の
肥
え

た
処
女
た
ち
が
い
た
。
十
九
歳
の
哀
れ
な
若
者
、
パ
オ
ー
ン
が
セ
ン
タ
ー
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
紙
切
り

ナ
イ
フ
を
片
付
け
て
い
た
」（23

）
と
記
す
。
女
性
同
士
の
関
係
に
同
性
愛
を
暗
示
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
込
む
こ
と
に

よ
り
、
一
つ
に
は
、
バ
ー
ト
ラ
ム
が
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
を
持
つ
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、

ア
ー
サ
ー
に
そ
の
暗
示
的
イ
メ
ー
ジ
を
書
き
送
る
行
為
を
描
く
こ
と
で
、
共
に
そ
の
暗
示
を
共
有
す
る
男
性
二
人
の
関

係
を
作
者
が
設
定
し
て
い
る
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
「
ウ
ラ
ニ
ア
ン
」
の
暗
示
だ26
＊

。
エ
イ
ミ
ー
と
の
婚
約
を
解
消
し
、「
自
由
の
身
」（210

）
に
な
れ
た

こ
と
を
喜
ぶ
バ
ー
ト
ラ
ム
と
ア
ー
サ
ー
が
家
路
に
つ
く
場
面
、
ア
ー
サ
ー
が
「
衝
動
的
に
腕
を
バ
ー
ト
ラ
ム
の
肩
に
投

げ
か
け
」、「
こ
れ
で
も
う
大
丈
夫
」
と
言
う
と
、
そ
の
と
き
「
一
面
、
星
の
散
り
ば
め
ら
れ
た
夜
空
の
中
で
、
ウ
ラ
ニ

ア
が
よ
り
幸
せ
な
家
庭
を
思
い
や
り
深
く
見
下
ろ
し
て
い
た
」（211

）
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
表
面
上
、「
ウ
ラ
ニ
ア
」

は
ラ
テ
ン
語
的
に
天
文
を
司
る
ミ
ュ
ー
ズ
と
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
裏
に
は
「
ウ
ラ
ニ
ア
ン
」
が

潜
ん
で
い
る
。「
ウ
ラ
ニ
ア
ン
（
ウ
ル
ニ
ン
グ
）」
と
は
、
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ル
リ
ヒ
ス
が
ド
イ
ツ
で
一
八

六
〇
年
代
に
提
唱
し
た
言
葉
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
、
プ
ラ
ト
ン
『
饗
宴
』
の
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
議
論
か
ら
取
り
、
同

性
愛
を
擁
護
す
る
た
め
に
用
い
た
。
彼
の
理
論
は
ア
メ
リ
カ
で
も
一
八
六
〇
年
代
に
議
論
さ
れ
て
お
り
（H

ogan 552

）、

二
十
世
紀
の
初
頭
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
普
及
し
て
い
た
（M

iller, O
ut of the P

ast 14

）。
さ
ら
に
、
今
述
べ
た
引
用
中
、

「
よ
り
幸
せ
な
家
庭
」
と
は
バ
ー
ト
ラ
ム
と
ア
ー
サ
ー
の
男
性
二
人
の
家
庭
を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、「
ウ
ラ
ニ
ア
」
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に
「
ウ
ラ
ニ
ア
ン
」
を
読
み
込
む
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
。

最
後
に
も
う
一
つ
。
作
品
中
、
当
時
の
同
性
愛
者
の
一
つ
の
典
型
と
見
な
し
う
る
独
身
男
性
、
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
ド
ル

フ
登
場
の
場
面
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
バ
ジ
ル
は
大
学
町
に
や
っ
て
く
る
若
者
た
ち
の
う
ち
の
何
人
か
と
「
知

り
合
い
に
な
る
こ
と
、
親
密
な
知
り
合
い
に
な
る
こ
と
（know

ing intim
ately

）」（6–7

）
を
楽
し
ん
で
き
た
と
さ
れ
て

い
る
。「
親
密
に
知
る
（know

 intim
ately

）」
と
い
う
こ
の
同
じ
表
現
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で

使
っ
て
い
た
こ
と
を
第
一
章
で
紹
介
し
た
が
、
そ
の
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
フ
ラ
ー
は
用
い
て
い
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』

で
用
い
ら
れ
た
場
合
は
オ
リ
ー
ヴ
の
願
望
を
示
す
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
、
バ
ジ
ル

―『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』

で
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
を
も
の
に
す
る
登
場
人
物
と
同
じ
名
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い

―
が
若
い
男
子
学
生

と
実
際
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
を
持
っ
た
こ
と
の
暗
示
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

今
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
、
用
い
ら
れ
る
言
葉
の
面
で
も
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
暗
示
が
あ
る
が
、
様
々

な
人
間
関
係
の
描
写
を
通
し
て
、
作
者
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
が
見
え
て
く
る
。
様
々
な
関
係
の
対
比
が
こ
の

作
品
で
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
が
、
往
々
に
し
て
そ
の
関
係
が
三
角
形
を
な
し
て
い
る
。
三
角
形
を
な
す
人
間
関
係
を

考
え
る
と
き
、
や
は
り
三
角
形
を
持
ち
込
ん
で
欲
望
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
二
人
の
先
駆
者
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
欲
望
の
三
角
形
」
を
論
じ
た
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
、
そ
し
て
、
ジ
ラ
ー
ル
の
考
え
を
修

正
・
援
用
し
て
、「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
な
社
会
構
造
を
論
じ
た
イ
ヴ
・
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
セ

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
三
角
形
に
お
け
る
ラ
イ
バ
ル
同
士
の
絆
は
、
愛
さ
れ
る
対
象
と
愛
す
る
主
体
が
結

ぶ
い
か
な
る
絆
よ
り
も
、
行
為
や
選
択
を
よ
り
強
く
、
よ
り
深
く
決
定
す
る
要
素
で
あ
る
と
ジ
ラ
ー
ル
は
見
て
い
る
よ
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う
だ
」（Sedgw

ick, B
etw

een M
en 21

）
と
述
べ
る
。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
理
解
に
間
違
い
は
な
い
が
、
ジ
ラ
ー
ル
自
身
の
言

葉
に
沿
っ
て
も
う
少
し
補
足
し
よ
う
。
ま
ず
、
ジ
ラ
ー
ル
は
、「
直
線
的
に
見
え
る
欲
望
の
上
に
は
、
主
体
と
対
象
に
同

時
に
光
を
放
射
し
て
い
る
媒
体
が
存
在
す
る
」（
ジ
ラ
ー
ル
2
）
と
し
、
そ
れ
を
表
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
が
三
角
形

で
あ
る
と
し
た
上
で
、
主
体
と
媒
体
と
の
関
係
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、「
欲
望
す
る
主
体
」
と
「
欲

望
さ
れ
る
対
象
」
の
関
係
に
は
、
往
々
に
し
て
「
主
体
」
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
「
媒
体
」
が
存
在
し
、
そ
の
三
角

形
に
お
い
て
、「
主
体
」
と
「
対
象
」
と
の
関
係
よ
り
も
む
し
ろ
、「
主
体
」
と
「
媒
体
」
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
と

論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ル
は
様
々
な
形
の
欲
望
の
背
後
に
こ
の
三
角
形
が
見
ら
れ
る
と
す
る
が
、
彼
の
論
点

で
一
番
重
要
な
の
は
、「
対
象
」
へ
の
欲
望
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、「
媒
体
」
と
の
関
係
に
お
い
て

作
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
（
ジ
ラ
ー
ル
1
―
58
）。

セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
ジ
ラ
ー
ル
の
欲
望
の
三
角
形
に
関
し
、
一
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
ジ
ラ
ー
ル
の
三
角
形
に
お

い
て
、「
主
体
」
と
「
対
象
」、「
主
体
」
と
「
媒
体
」
の
二
辺
が
対
称
的
で
あ
る
の
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
す

る
感
情
の
主
観
的
、
歴
史
的
に
決
定
さ
れ
る
判
断
を
抑
圧
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
本
来
的
に
対
称
的
で
あ
る
と
は
言

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
必
然
的
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
三
角
形
の
構
造
に
も
修
正
が
迫
ら
れ
る
と
す
る
（Sedgw

ick, 

B
etw

een M
en 22–23

）。
そ
の
前
提
に
立
ち
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
性
愛
の
三
角
形
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
言
語
・
階
級
・

権
力
の
歴
史
的
な
非
対
称
性
に
注
目
し
、
男
性
同
士
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
関
係
が
、
父
系
的
な
権
力
構
造
に
お
い
て

い
か
に
歪
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
き
た
か
を
構
造
化
し
て
見
せ
る
。

構
造
化
す
る
こ
と
に
よ
り
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
の
も
確
か
だ
が
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
表
現
し
よ
う
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と
す
る
欲
望
、
そ
し
て
、
表
現
さ
れ
た
も
の
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
読
み
取
り
た
い
読
者
の
存
在
を
、
そ
の

構
造
化
は
結
果
的
に
軽
視
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
、
三
角
形
の
関
係
を
成
す
二
つ
の
辺
の
模
倣
が
欲
望
を

掻
き
立
て
る
と
す
る
、
ジ
ラ
ー
ル
の
論
点
に
も
う
一
度
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
は
違
い
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
対
称
性
に
ジ
ラ
ー
ル
の
い
う
模
倣
が
作
用
す
る
と
い
う
仮
定
を
持
ち
込
む
の
で
あ
る27
＊

。
そ
の
前
提
に
立
ち
、『
バ
ー

ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
に
存
在
す
る
様
々
な
タ
イ
プ
の
三
角
形
を
な
す
関
係
を
見
て
い
く
と
、
あ
る
三
角
形
を
別
の

三
角
形
が
支
え
、
そ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
作
者
／
語
り
手
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
が
顕
在
化
す
る
こ
と
を
論
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

欲
望
の
三
角
形
と
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線

作
品
冒
頭
の
パ
ー
テ
ィ
で
、
バ
ー
ト
ラ
ム
に
最
初
に
目
を
つ
け
る
の
は
メ
ド
ー
ラ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
夫
人
で
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た
若
い
男
性
を
「
親
密
に
知
り
」
た
い
と
思
う
バ
ジ
ル
の
欲
望
が
紹
介
さ
れ
た
後
、
作
者
／
語
り
手
が
こ

の
よ
う
に
読
者
に
語
り
か
け
る
。

仕
切
り
カ
ー
テ
ン
の
と
こ
ろ
に
立
つ
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
ド
ル
フ
は
、
こ
の
物
語
（narrative

）
に
お
い
て
、
た
だ
の

観
察
者
、
説
明
役
で
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

も
し
そ
う
思
う
な
ら
、
大
間
違
い
で
す
。
何
で
す
っ
て
。
ラ
イ
バ

ル
、
競
争
者
で
す
か
？

そ
れ
以
上
で
し
ょ
う
ね
。
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メ
ド
ー
ラ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
自
身
が
、
ほ
ん
の
少
し
後
に
、
彼
を
こ
の
役
割
に
導
き
入
れ
る
の
で
す
。（7

）

こ
こ
で
、
バ
ジ
ル
は
メ
ド
ー
ラ
に
よ
っ
て
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
つ
ま
り
、
バ
ジ

ル
の
バ
ー
ト
ラ
ム
に
対
す
る
欲
望
が
、
メ
ド
ー
ラ
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
一
つ
の
三
角
形
が
存
在
す
る
。

作
品
の
最
終
章
、
バ
ー
ト
ラ
ム
が
大
学
町
を
去
っ
た
あ
と
、
バ
ジ
ル
と
メ
ド
ー
ラ
が
二
人
で
コ
ー
プ
の
意
味
を
考
え
る

場
面
で
も
、
語
り
手
は
二
人
を
「
仲
直
り
し
た
競
争
者
」（277

）
と
述
べ
て
お
り
、
作
者
／
語
り
手
が
二
人
の
ラ
イ
バ
ル

関
係
を
意
図
的
に
作
品
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
論
も
可
能
だ
ろ
う
。
二
人
が

コ
ー
プ
を
め
ぐ
り
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
二
人
の
コ
ー
プ
に
対
す
る
欲
望
の
中
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

も
の
を
読
み
取
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
次
に
、
作
者
が
持
ち
込
む
も
う
一
つ
の
三
角
形
を
考
え
て
み

よ
う
。
そ
の
前
に
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
メ
ド
ー
ラ
は
バ
ー
ト
ラ
ム
を
「
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
」
と
形
容

し
続
け
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
魅
力
は
「
冷
た
さ
」
と
結
び
つ
き
、「
神
殿
の
氷
柱
」（214

）
に
喩
え
ら
れ
る
。
バ
ー
ト

ラ
ム
の
魅
力
は
、
冷
た
さ
、
近
づ
き
が
た
さ
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
メ
ド
ー
ラ
は
、
バ
ー
ト
ラ
ム
の
示
す
こ
の
冷

た
さ
に
よ
っ
て
「
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
」
と
思
う
気
持
ち
が
刺
激
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
の
三
角
形
に
議
論
を
移
そ
う
。
そ
の
三
角
形
と
は
、
バ
ー
ト
ラ
ム
を
め
ぐ
り
メ
ド
ー
ラ
と
三
人
の
若
い
女

性
の
そ
れ
ぞ
れ
が
形
成
す
る
三
角
形
で
あ
る
。
ま
ず
初
め
は
エ
イ
ミ
ー
を
一
角
に
す
る
三
角
形
だ
。
彼
女
は
バ
ー
ト
ラ

ム
を
「
尊
敬
の
眼
差
し
で
」（90

）
見
つ
め
、
メ
ド
ー
ラ
と
同
様
、
彼
を
「
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
」（171

）
と
思
う
。
転
覆
し

た
ボ
ー
ト
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
境
に
、
コ
ー
プ
に
助
け
ら
れ
た
彼
女
は
彼
を
英
雄
視
し
て
い
く
。
理
想
化
し
、
恋
に
落
ち
、
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婚
約
を
既
成
事
実
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
イ
ミ
ー
の
理
想
化
作
用
に
よ
っ
て
、
コ
ー
プ
は

結
婚
す
べ
き
理
想
の
男
と
な
っ
て
い
く
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
夫
人
は
、
エ
イ
ミ
ー
た
ち
若
い
女
性
を
バ
ー
ト
ラ
ム
に
引
き
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
中
年
女
性
的
な
態

度
を
取
る
反
面
、
彼
女
自
身
、
彼
を
英
雄
視
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
に
と
っ
て
エ
イ
ミ
ー
は
、
本
心
を
言
え
ば
手

段
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

彼
を
英
雄
に
祭
り
上
げ
よ
う
と
す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
夫
人
の
傾
向
も
、
コ
ー
プ
に
は
あ
り
が
た
く
な
か
っ
た
。
夫

人
は
エ
イ
ミ
ー
同
様
、
彼
が
ほ
ん
の
一
時
で
は
な
く
、
岸
に
着
く
ま
で
少
女
の
あ
ご
が
水
の
上
に
出
る
よ
う
支
え
、

息
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
だ
と
、
喜
ん
で
信
じ
た
。
彼
は
座
っ
て
い
た
が
落
ち
着
か
ず
、
両
手
の
親
指
を
握
り

し
め
、
こ
む
ら
返
り
に
な
っ
た
よ
う
に
靴
の
中
の
両
足
を
縮
こ
ま
せ
た
。
し
か
し
、
メ
ド
ー
ラ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

は
エ
イ
ミ
ー
を
押
し
の
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
わ
か
り
、
多
少
ほ
っ
と
し
た
。
エ
イ
ミ
ー
は
結
局
の
と
こ
ろ
手

段
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。（158

）

エ
イ
ミ
ー
の
後
、
次
々
と
彼
に
迫
っ
て
い
く
ホ
ー
テ
ン
ス
と
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
に
関
し
て
も
、
彼
女
た
ち
は
「
自
分
の

代
理
に
過
ぎ
な
い
」（225

）
と
メ
ド
ー
ラ
は
考
え
る
。
バ
ー
ト
ラ
ム
の
目
に
、
結
婚
の
対
象
と
映
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い

と
思
い
つ
つ
も
、
メ
ド
ー
ラ
は
彼
を
理
想
化
し
て
い
る
。
結
婚
へ
と
向
か
う
欲
望
を
抱
く
若
い
女
性
が
彼
女
の
代
理
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
メ
ド
ー
ラ
に
と
っ
て
の
「
理
想
化
」
は
、
結
婚
に
つ
な
が
る
欲
望
を
表
す
。
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冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
な
モ
ラ
ル
の
も
と
、
結
婚
は
性
愛
が
存
在
す
る
こ
と
を
あ
る
意
味
で

公
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
か
ら
、
コ
ー
プ
と
の
結
婚
を
願
う
若
い
女
性
た
ち
に
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
欲
望
が
あ
る
と
作
者
／
語
り
手
は
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
夫
人
も
一
人
の
女
メ
ド
ー

ラ
と
し
て
、
バ
ー
ト
ラ
ム
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
を
含
め
て
欲
望
し
て
い
た
と
見
な
し
て
も
よ
い
。

こ
こ
で
整
理
す
る
と
、
結
婚
を
志
向
す
る
若
い
女
性
と
並
列
さ
れ
る
こ
と
で
メ
ド
ー
ラ
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が

暗
示
さ
れ
、
そ
の
メ
ド
ー
ラ
と
「
ラ
イ
バ
ル
」
と
か
「
競
争
者
」
の
位
置
に
置
か
れ
る
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
ド
ル
フ
も
同
様

の
欲
望
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
、
作
者
／
語
り
手
に
よ
り
暗
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
バ
ジ
ル
の
バ
ー
ト
ラ
ム
に
対
す
る

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
二
つ
の
三
角
形
の
連
鎖
に
よ
り
暗
示
さ
れ
る
の
だ
。

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
く
る
と
、
バ
ジ
ル
が
バ
ー
ト
ラ
ム
に
対
し
て
見
せ
る
様
々
な
関
心
の
意
味
が
明
確
に
な
る
。
バ
ー

ト
ラ
ム
に
対
す
る
バ
ジ
ル
の
好
意
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
含
み
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
バ
ー
ト
ラ
ム
と
知

り
合
う
と
す
ぐ
に
、
ラ
ン
ド
ル
フ
は
彼
の
家
族
構
成
な
ど
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
を
知
ろ
う
と
大
学
の
事
務
で
書
類
を

あ
さ
り
、
彼
の
住
む
ア
パ
ー
ト
を
こ
っ
そ
り
見
に
行
き
、
彼
自
身
が
「
も
う
一
つ
寝
室
」（102

）
を
備
え
た
広
い
ア
パ
ー

ト
に
引
っ
越
す
こ
と
の
意
味
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、
バ
ジ
ル
と
バ
ー
ト
ラ
ム
の
二
人
が
、
湖
を
裸
で
泳
い
だ
後
、

結
婚
を
迫
る
女
性
か
ら
い
か
に
逃
れ
る
か
を
バ
ジ
ル
が
諭
す
場
面
（76–77

）
は
、
エ
イ
ミ
ー
と
の
婚
約
と
い
う
事
態
に

至
る
バ
ー
ト
ラ
ム
の
意
志
の
弱
さ
を
結
果
と
し
て
暗
示
す
る
一
種
の
伏
線
と
し
て
機
能
す
る
一
方
で
、
二
人
が
裸
で
泳

い
だ
後
、「
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
儀
式
は
完
璧
だ
っ
た
」（74
）
と
い
う
言
葉
に
後
押
し
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
交

わ
さ
れ
る
会
話
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
結
婚
の
忌
避
以
上
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
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こ
の
作
品
に
は
、
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
以
外
の
三
角
形
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
バ
ー
ト
ラ
ム
を
め
ぐ
る
ラ
ン
ド

ル
フ
と
ジ
ョ
ゼ
フ
・
フ
ォ
ス
タ
ー
の
も
の
で
あ
り
、
バ
ー
ト
ラ
ム
を
め
ぐ
る
ラ
ン
ド
ル
フ
と
ア
ー
サ
ー
の
も
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ゼ
フ
は
メ
ド
ー
ラ
の
家
に
同
居
す
る
、
目
と
足
が
不
自
由
な
四
十
代
後
半
の
、
こ
れ
ま
た
独
身
の
男
性
だ
が
、
彼

は
バ
ー
ト
ラ
ム
が
登
場
し
た
当
初
、
女
ば
か
り
の
家
に
男
の
声
が
す
る
こ
と
を
快
く
思
い
、
バ
ー
ト
ラ
ム
の
こ
と
を
「
新

し
い
光
」（39
）
と
考
え
、「
彼
の
魅
力
（charm

s

）」
で
家
中
あ
ふ
れ
て
い
た
と
思
う
の
だ
。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

夫
人
が
町
の
名
士
を
集
め
、
コ
ー
プ
の
お
披
露
目
パ
ー
テ
ィ
を
行
っ
た
席
上
、
バ
ー
ト
ラ
ム
が
突
然
卒
倒
す
る
事
件
が

あ
る
。
そ
の
報
告
を
受
け
た
ジ
ョ
ゼ
フ
は
「
作
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
理
想
が
消
え
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
」（115

）

と
思
う
。
ジ
ョ
ゼ
フ
も
バ
ー
ト
ラ
ム
を
「
理
想
」
と
し
て
「
形
成
」
し
、
彼
を
欲
望
し
て
い
た
。

バ
ジ
ル
が
バ
ー
ト
ラ
ム
に
示
す
好
意
を
知
る
の
に
反
比
例
し
て
、
ジ
ョ
ゼ
フ
の
バ
ー
ト
ラ
ム
へ
の
気
持
ち
は
、
好
意

か
ら
反
感
へ
と
転
換
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
し
い
ア
パ
ー
ト
に
バ
ー
ト
ラ
ム
と
ジ
ョ
ゼ
フ
の
二
人
を
バ
ジ
ル

は
招
待
す
る
が
、
バ
ー
ト
ラ
ム
は
約
束
を
忘
れ
現
れ
な
い
。
そ
の
晩
、
バ
ー
ト
ラ
ム
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
た
か
の

よ
う
に
描
か
れ
る
寝
室
に
眠
る
の
は
ジ
ョ
ゼ
フ
だ
。
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
置
か
れ
る
の
も
「
フ
ォ
ス
タ
ー
の
杖
」（176

）
で

あ
り
、
バ
ー
ト
ラ
ム
の
「
騎
士
の
剣
」（176

）
で
は
な
い
。
作
者
／
語
り
手
は
バ
ジ
ル
と
の
関
係
に
お
い
て
バ
ー
ト
ラ
ム

と
ジ
ョ
ゼ
フ
を
並
置
す
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
二
人
は
バ
ジ
ル
を
め
ぐ
る
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ

い
で
に
言
え
ば
、
バ
ジ
ル
が
バ
ー
ト
ラ
ム
の
こ
と
を
「
騎
士
」
に
喩
え
て
い
る
の
は
、
メ
ド
ー
ラ
が
バ
ー
ト
ラ
ム
の
こ

と
を
、
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
の
騎
士
、「
サ
ー
・
ギ
ャ
ラ
ハ
ッ
ド
」（40
）
と
喩
え
、
奉
ら
ん
ば
か
り
の
態
度
を
示
し
て
い
た

こ
と
に
対
応
す
る
。
こ
こ
で
も
、
一
つ
の
欲
望
の
三
角
形
が
別
の
欲
望
の
三
角
形
を
刺
激
す
る
様
子
が
見
え
て
く
る
。
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ジ
ョ
ゼ
フ
の
バ
ー
ト
ラ
ム
に
対
す
る
反
感
は
、
ア
ー
サ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
よ
り
強
ま
る
。
ア
ー
サ
ー
が
バ
ー
ト
ラ

ム
に
示
す
好
意
を
感
じ
取
る
と
、
バ
ー
ト
ラ
ム
に
寄
せ
る
バ
ジ
ル
の
関
心
は
無
駄
で
あ
る
と
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
バ
ジ
ル
を

諭
そ
う
と
す
る
。
バ
ー
ト
ラ
ム
が
ア
ー
サ
ー
と
い
る
と
き
、
い
か
に
く
つ
ろ
い
だ
様
子
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
二
人
の
関

係
が
、
い
か
に
旅
行
中
に
出
会
っ
た
「
閏
房
の
習
慣
を
客
間
に
持
ち
込
ん
だ
」
と
非
難
さ
れ
た
「
あ
る
若
い
結
婚
し
た

カ
ッ
プ
ル
」（200
）
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
バ
ジ
ル
に
説
明
す
る
。
バ
ー
ト
ラ
ム
と
ア
ー
サ
ー
を
、
結
婚
し
て
い
る
男
女

と
喩
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
の
「
親
密
」
さ
を
示
し
た
上
で
、
バ
ジ
ル
の
バ
ー
ト
ラ
ム
へ
の
関
心
に
忠
告
を
与
え
て

い
る
。
そ
も
そ
も
、
自
身
、
バ
ー
ト
ラ
ム
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
ジ
ョ
ゼ
フ
は
、
バ
ー
ト
ラ
ム
は
バ
ジ
ル
に
何
の
関
心

も
示
し
て
お
ら
ず
、
関
心
を
示
す
の
は
ア
ー
サ
ー
だ
け
だ
と
、
ア
ー
サ
ー
の
出
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
バ
ー
ト
ラ
ム
に
関

心
を
示
し
続
け
る
バ
ジ
ル
に
向
か
っ
て
、
最
後
に
は
悲
鳴
に
近
い
叫
び
声
を
上
げ
る
の
で
あ
る
。

「
な
ぜ
お
ま
え
は
コ
ー
プ
を
好
む
の
か
？
」
彼
は
叫
ん
だ
。「
コ
ー
プ
は
空
っ
ぽ
だ
（nothing in him

self

）。
お
ま

け
に
彼
は
あ
の
女
た
ち
の
こ
と
を
好
い
ち
ゃ
い
な
い
。
お
ま
え
の
こ
と
も
好
い
ち
ゃ
い
な
い
ん
だ
」
フ
ォ
ス
タ
ー

は
大
胆
に
も
付
け
足
し
た
。「
彼
が
思
っ
て
い
る
の
は
北
か
ら
や
っ
て
き
た
あ
い
つ
﹇
ア
ー
サ
ー
﹈
な
ん
だ
」（234

）

「
バ
ー
ト
ラ
ム
は
空
っ
ぽ
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
意
味
深
長
で
あ
る
。
今
、
引
用
し
た
ジ
ョ
ゼ
フ
の

言
葉
に
対
し
、
バ
ジ
ル
は
バ
ー
ト
ラ
ム
が
「
冷
た
く
、
利
己
的
で
、
無
関
心
だ
」（234

）
と
述
べ
、
そ
う
い
っ
た
彼
に
対

す
る
気
持
ち
は
、
子
ど
も
が
手
を
伸
ば
し
「
氷
柱
」
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
る
姿
に
似
て
い
る
と
述
べ
る
。
手
に
入
ら
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な
い
か
ら
こ
そ
魅
力
を
感
じ
る
の
で
あ
る
と
開
き
直
る
。
そ
し
て
バ
ジ
ル
は
、
ジ
ョ
ゼ
フ
が
嫉
妬
す
る
た
め
、
な
お
い
っ

そ
う
バ
ー
ト
ラ
ム
を
欲
望
す
る
。
つ
い
で
に
言
っ
て
お
け
ば
、「
氷
柱
」
と
い
う
言
葉
は
、
以
前
紹
介
し
た
メ
ド
ー
ラ
の

バ
ー
ト
ラ
ム
に
対
す
る
感
情
を
示
す
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ア
ー
サ
ー
・
ル
モ
イ
ン
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
は
珍
し
く
、
外
見
的
特
徴
が
か
な
り
詳
細
に
、
ま
た
直
接
的
に
描
写

さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
バ
ー
ト
ラ
ム
の
姉
の
目
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

ル
モ
イ
ン
は
家
中
の
も
の
が
見
つ
め
る
中
、
黒
く
澄
ん
だ
眼
、
黒
く
波
打
つ
髪
、
ふ
く
よ
か
で
優
美
な
手
足
を
持

つ
、
二
十
七
歳
く
ら
い
の
若
い
男
性
と
し
て
現
れ
た
。
肉
付
き
の
良
い
両
手
は
手
首
や
指
の
関
節
が
目
立
た
ず
、

そ
し
て
指
、（
特
に
小
指
は
）優
雅
で
、
多
少
気
取
っ
た
動
き
を
し
、
そ
れ
を
見
た
人
は
、
彼
に
は
「
芸
術
家
気
質
」

が
あ
る
と
思
う
か
、
も
し
く
は
非
難
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
彼
は
二
イ
ン
チ
も
あ
る
口
ひ
げ
を
た
く

わ
え
て
い
た
。
彼
は
賞
賛
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
さ
れ
な
い
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。（183

）

「
芸
術
家
気
質
」
と
あ
る
が
、
例
え
ば
ク
ロ
ー
ド
・
J
・
サ
マ
ー
ズ
は
ウ
ィ
ラ
・
キ
ャ
ザ
ー
の
「
ポ
ー
ル
の
場
合

―
気

質（tem
peram

ent

）の
研
究
」（
一
九
〇
五
年
）
を
論
じ
、
副
題
に
あ
る
「
気
質
」
と
い
う
言
葉
は
「
性
的
傾
向
を
表
す
婉

曲
表
現
」（Sum

m
ers 67

）
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ダ
ン
デ
ィ
で
女
性
的
と
見
な
さ
れ
た
芸
術
家
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の

投
獄
以
降
、
女
性
的
で
あ
る
こ
と
と
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
（B

ristow
 5

）。
そ
し
て
ワ

イ
ル
ド
の
看
板
で
あ
っ
た
耽
美
主
義
は
、
ア
ラ
ン
・
シ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、「
ク
イ
ア
な
人
物
の
構
成
要
素
に
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な
っ
た
」（Sin

 eld 84

）。
ア
ー
サ
ー
の
示
す
小
指
の
動
き
は
女
性
的
な
仕
草
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
も
当

時
の
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
や
、
さ
ら
に
言
え
ば
女
性
的
な
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
シ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
言
葉
を
使
え
ば
「
ク

イ
ア
」
な
要
素
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
描
写
は
当
時
想
像
さ
れ
う
る
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
類
型
に
当
て
は
ま
る
の
だ
。

そ
う
い
っ
た
ア
ー
サ
ー
と
バ
ー
ト
ラ
ム
の
関
係
は
と
い
う
と
、「
私
た
ち
二
人
の
家
計
」（98

）
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ

う
に
経
済
を
一
つ
に
し
て
い
る
暗
示
が
あ
り
、
メ
ド
ー
ラ
も
二
人
に
は
「
理
解
と
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
完
璧
な
融
合

（unity

）」（193
）
や
「
情
熱
」
す
ら
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
肩
に
手
を
乗
せ
る
な
ど
二
人
の
肉
体
的
接
触
も
何
度
か
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
は
二
人
の
間
の
愛
情
関
係
を
疑
う
こ
と
な
く
前
提
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の

中
に
含
ま
れ
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
に
つ
い
て
は
、
作
者
／
語
り
手
は
直
接
に
は
語
ら
な
い
。
今
ま
で
に
分
析
し
て

き
た
欲
望
の
三
角
形
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
暗
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
三
角
形
は
、

三
角
形
の
二
辺
を
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
と
見
な
す
こ
と
で
男
性
同
士
の
関
係
を
結
婚
へ
と
至
る
欲
望
と
同
じ
も
の
と
な
す
、

一
種
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
少
女
の
一
人
、
ホ
ー
テ
ン
ス
が
別
れ
際
に
バ
ー
ト
ラ
ム
に
向
か
っ
て
口
に
し
た

一
言
、「
あ
ん
な
自
然
に
反
し
た
友
情
が
続
く
わ
け
が
な
い
」（243

）
の
意
味
は
、
現
代
の
目
か
ら
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で

は
あ
る
が
、
作
者
／
語
り
手
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
こ
と
の
真
意
、
つ
ま
り
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
描
く
際
に
、
実
に

慎
重
か
つ
用
意
周
到
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
表
現
の
仕
方
を
選
択
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
作
者
が
六
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
こ
の
作
品
を
世
に
問
う
た

こ
と
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
作
品
の
最
後
の
場
面
と
関
わ
っ
て
い
る
。

作
品
の
最
後
の
場
面
、
メ
ド
ー
ラ
と
バ
ジ
ル
が
二
人
、
町
を
去
っ
た
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
魅
力
と
は
な
ん
だ
っ
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た
の
か
と
語
り
合
う
場
面
、
二
人
は
住
む
世
界
が
違
う
こ
と
を
互
い
に
確
認
す
る
が
、
そ
れ
に
続
き
、
作
品
は
こ
ん
な

風
に
し
て
終
わ
る
。

「
結
局
、
コ
ー
プ
は
『
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
』
な
や
つ
だ
っ
た
。
君
が
使
っ
た
言
葉
だ
っ
た
ね
」

「
で
も
、
彼
の
こ
と
で
私
た
ち
大
騒
ぎ
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
に
は
値
し
な
か
っ
た
っ
て
こ
と
ね
」
と
自
分
の
顔
を

立
て
よ
う
と
メ
ド
ー
ラ
が
言
っ
た
。

今
度
は
ラ
ン
ド
ル
フ
が
肩
を
す
く
め
、
両
手
を
前
に
突
き
出
し
た
が
、
メ
ド
ー
ラ
は
彼
が
そ
ん
な
身
ぶ
り
を
す

る
の
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

「
大
騒
ぎ
に
値
し
な
い
？

そ
う
か
な
？
」（288

）

最
後
の
ラ
ン
ド
ル
フ
の
言
葉
、「
大
騒
ぎ
に
値
し
な
い
？

そ
う
か
な
？
」
は
、
も
ち
ろ
ん
反
語
的
表
現
だ
ろ
う
。

バ
ー
ト
ラ
ム
が
大
騒
ぎ
に
値
す
る
と
バ
ジ
ル
は
言
い
た
い
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、「
メ
ド
ー
ラ
が
今
ま

で
に
そ
ん
な
仕
草
を
す
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
仕
草
で
ラ
ン
ド
ル
フ
は
手
を
突
き
出
し
た
」
と
あ
り
、
ラ
ン
ド

ル
フ
の
変
化
が
暗
示
さ
れ
る
こ
と
だ
。

今
引
用
し
た
場
面
の
直
前
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
宛
て
に
バ
ー
ト
ラ
ム
か
ら
来
た
手
紙
を
メ
ド
ー
ラ
が
読
み
、
バ
ー
ト
ラ

ム
は
ア
ー
サ
ー
と
別
れ
た
の
だ
と
メ
ド
ー
ラ
が
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
、
バ
ジ
ル
は
バ
ー
ト
ラ
ム
が
次
に
書
い
て
く

る
手
紙
を
想
像
し
、
ア
ー
サ
ー
と
の
関
係
が
継
続
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
（287

）。
そ
も
そ
も
バ
ー
ト
ラ
ム
は
博
士
論
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文
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
ー
サ
ー
が
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
と
し
て
追
い
出
さ
れ
る
よ
う
に
町

か
ら
去
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
バ
ー
ト
ラ
ム
は
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
そ
そ
く
さ
と
簡
単
な
論
文
を
仕
上
げ
、

博
士
課
程
に
進
む
こ
と
な
く
町
を
去
る
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
作
者
／
語
り
手
は
バ
ジ
ル
の
推
論
の
側
に
立
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る28
＊

。
そ
し
て
バ
ジ
ル
が
こ
の
よ
う
に
類
推
す
る
の
は
、
バ
ジ
ル
は
二
人
の
関
係
の
継
続
を
望
ん
で
い
る
か

ら
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
最
後
で
バ
ジ
ル
が
示
す
今
ま
で
し
な
か
っ
た
仕
草
と
は
、
自
分
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
明
白
に
示
す
、
ア
ー
サ
ー
が
示
し
て
い
た
よ
う
な
仕
草
、
つ
ま
り
、
女
性
的
な
仕
草
と
取
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
前
提
に
立
て
ば
、
二
人
の
関
係
に
触
発
さ
れ
た
バ
ジ
ル
が
、
最
終
的
に
は
自
分
が
男
性
を

愛
す
る
こ
と
を
素
直
に
認
め
、
そ
れ
を
認
め
た
生
き
方
を
し
て
い
く
決
心
を
し
た
と
ま
で
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

作
品
冒
頭
で
、
メ
ド
ー
ラ
と
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
バ
ジ
ル
が
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
告
げ
る
際
、
作
者
／
語
り
手
が

こ
ん
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
を
紹
介
し
た
。
バ
ジ
ル
は
「
観
察
者
、
説
明
役
」（7

）
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ
れ
は
間

違
い
で
あ
る
。
で
は
「
ラ
イ
バ
ル
、
競
争
者
」
か
。
引
用
に
あ
っ
た
よ
う
に
、「
そ
れ
以
上
で
し
ょ
う
ね
」
で
あ
る
。
観

察
者
、
説
明
役
で
あ
っ
た
バ
ジ
ル
が
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
三
角
形
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
以
上
の
も

の
と
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
自
身
が
行
動
を
起
こ
す
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
欲
望
の
三
角
形
と
そ
の
意
味
を
分
析
し
て
き
た
。
要
約
す
る
と
、
一
つ
目
の
三
角
形

は
、
ジ
ラ
ー
ル
に
倣
え
ば
バ
ジ
ル
を
主
体
、
バ
ー
ト
ラ
ム
を
対
象
、
メ
ド
ー
ラ
を
媒
体
と
す
る
三
角
形
だ
。
も
う
一
つ

の
三
角
形
は
メ
ド
ー
ラ
が
主
体
、
バ
ー
ト
ラ
ム
が
対
象
、
そ
し
て
エ
イ
ミ
ー
が
媒
体
と
な
る
三
角
形
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー

ル
が
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
三
角
形
に
お
い
て
は
媒
体
と
対
象
の
関
係
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
体
と
対
象
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と
の
関
係
が
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
エ
イ
ミ
ー
の
バ
ー
ト
ラ
ム
へ
の
欲
望
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
メ
ド
ー
ラ
の
バ
ー

ト
ラ
ム
ヘ
の
欲
望
が
顕
在
化
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
対
象

を
頂
点
と
し
、
主
体
と
媒
体
か
ら
対
象
へ
と
結
ば
れ
る
二
辺
が
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
と
な
る
こ
と
で
、
一
方
の
辺
が
も
う

一
辺
の
方
に
含
ま
れ
る
も
の
を
暗
示
す
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
二
番
目
の
三
角
形
と
最
初
の
三
角
形
で
メ

ド
ー
ラ
と
バ
ー
ト
ラ
ム
を
結
ぶ
一
辺
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
番
目
の
三
角
形
に
お
け
る
結
婚
へ
と
つ
な
が
る

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
、
最
初
の
三
角
形
に
お
け
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
照
ら
し
出
す
。
つ
ま
り
、
結
婚

に
つ
な
が
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
出
発
点
と
し
、
類
推
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
辺
に
含
ま
れ
る
意
味
が
顕
在
化
し
、

隠
れ
て
い
た
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
が
見
え
て
く
る
。

バ
ー
ト
ラ
ム
を
め
ぐ
る
バ
ジ
ル
と
ジ
ョ
ゼ
フ
の
三
角
形
で
は
、
三
角
形
の
三
辺
が
交
換
可
能
だ
。
主
体
と
対
象
、
そ

し
て
媒
体
の
関
係
が
入
り
乱
れ
、
媒
体
バ
ジ
ル
の
対
象
バ
ー
ト
ラ
ム
へ
の
欲
望
と
の
類
推
で
、
今
度
は
主
体
ジ
ョ
ゼ
フ

の
バ
ジ
ル
へ
の
欲
望
が
顕
在
化
す
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
ー
ト
ラ
ム
と
ジ
ョ
ゼ
フ
は
並
置
さ
れ
て
お
り
、
欲
望

す
る
主
体
と
思
わ
れ
た
バ
ジ
ル
が
、
こ
の
三
角
形
で
は
欲
望
さ
れ
る
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
作
品

に
お
い
て
欲
望
の
三
角
形
は
、
結
婚
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
で
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
暗
示
す
る
装
置
と
な
り
、
さ
ら

に
暗
示
さ
れ
た
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
視
線
を
お
互
い
に
触
発
す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

最
終
章
直
前
、
メ
ド
ー
ラ
と
バ
ジ
ル
が
バ
ー
ト
ラ
ム
の
卒
業
式
に
出
席
す
る
か
ど
う
か
を
話
し
て
い
る
と
き
、
メ
ド
ー

ラ
が
バ
ー
ト
ラ
ム
の
「
お
別
れ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」（277

）
な
の
だ
か
ら
、
行
か
な
け
れ
ば
と
言
う
そ
の
直
前
、
作
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者
／
語
り
手
が
「
彼
は
役
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
観
客
だ
」（277

）
と
言
葉
を
挟
む
。
実
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
「
役
者
」

で
あ
る
の
は
ア
ー
サ
ー
で
は
な
く
バ
ー
ト
ラ
ム
だ
。
バ
ー
ト
ラ
ム
こ
そ
が
見
ら
れ
る
存
在
な
の
だ
。
盗
賊
か
ら
女
性
た

ち
を
守
っ
た
と
さ
れ
る
事
件
の
と
き
に
も
、
は
だ
け
た
彼
の
姿
を
メ
ド
ー
ラ
に
見
ら
れ
て
い
た
。
ホ
ー
テ
ン
ス
は
彼
の

絵
を
描
く
た
め
、
心
置
き
な
く
彼
を
見
つ
め
る
（240

）。
湖
の
場
面
、
岸
辺
か
ら
裸
で
泳
ぐ
彼
の
姿
を
バ
ジ
ル
が
見
つ
め

て
い
た
。
ま
た
、
作
者
／
語
り
手
は
、
バ
ジ
ル
と
ア
ー
サ
ー
が
初
め
て
会
う
場
面
、
お
互
い
が
お
互
い
の
情
報
を
仕
入

れ
る
様
子
を
描
写
す
る
際
、「
コ
ー
プ
を
通
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
三
度
も
繰
り
返
す
（229–30

）。
欲
望
さ
れ
る
対
象
と

思
わ
れ
て
い
た
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
は
、
他
の
登
場
人
物
の
目
に
は
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
者
／

語
り
手
の
目
か
ら
は
、
演
じ
る
役
に
よ
っ
て
他
の
登
場
人
物
の
心
を
照
ら
し
出
す
媒
体
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
バ
ジ
ル
に
「
バ
ー
ト
ラ
ム
は
空
っ
ぽ
だ
」
と
言
う
が
、
作
者
／

語
り
手
は
、
主
人
公
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
を
そ
の
よ
う
な
人
物
に
設
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
最
終
的
に
は
バ
ジ
ル

の
、
そ
し
て
ジ
ョ
ゼ
フ
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
浮
か
び
上
が
る
。

ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
し
て
町
を
追
い
出
さ
れ
た
ア
ー
サ
ー
の
後
を
追
い
、
バ
ー
ト
ラ
ム
は
博
士
号
取
得
の
願
い
を

捨
て
こ
の
町
を
後
に
す
る
。
ア
ー
サ
ー
の
例
の
よ
う
に
、
表
に
自
分
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
示
す
こ
と
に
対
し
て
社

会
が
制
裁
を
加
え
よ
う
と
、
男
性
二
人
の
間
の
愛
情
に
制
裁
を
加
え
よ
う
と
す
る
社
会
が
あ
ろ
う
と
、
ま
た
そ
う
い
っ

た
愛
情
を
世
間
が
ど
の
よ
う
に
見
よ
う
と
、
愛
情
を
全
う
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
者
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二

人
に
刺
激
さ
れ
る
形
で
バ
ジ
ル
の
一
種
の
決
心
が
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
バ
ジ
ル
の
決
心
を
示
す
だ
け
で

な
く
、
表
に
出
る
こ
と
に
対
し
制
裁
を
加
え
る
社
会
へ
の
、
あ
る
種
の
愛
情
に
偏
見
を
持
つ
社
会
へ
の
、
さ
さ
や
か
で
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は
あ
っ
て
も
確
か
な
作
者
の
批
判
と
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
風
に
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
様
々
な

暗
示
装
置
に
よ
り
語
り
手
と
一
体
と
な
り
、
作
者
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
を
表
明
し
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と

し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
肯
定
す
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
で
最
後
の
冒
険
を
試
み
、

自
費
出
版
と
い
う
形
を
と
っ
て
ま
で
出
版
し
よ
う
と
し
た
、
作
者
フ
ラ
ー
の
決
死
の
気
持
ち
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
言
葉
は
」
と
言
い
か
け
た
バ
ジ
ル
の
言
葉
に
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
「
思
考
を
隠
す
た
め
に
作
ら
れ
た
」
と
続
け
て
い
る

（270

）。
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
が
こ
の
作
品
を
評
し
、「
意
図
が
い
っ
た
ん
把
握
で
き
る
と
、
こ
の
著
者
の
数
少
な
い

著
作
の
中
で
も
っ
と
も
見
事
で
、
成
功
し
、
輝
く
作
品
と
な
り
ま
す
」
と
言
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
作
品

に
描
か
れ
る
男
女
の
愛
情
関
係
は
「
思
考
を
隠
す
た
め
の
」「
言
葉
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ク
テ

ン
が
言
う
よ
う
に
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
作
者
の
視
線
を
描
く
意
図
は
、
様
々
な
意
匠
に
よ
り
隠
さ
れ
て
い
る
が
、

い
っ
た
ん
そ
の
意
図
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
を
肯
定
す
る
作
者
の
意
図
が
た
く
み

に
描
か
れ
た
作
品
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
三
角
形
の
可
能
性

序
論
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
バ
ー
グ
マ
ン
は
、
ゲ
イ
で
あ
る
と
い
う
感
覚
は
文
学
的
な
表
現
に
大

い
に
依
拠
す
る
と
述
べ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
読
み
が
可
能
な
作
品
は
「
手
か
ら
手
へ
」
と
受
け

継
が
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
作
品
と
別
の
作
品
と
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
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ム
の
水
脈
を
読
み
解
く
と
き
に
と
て
も
有
効
だ
。
あ
る
意
味
で
は
、
秘
め
ら
れ
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
形
成
し
て
き
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
登
場
人
物
の
名
前
は
重
要
だ
が
、
バ
ー
ト
ラ
ム
と
言
え
ば
、
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

『
終
わ
り
よ
け
れ
ば
す
べ
て
よ
し
』
だ
ろ
う
か
。
結
婚
を
め
ぐ
る
喜
劇
で
、
結
婚
を
迫
る
女
性
を
何
と
か
退
け
た
い
と
逃

げ
回
る
が
、
し
か
し
彼
女
の
知
恵
に
負
け
、
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
主
人
公
バ
ー
ト
ラ
ム
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
。
結
末
を

除
く
と
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
と
似
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ー
の
意
図
は
明
確
で
、
同
じ
バ
ー
ト
ラ
ム
と

い
う
名
を
持
つ
が
、
迫
ら
れ
る
結
婚
か
ら
無
事
逃
走
す
る
主
人
公
を
造
形
す
る
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
バ
ジ

ル
と
い
う
名
前
に
も
注
目
し
た
い
。

バ
ジ
ル
・
ラ
ン
ド
ル
フ
と
い
う
人
物
の
、
バ
ジ
ル
と
い
う
名
前
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ふ
れ
た
名
前
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
す
で
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
使
わ
れ
る
「
親
密
に
知
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
、
オ
リ
ー
ヴ
が
少
女
た
ち
に
対
し
て
抱
く
感
情
を
示
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
オ
リ
ー
ヴ
の
「
ラ
イ
バ
ル
、
競
争
者
」
の
名
前
は
バ
ジ
ル
・
ラ
ン
サ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
暗
示
は
深
読
み
を
誘

う
。
第
一
章
と
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
潜
ん
で
い
る
。

『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
で
は
女
性
同
士
の
関
係
に
お
い
て
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
は
一
方
通
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、『
鳩
の
翼
』
で
は
、
ミ
リ
ー
の
死
後
、
彼
女
へ
の
思
い
出
を
胸
に
、
結
婚
を
放
棄
す
る
ケ
イ
ト
の
姿
が
暗
示

さ
れ
る
。
し
か
し
、『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
で
、
バ
ー
ト
ラ
ム
は
結
婚
を
逃
れ
る
だ
け
で
な
く
、
男
性
の
恋
人

と
ぬ
け
ぬ
け
と
一
緒
に
生
活
す
る
姿
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ー
も
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
結
末
を
書
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き
替
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
紹
介
し
た
文
脈
に
置
く
こ
と
で
、『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
の

読
み
は
興
味
深
い
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
、『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
を
知
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス

ト
ニ
ア
ン
ズ
』
や
『
鳩
の
翼
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
織
り
込
ま
れ
た
「
絨
毯
の
下
絵
」
が
見
え
て
く
る
。

続
く
第
二
部
で
は
、
第
一
部
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
影
響
関
係
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
十
九
世
紀
と
い
う
「
抑

圧
」
の
時
代
に
お
い
て
、
文
学
を
生
み
出
す
源
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
、
一

つ
に
は
示
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
も
う
一
つ
に
は
、
そ
の
「
抑
圧
」
の
時
代
に
見
ら
れ
る
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

欲
望
と
異
性
愛
規
範
と
の
間
の
葛
藤
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。
第
二
部
で
例
を
挙
げ
る
作
品
に
関
す
る
議
論
は
、
第
一
部

で
論
じ
て
き
た
隠
さ
れ
た
下
絵
、
つ
ま
り
秘
め
ら
れ
た
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
補
強
す
る
議

論
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
の
分
析
を
通
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
の
複
雑

な
絡
み
合
い
も
垣
間
見
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。



十九世紀の

ホモエロティックな

ディスコース

第二部



141

第
五
章

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
オ
ー
モ
ン
ド
、
あ
る
い
は
秘
密
の
目
撃
者
』

隠
蔽
と
解
放
の
ド
ラ
マ

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
の
系
譜

ア
メ
リ
カ
の
同
性
愛
文
学
の
通
史
と
し
て
先
駆
的
な
ロ
ジ
ャ
ー
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
『
あ
の
ゲ
ー
ム
を
演
じ
て

―

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
小
説
』
は
、
明
確
な
「
ゲ
イ
小
説
」
が
一
九
二
〇
年
代
ま
で
少
な
い
の
は
、

「
性
的
倒
錯
」
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
題
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
ホ
モ

フ
ォ
ビ
ア
が
ゲ
ー
ム
を
支
配
し
て
お
り
、
一
九
二
〇
年
代
ま
で
ゲ
イ
作
家
も
、
そ
の
ル
ー
ル
に
則
り
ゲ
ー
ム
を
演
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
（A

usten, P
laying 1

）。
一
九
三
〇
年
代
を
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
行
き

渡
っ
た
時
代
の
始
ま
り
と
見
て
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
「
ほ
の
暗
い
過
去
」
と
題
し
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
暗
示
す
る
小
説
作
品
を
論
じ
て
い
る
。
最
初
に
暗
示
を
見
る
の
は
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
『
フ
ラ
ン
ク

リ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
』（
一
八
四
二
年
）
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
ェ
ニ
モ
ア
・
ク
ー
パ
ー
の
『
ジ
ャ
ッ
ク
・
タ
イ
ア
』（
一
八
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四
八
年
）
で
あ
る
（1–49

）。
ア
メ
リ
カ
文
学
が
男
性
同
性
間
の
愛
情
に
明
確
に
表
現
を
与
え
る
の
は
超
絶
主
義
者
た
ち
の

登
場
を
待
つ
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
や
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ロ
ー
が

友
人
へ
の
愛
を
詩
に
綴
っ
て
い
る
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
、
同
性
間
の
愛
情
に
「
同
志
の
絆
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
そ

こ
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
描
き
込
ん
だ
が
、
一
方
で
エ
マ
ソ
ン
や
ソ
ロ
ー
の
愛
の
表
現
に
は
、
肉
体
的
な
関

係
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
（M

artin, “A
m

erican L
iterature ” 27

）。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
の
描
く
同
性
間
の
愛
情
を
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
と
い
う
語
を
用
い
て
表
現
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
リ
リ
ア
ン
・
フ
ェ
ダ
マ

ン
の
『
男
性
の
愛
を
超
え
て

―
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
か
ら
現
在
の
女
性
の
間
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
と

愛
』
に
よ
れ
ば
、
女
性
の
間
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
を
描
く
伝
統
は
十
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
に

遡
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
（Faderm

an, Surpassing 103–09

）。

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
一
七
九
九
年
に
発
表
し
た
、『
オ
ー
モ
ン
ド
、
あ
る
い
は
秘
密
の
目
撃

者
』
に
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
が
描
か
れ
る
が
、
習
作
期
に
お
い
て
す
で
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
た
（Faderm

an, Surpassing 110–11

）。
た
だ
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
イ

ギ
リ
ス
の
先
駆
作
品
を
知
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ

プ
の
実
例
が
多
く
見
ら
れ
て
い
た
（112

）。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ネ
ッ
ド
・
カ
ッ
ツ
が
『
ゲ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
』
で
紹
介
し
て
い
る
が
、
一
七
九
三
年
か
ら
一
七
九
八
年
ま
で
、

主
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
滞
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
政
治
家
、
モ
ロ
ー
・
ド
・
サ
ン
・
メ
リ
ー
が
、「
ア
メ
リ
カ
女
性
は

同
性
の
人
と
の
不
自
然
な
喜
び
を
求
め
る
」
傾
向
が
あ
る
と
、
記
録
に
書
き
残
し
て
い
る
（K

atz 26

）。
十
八
世
紀
か
ら
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十
九
世
紀
の
女
性
同
士
が
交
わ
し
た
手
紙
や
日
記
の
記
述
に
見
ら
れ
る
女
性
同
士
の
世
界
は
、「
親
密
さ
と
愛
、
そ
し
て

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
情
熱
の
世
界
」
で
あ
る
と
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ス
ミ
ス
＝

ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
も
述
べ
て
い
る
（Sm

ith-

R
osenberg 28

）。
十
九
世
紀
末
の
ボ
ス
ト
ン
・
マ
リ
ッ
ジ
を
彷
彿
さ
せ
る
女
性
同
士
の
愛
情
関
係
を
、
ブ
ラ
ウ
ン
は

『
オ
ー
モ
ン
ド
』
に
持
ち
込
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト

ニ
ア
ン
ズ
』
の
先
行
作
品
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
オ
ー
モ
ン
ド
』
が
書
か
れ
た
一
七
九
九
年
は
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
に
続
く
時
期
だ
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
が
書
か

れ
た
時
代
、
そ
し
て
作
品
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
時
代
は
、
南
北
戦
争
後
の
い
わ
ゆ
る
「
金
め
っ
き
時
代
」、
い
わ
ば
戦

後
の
混
乱
期
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
女
性
の
運
動
が
盛
り
上
が
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命

は
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
と
つ
な
が
り
、
女
性
の
政
治
参
加
の
意
識
が
高
ま
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
時
代
を
ブ
ラ
ウ
ン
は
生
き

て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
女
性
の
政
治
参
加
の
意
識
は
、
結
果
的
に
は
「
共
和
国
の
母
」
と
い
う
思
想
が
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
作
用
し
、「
女
性
が
あ
ら
た
に
見
出
し
た
政
治
的
意
識
を
家
庭
に
向
け
さ
せ
る
」（E

vans 57

）
こ
と
に
は

な
っ
た
が
、
女
子
教
育
に
関
す
る
是
非
が
大
い
に
議
論
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
・

マ
レ
ー
が
一
七
九
〇
年
に
「
性
の
平
等
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
論
説
を
発
表
し
、「
女
性
に
と
っ
て
唯
一
不
利
な
条
件
と

い
え
ば
、
教
育
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
」（E

vans 58

）
と
述
べ
、
ま
た
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ラ
ッ
シ
ュ
も
女
性
に

と
っ
て
の
教
育
の
重
要
さ
を
説
い
た
（E

vans 58

）。
二
つ
の
作
品
が
背
景
と
す
る
時
代
は
、
女
性
の
意
識
を
軸
に
見
る

と
、
共
通
す
る
点
が
多
い
と
言
え
そ
う
だ
。

レ
ス
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
『
ア
メ
リ
カ
小
説
に
お
け
る
愛
と
死
』
の
な
か
で
『
オ
ー
モ
ン
ド
』
に
つ
い
て
論
じ
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て
い
る
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
語
り
手
ソ
フ
ィ
ア
が
夫
と
な
る
男
性
へ
の
感
情
を
記
述
す
る
と
き
の
調
子
と
、
作
品

の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
の
再
会
を
喜
ぶ
と
き
の
記
述
の
調
子
を
比
べ
、「
ど
ち
ら
が
情
熱
を
表
現
す
る

熱
狂
的
な
歓
喜
の
詩
で
、
ど
ち
ら
が
友
情
の
記
述
な
の
か
」
と
問
い
、「
誘
惑
物
語
の
感
傷
的
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場

面
で
、
あ
の
よ
う
な
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
優
し
さ
を
読
者
は
求
め
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
る（Fiedler, L

ove and D
eath 

103

）。
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
M
・
コ
メ
ン
ト
は
『
オ
ー
モ
ン
ド
』
の
批
評
史
を
ま
と
め
、
例
え
ば
ハ
リ
ー
・
R
・
ウ
ォ
ー

フ
ェ
ル
の
、「
正
常
な
愛
の
感
情
は
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
性
質
と
は
相
容
れ
な
い
。
彼
女
の
振
る
舞
い
に
は
ホ
モ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
」
と
い
う
評
価
を
紹
介
し
て
い
る
が
（C

om
m

ent 57

）、
女
性
同
士
の
間
の
強
い
愛
情
関

係
を
非
難
す
る
論
調
は
、『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
に
対
す
る
批
評
で
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
フ
ェ
タ
リ
ー
が
「
男
根
批
評
家
」

と
呼
ん
だ
批
評
家
の
論
調
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
や
ウ
ォ
ー
フ
ェ
ル
の
言
葉
は
逆
説
的
に
、
作
品
の
語
り
手
の
女
性
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
間
に
、「
男
根
批
評

家
」
に
と
っ
て
は
正
常
な
友
情
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
と
思
え
る
「
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
」
欲
望
の
存
在
を
指
摘
す
る

点
に
は
注
目
し
て
も
よ
い
。
そ
う
い
っ
た
女
性
同
士
の
愛
情
を
描
く
作
品
を
、
当
時
の
読
者
は
求
め
て
い
な
か
っ
た
と

記
す
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
フ
ェ
ダ
マ
ン
は
批
判
し
、
当
時
の
読
者
は
む
し
ろ
女
性
同
士
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド

シ
ッ
プ
が
描
か
れ
る
の
を
望
ん
で
お
り
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
も
初
版
は
売
り
切
れ
、
す
ぐ
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
と
指

摘
す
る
（Faderm

an, Surpassing 434

）。
そ
の
フ
ェ
ダ
マ
ン
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
ソ
フ
ィ
ア
の
関
係
は
現
代
的
な
意

味
で
の
「
友
情
」
と
は
ま
る
で
別
物
で
、「
二
人
の
女
性
は
お
互
い
に
す
っ
か
り
夢
中
に
な
っ
て
い
る
（totally 
involved

）」（114

）
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
二
人
の
女
性
の
間
の
愛
は
「
有
頂
天
に
さ
せ
る
も
の
で
、
す
べ
て
を
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捧
げ
る
も
の
」（115

）
で
あ
る
が
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
を
扱
う
十
八
世
紀
の
他
の
例
と
同
様
、
愛
情

が
「
性
器
的
」
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
は
な
い
と
付
け
加
え
て
い
る
（115

）。
ジ
ュ
リ
ア
・
A
・
ス
タ
ー
ン

は
、「
女
性
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
強
い
願
望
は
、
共
和
国
に
お
け
る
同
胞
愛
の
失
敗
を
ブ
ラ
ウ
ン
が
研
究
す
る
際
に

ふ
さ
わ
し
い
媒
体
と
な
る
」
と
述
べ
（Stern 159

）、
ま
た
コ
メ
ン
ト
は
ス
タ
ー
ン
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』

は
当
時
の
文
化
が
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
可
能
性
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
面
と
、
そ
の
可
能
性
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
父
権
制

的
努
力
の
面
の
両
方
を
反
映
す
る
」
と
し
た
上
で
、「
女
性
の
自
立
に
対
す
る
曖
昧
な
扱
い
」
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
は

「
女
性
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
絆
の
力
を
肯
定
す
る
」
こ
と
を
論
じ
る
（59

）。
さ
ら
に
、「
自
由
、
特
に
ホ
モ
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
を
求
め
る
促
進
剤
と
し
て
暴
力
を
探
求
す
る
こ
と
で
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
は
ク
エ
イ
カ
ー
的
平
和
主
義

を
脱
し
て
い
る
」
と
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
シ
ャ
ピ
ロ
は
論
じ
て
い
る
（Shapiro, “In a French Position ” 357

）。

隠
さ
れ
た
「
下
絵
」
と
し
て
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
、
十
八
世
紀
末
に
遡
り
検

証
す
る
こ
と
で
第
二
部
を
始
め
よ
う
。

『
オ
ー
モ
ン
ド
』
の
語
り
手

『
オ
ー
モ
ン
ド
』
の
一
人
称
の
語
り
手
は
、
作
品
の
題
に
な
っ
て
い
る
登
場
人
物
オ
ー
モ
ン
ド
を
、
次
の
よ
う
に
紹
介

す
る
。
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オ
ー
モ
ン
ド
の
人
物
像
を
正
し
く
描
写
す
る
こ
と
ほ
ど
困
難
な
仕
事
を
私
は
知
ら
な
い
。
私
た
ち
自
身
の
道
義

を
吟
味
し
た
り
確
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
誠
に
困
難
な
こ
と
だ
。
そ
の
道
義
を
、
誠
意
を
込
め
て
世
に
示
す
こ
と

な
ど
無
理
と
い
う
も
の
。
私
た
ち
は
無
数
の
動
機
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
偽
装
す
る
よ
う
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
動

機
を
誠
実
に
表
現
し
、
他
の
人
の
行
動
を
語
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
が
忠
実
か
つ
実
直
に

行
わ
れ
た
な
ら
、
確
か
に
役
に
立
つ
に
違
い
な
い
。

他
の
人
の
性
格
や
行
動
に
関
す
る
真
実
す
べ
て
を
理
解
す
る
の
は
、
人
間
に
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
様
々
な
人
が
観
察
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
描
く
像
に
、
多
少
の
真
実
は
含
ま
れ
る
。
描
き
出
さ
れ
る
も

の
が
ま
っ
た
く
見
当
違
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
完
璧
で
は
な
い
と
し
て
も
、
比
較
的
間
違
い
が
少
な
い

も
の
も
あ
る
は
ず
だ
。（B

row
n, O

rm
ond 92

）

語
り
手
、
ソ
フ
ィ
ア
・
コ
ー
ト
ラ
ン
ド
は
、
主
人
公
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
・
ダ
ド
リ
ー
と
は
幼
な
じ
み
で
あ
り
、
結
婚
し

イ
ギ
リ
ス
に
移
住
し
て
い
る
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
身
を
案
じ
、
ア
メ
リ
カ
に
単
身
戻
っ
て
く
る
。
身
を
案
じ
る
と

い
う
の
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
人
生
に
オ
ー
モ
ン
ド
と
い
う
人
物
が
大
き
く
関
わ
っ
て
き
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
人

物
の
紹
介
が
、
今
引
用
し
た
記
述
で
あ
る
。
な
ん
と
も
韜
晦
し
た
紹
介
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
語
り
口
は
作
品
の
語

り
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
は
「
I
・
E
・
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
に
」
と
題
す
る
序
文
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
作
者
は
S
C
、
つ
ま
り

ソ
フ
ィ
ア
・
コ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
つ
け
る
。
そ
の
序
文
で
語
り
手
ソ
フ
ィ
ア
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
は
、「
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
・
ダ
ド
リ
ー
の
経
歴
を
知
り
た
が
っ
て
い
る
」（3

）。
そ
の
「
動
機
は
重
々

承
知
し
て
い
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
興
味
を
持
つ
の
も
当
然
」
で
あ
り
、「
忠
実
な
伝
記
作
家
」
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の

こ
れ
ま
で
の
人
生
を
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
に
伝
え
る
こ
と
が
、
こ
の
物
語
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
視
点

を
設
定
し
、
前
の
引
用
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
人
間
に
は
真
実
は
知
り
え
な
い
と
す
る
一
種
の
不
可
知
論
を
持
ち
込
む

こ
と
に
よ
り
、
語
ら
れ
る
内
容
へ
と
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
「
経
歴
」
を
「
伝
記
」
と
し

て
伝
え
る
作
品
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、「
矛
盾
し
、
ま
た
不
可
解
に
思
わ
れ
る
」
オ
ー
モ
ン
ド
に
読
者
の
関
心
を
向
か

わ
せ
る
。
上
の
引
用
に
、「
無
数
の
動
機
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
偽
装
す
る
よ
う
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
」（92

）
と
あ
っ
た

が
、
こ
の
「
隠
蔽
」
と
い
う
語
は
、
物
語
の
冒
頭
よ
り
何
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
動
機
を
隠
す
こ
と
に
よ
り
、
サ
ス

ペ
ン
ス
が
生
じ
る
仕
掛
け
だ
。
サ
ス
ペ
ン
ス
が
生
じ
る
こ
と
で
、
こ
の
「
隠
蔽
」
は
、
オ
ー
モ
ン
ド
と
い
う
人
物
を
中

心
と
す
る
プ
ロ
ッ
ト
に
寄
与
す
る
。

こ
の
作
品
に
は
、
曖
昧
な
点
、
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
な
ど
が
多
く
存
在
す
る
。
作
者
ブ
ラ
ウ
ン
が
、
こ
の
作
品
執
筆
に

費
や
し
た
時
間
は
一
ヶ
月
も
な
い
よ
う
だ
か
ら
（K

rause 240

）、
十
分
に
見
直
す
時
間
が
な
く
、
不
整
合
な
点
が
残
っ
た

ま
ま
出
版
に
至
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
、
実
際
、
明
ら
か
に
作
者
の
ミ
ス
と
し
か
思
え
な
い
箇
所
も

散
見
す
る29
＊

。
語
り
手
を
設
定
し
な
が
ら
、
視
点
は
ソ
フ
ィ
ア
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
何
度
か
な
さ
れ
て

い
る
（N

ye 313; W
itherington 176; H

edges 107–42

）。
ま
た
、
こ
の
作
品
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
、「
混
乱
し
た
記
述
と
、

混
乱
に
関
わ
る
記
述
の
間
に
区
別
が
な
い
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（W

itherington 177

）。
だ
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
が
、
あ
る

面
で
意
識
的
に
、
あ
る
種
の
曖
昧
さ
を
こ
の
作
品
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
識
的
な
作
品
作
り



148

が
、
女
性
同
士
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
、
仮
定
で
き
る
の
だ
。

こ
の
曖
昧
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
二
つ
の
対
立
す
る
要
素
を
作
家
の
想
像
力
の
問
題
と
考
え
、
そ
こ
に
、
ブ
ラ

ウ
ン
の
「
自
意
識
」
を
見
出
す
議
論
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る30
＊

。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
現
在
で
は
架

空
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
・
G
に
宛
て
た
手
紙
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
美
徳
の
な
か
で
、
誠
実
さ
こ
そ
人
間
に
と
っ
て
、
普
遍
的
に
欠
落
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
問
題
な
い
と

私
は
思
う
。（
中
略
）
本
当
の
感
情
を
隠
蔽
し
、
賞
賛
や
信
念
を
偽
造
す
る
よ
う
な
動
機
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
か
。

誠
実
さ
が
持
つ
当
面
の
一
時
的
な
影
響
の
み
を
考
慮
し
た
と
し
て
、
誠
実
さ
が
犯
罪
に
な
る
機
会
、
誠
実
さ
に
こ

だ
わ
る
あ
ま
り
、
礼
儀
を
わ
き
ま
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
正
直
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
理
由

が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
こ
と
か
。（C

lark 102

）

「
誠
実
」
で
あ
る
こ
と
は
い
か
に
難
し
い
か
が
、
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
。
一
七
九
三
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

の
『
政
治
的
正
義
』
が
出
版
さ
れ
た
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
出
版
後
一
年
以
内
に
こ
の
本
を
読
み
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
「
誠
実

さ
の
論
理
」
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
そ
う
だ
。「
小
説
を
社
会
の
道
徳
に
と
っ
て
品
位
を
下
げ
る
も
の
と
非
難
す
る
」

風
潮
に
対
し
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
「
物
語
を
道
徳
へ
の
強
壮
剤
」
と
見
な
し
、
物
語
へ
向
か
う
ブ
ラ
ウ
ン
の
衝
動
に
認
可

を
与
え
る
も
の
と
思
え
た
の
で
あ
る
（C

rain, A
m

erican Sym
pathy 84–95

）。
ブ
ラ
ウ
ン
は
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
影
響
を
受
け

る
以
前
か
ら
、「
誠
実
」
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
引
用
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
の
言
葉
は
、
様
々
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な
動
機
に
よ
っ
て
、「
本
当
の
感
情
」
は
「
隠
蔽
」
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
掲
げ
た
「
無
数
の
動
機
に
よ
っ
て
隠
蔽

し
偽
装
す
る
よ
う
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
ソ
フ
ィ
ア
の
言
葉
と
重
な
っ
て
く
る
。「
誠
実
さ
」
と
「
隠
蔽
」
と

の
間
に
横
た
わ
る
溝
を
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
意
識
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。「
誠
実
さ
」
と
「
隠
蔽
」
の
問
題
は
、
発

表
の
意
図
も
な
い
習
作
の
段
階
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き
る
主
題
な
の
で
あ
る
。
彼
の
創
作
の
動
機
と
も
不
可
分
で
あ
る

と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
彼
が
こ
の
「
隠
蔽
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
事
情
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
に
は
法
律
を
学
び
な
が
ら
も
作
家
を
目
指
し
て
い
た
時
期
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
く
れ
た
友
人
が
二
人

い
た
が
、
不
幸
な
こ
と
に
二
人
と
も
若
死
に
し
て
い
る
。
そ
の
一
人
、
エ
リ
ヒ
ュ
ー
・
ハ
バ
ー
ド
・
ス
ミ
ス
は
、
ベ
ン

ジ
ャ
ミ
ン
・
ラ
ッ
シ
ュ
医
師
の
も
と
で
医
学
を
お
さ
め
て
い
た
。
ラ
ッ
シ
ュ
は
女
性
の
教
育
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ

と
で
有
名
だ
。
ス
ミ
ス
は
そ
の
影
響
も
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
ら
を
含
む
当
時
の
進
歩
思
想
に
傾
倒
し
て

い
て31
＊

、
ル
ソ
ー
に
か
ぶ
れ
て
い
た
ブ
ラ
ウ
ン
を
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
や
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
ヘ
と
向
か
わ
せ
る

の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
ま
た
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
処
女
出
版
作
と
な
っ
た
『
ア
ル
ク
ィ
ン
』
の
出
版
を
手
懸
け

も
し
た
。

ブ
ラ
ウ
ン
は
、
時
々
憂
欝
症
に
駆
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
落
ち
込
ん
で
い
る
ブ
ラ
ウ
ン
に
、
一
七
九
六
年
五
月
七
日
、

ス
ミ
ス
は
次
の
引
用
を
含
む
長
い
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
本
当
の
友
達
だ
け
が
お
互
い
包
み
隠
さ
ず
相
手
の
過
ち
を
指
摘
す
る
勇
気
を
持
っ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
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は
あ
な
た
も
わ
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。（
中
略
）
あ
な
た
は
誠
実
さ
の
価
値
に
、
十
分
気
が
つ
い
て
い
る
は
ず
で

す
よ
。（
中
略
）

ま
じ
め
く
さ
っ
た
書
き
ぶ
り
だ
、
憂
鬱
で
真
面
目
な
ま
え
が
き
だ
、
と
言
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
で
す
よ
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
、
今
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
秘
密
め
か
す
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
喜
び
を
見

出
す
の
で
す
か
。
意
志
の
病
で
す
か
。
そ
れ
と
も
習
慣
の
？

ま
る
で
単
純
な
状
況
に
、
自
ら
選
ん
で
虚
構
の
雰

囲
気
を
与
え
る
の
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
空
想
的
な
場
面
に
関
わ
り
、
現
実
に
想
像
を
織
り
込
み
、
見
た
目
が
曖

昧
な
外
套
に
あ
な
た
自
身
の
身
を
く
る
む
の
に
あ
ま
り
に
慣
れ
す
ぎ
て
、
あ
な
た
の
ペ
ン
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
空
想
的
な
言
い
回
し
を
使
っ
て
し
ま
い
、
呪
文
に
よ
っ
て
あ
な
た
の
周
り
に
、
い
ま
だ
に
曖
昧
模
糊
と
し
た

不
確
実
性
の
靄
を
張
り
巡
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
！

真
実
に
仕
え
る
理
性
の
徒
は
秘
密

め
か
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前
に
誤
り
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
今
、
有
罪
に
な
る
こ
と
は
な
い

と
、
わ
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
隠
蔽
す
る
こ
と
な
ど
何
も
な
い
。
た
だ
義
務
を
知
り
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と

を
求
め
れ
ば
い
い
。
偽
装
す
る
理
由
は
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。（
後
略
）（W

arfel 58

）

こ
の
誠
実
な
愛
情
あ
ふ
れ
る
手
紙
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
が
即
座
に
書
き
送
っ
た
返
事
は
失
わ
れ
て
今
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
に
答
え
て
、
ス
ミ
ス
が
出
し
た
返
事
の
草
稿
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
返
答
が
、
ス
ミ
ス
の
求
め
る
よ
う
な

明
快
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
（W

arfel 60–61

）。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
友
人
ス
ミ
ス
に
対
し
て
も
何
か
を
「
隠

蔽
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
何
を
隠
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
い
わ
ば
、
彼
の
実
生
活
に
ま
で
根
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を
お
ろ
し
て
い
た
「
隠
蔽
」
を
主
題
に
持
つ
『
オ
ー
モ
ン
ド
』
で
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
何
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
か32
＊

。

ブ
ラ
ウ
ン
は
、
ス
ミ
ス
の
影
響
で
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
、
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
等
の
思
想
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
が
、
心
の

底
で
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
で
は
、
結
局
、
女
と
し
て
の
逃
れ
ら
れ
な
い
宿
命
を
描
き
、
最
終
的

に
は
ル
ソ
ー
に
戻
っ
て
い
っ
た
と
、
ロ
バ
ー
ト
・
リ
グ
ビ
ー
・
ヘ
ア
は
論
じ
る
（H

are 243–46

）。
し
か
し
、
ブ
ラ
ウ
ン

が
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
・
G
に
宛
て
た
手
紙
を
作
品
と
し
て
構
想
し
て
い
た
時
期
は
、
一
七
九
〇
年
か
ら
一
七
九
三
年
で
あ

る
ら
し
く
（C

lark 54
）、
引
用
し
た
ス
ミ
ス
の
手
紙
が
書
か
れ
た
時
期
か
ら
す
れ
ば
、
三
年
以
上
も
前
の
こ
と
だ
。
ス
ミ

ス
は
ブ
ラ
ウ
ン
に
対
し
、
変
わ
ら
ぬ
友
情
を
捧
げ
、「
ブ
ラ
ウ
ン
の
想
像
力
を
解
放
す
る
役
割
を
果
た
し
た
」
と
ケ
イ
レ

ブ
・
ク
レ
イ
ン
は
論
じ
る
（C

rain, A
m

erican Sym
pathy 90

）。
ブ
ラ
ウ
ン
が
『
オ
ー
モ
ン
ド
』
を
執
筆
し
た
の
は
、
ス
ミ

ス
が
一
七
九
八
年
に
亡
く
な
っ
た
後
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
、
作
品
に
描
き
込
ま
れ
る
「
隠
蔽
」
と
「
誠
実
」

と
の
関
係
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

今
述
べ
た
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
「
隠
蔽
」
が
、
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ

て
お
り
、
何
を
「
隠
蔽
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
よ
う
。

隠
蔽
の
構
造

序
文
で
「
矛
盾
し
難
解
な
存
在
」（3

）
と
紹
介
さ
れ
る
オ
ー
モ
ン
ド
は
、
彼
の
哲
学
的
発
言
と
、
彼
の
行
動
を
追
っ

て
い
く
と
、
語
り
手
ソ
フ
ィ
ア
で
な
く
て
も
、「
一
貫
し
た
語
り
か
ら
生
じ
る
利
点
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」（3

）
と
、
開
き
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直
り
た
く
な
る
だ
ろ
う33
＊

。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
語
り
手
が
オ
ー
モ
ン
ド
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
次

の
よ
う
に
あ
る
こ
と
だ
。

彼
が
も
っ
と
も
自
慢
す
る
の
は
誠
実
さ
だ
と
い
う
。
こ
の
た
め
に
彼
は
ど
ん
な
犠
牲
も
い
と
わ
な
か
っ
た
。
こ
の

結
果
、
凶
暴
な
雰
囲
気
や
傲
慢
な
無
頓
着
さ
の
た
め
、
彼
の
行
動
は
心
の
弱
い
人
に
は
嫌
気
を
催
さ
せ
た
。
自
分

の
誠
実
さ
に
役
立
た
な
け
れ
ば
、
他
人
の
幸
福
な
ど
考
慮
し
な
か
っ
た
の
で
、
彼
に
は
温
情
と
い
う
魅
力
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
男
の
性
質
を
理
解
す
る
の
は
容
易
い
と
思
う
の
も
自
然
な
こ
と
だ
。
彼
は
何
も
隠
蔽
し
な

い
振
り
を
す
る
の
だ
っ
た
。（94

）

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
誠
実
さ
」
と
「
隠
蔽
」
の
主
題
が
、
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ィ
ア
に
よ
っ
て

「
矛
盾
し
難
解
な
存
在
」
と
定
義
さ
れ
る
オ
ー
モ
ン
ド
自
身
が
、
自
分
は
「
誠
実
」
だ
と
自
慢
す
る
と
い
う
記
述
に
直
面

す
る
と
、
読
者
と
し
て
は
オ
ー
モ
ン
ド
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
矛
盾
を
感
じ
、
オ
ー
モ
ン
ド
の
物
語
に
戸
惑
い
を
隠
せ
な

い
は
ず
だ
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
物
語
が
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
「
伝
記
」
で
あ
る
と
い
う
ソ
フ
ィ
ア
の
言
葉
を
と

に
か
く
信
じ
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
め
ぐ
る
物
語
に
お
い
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
、
彼
の
矛
盾
、

錯
綜
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
た
い
。
そ
う
い
っ
た
議
論
を
通
し
、
オ
ー
モ
ン
ド
は
あ
る
意
味
で
は
狂
言
回

し
に
過
ぎ
ず
、
オ
ー
モ
ン
ド
と
い
う
人
物
を
持
ち
込
む
こ
と
で
『
オ
ー
モ
ン
ド
』
と
い
う
作
品
は
ゴ
シ
ッ
ク
・
ノ
ヴ
ェ

ル
の
体
裁
を
取
る
が
、
本
当
は
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
解
放
と
自
立
の
物
語
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
友
愛
の
物
語
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で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
隠
蔽
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
前
提
に
立
て
ば
、
オ
ー
モ
ン
ド
は
確
か
に

「
誠
実
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
だ
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
作
品
に
描
か
れ
る
三
つ
の
殺
人
で
あ
る
。

オ
ー
モ
ン
ド
が
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
惹
か
れ
て
い
く
の
を
知
り
、
愛
人
ヘ
レ
ナ
が
自
殺
し
た
あ
と
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ

ア
は
、
マ
ー
テ
ィ
ネ
ッ
ト
（
最
初
は
ア
ー
サ
ラ
・
モ
ン
ロ
ー
ズ
と
し
て
登
場
し
、
後
に
オ
ー
モ
ン
ド
の
妹
と
判
明
す
る

人
物
）
や
、
公
然
と
近
づ
い
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
オ
ー
モ
ン
ド
と
の
交
際
か
ら
様
々
な
こ
と
を
学
び
、「
オ
ー
モ
ン
ド

の
物
語
（narratives
）
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
を
越
え
、
シ
ベ
リ
ア
の
砂
漠
へ
と
彼
女
﹇
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
﹈
を
連
れ
て

い
っ
た
。（
中
略
）
彼
女
の
新
し
い
友
達
﹇
マ
ー
テ
ィ
ネ
ッ
ト
﹈
は
、
彼
女
を
文
明
世
界
へ
と
連
れ
戻
し
、
人
類
の
残
り
半

分
を
描
き
だ
し
た
。
野
蛮
と
洗
練
の
、
二
つ
の
様
式
に
あ
る
人
間
を
こ
れ
ら
観
察
者
は
吟
味
し
、
一
方
の
描
写
で
足
り

な
い
分
は
も
う
一
方
が
た
っ
ぷ
り
と
補
っ
た
」（170

）。
こ
の
記
述
か
ら
、
オ
ー
モ
ン
ド
は
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
世
界
を

広
げ
る
の
に
ず
い
ぶ
ん
と
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
父
ダ
ド
リ
ー
氏
は
、
若
か
っ
た
頃
に

彼
の
心
を
引
き
付
け
て
離
さ
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
、
娘
と
共
に
わ
た
る
こ
と
を
計
画
す
る
。
し
か
し
「
そ
れ
は
彼

女
に
新
し
い
知
識
へ
の
道
を
開
く
だ
ろ
う
し
、
オ
ー
モ
ン
ド
の
忌
ま
わ
し
い
追
跡
か
ら
彼
女
を
引
き
離
し
て
く
れ
る
だ

ろ
う
」（174

）
と
い
う
目
的
に
も
か
な
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
は
迷
っ
た
あ
げ
く
、
離
れ
離
れ
に
な
っ

て
い
た
旧
友
ソ
フ
ィ
ア
と
の
再
会
を
思
い
、
父
の
提
案
に
同
意
し
よ
う
と
心
を
決
め
る
。
と
こ
ろ
が
次
の
朝
、
そ
の
決

意
を
告
げ
に
父
の
寝
室
へ
と
向
か
う
と
、
父
は
死
ん
で
い
た
。

こ
の
場
面
を
描
写
す
る
ソ
フ
ィ
ア
は
、
多
分
に
感
傷
的
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
逃
れ
ら
れ
な
い
「
宿
命
」
を

強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
殺
人
の
顚
末
は
、
後
に
オ
ー
モ
ン
ド
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。「
あ
な
た
を
貧
困
か
ら
救
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い
、
あ
な
た
の
父
の
視
力
を
取
り
戻
し
て
あ
げ
た
の
も
」（231

）、
彼
女
に
対
す
る
「
愛
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
ダ
ド
リ
ー
氏
が
自
分
の
愛
の
成
就
の
障
害
と
な
っ
た
た
め
殺
害
を
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
迫
り
く
る
様
々
な

苦
し
み
か
ら
ダ
ド
リ
ー
氏
を
解
き
放
つ
「
善
意
」
か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
オ
ー
モ
ン
ド
は
、
ダ
ド
リ
ー

氏
の
財
産
横
領
の
罪
の
露
見
を
恐
れ
る
ク
レ
イ
グ
を
焚
き
付
け
て
、
氏
を
殺
害
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

オ
ー
モ
ン
ド
は
、「
女
性
と
の
交
際
に
お
い
て
、
自
分
が
愛
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
魅
惑
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い

と
思
っ
て
い
た
」（97
）
と
あ
る
よ
う
に
、
結
婚
を
否
定
し
、
恋
愛
感
情
な
ど
に
は
左
右
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
彼
が
、「
一
人
の
女
へ
の
愛
情
」（231

）
の
た
め
に
殺
害
ま
で
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
オ
ー
モ
ン
ド
の
人

物
設
定
に
思
想
的
一
貫
性
を
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
殺
害
の
動
機
説
明
は
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
善

意
」
に
よ
る
殺
人
と
い
う
の
も
説
得
力
に
欠
け
る
。
し
か
し
一
方
で
、
オ
ー
モ
ン
ド
が
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
世
界
を
広

げ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
確
か
に
彼
女
に
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の
観
点
に
立
て
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
父
と
は
対

照
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
で
論
じ
る
つ
も
り
だ
。

第
二
の
殺
害
は
、
オ
ー
モ
ン
ド
に
よ
る
ク
レ
イ
グ
殺
害
で
あ
る
。
父
が
死
に
、
駆
け
付
け
て
く
れ
た
ソ
フ
ィ
ア
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
旅
立
つ
前
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
ダ
ド
リ
ー
氏
の
も
の
で
あ
っ
た
田
舎
の
屋
敷
で
そ
の
殺
害
は
起
こ
っ

た
。
ダ
ド
リ
ー
氏
が
事
業
に
失
敗
し
、
そ
の
屋
敷
を
手
放
し
て
い
た
が
、
後
に
オ
ー
モ
ン
ド
が
ヘ
レ
ナ
に
買
い
与
え
、

ヘ
レ
ナ
の
死
後
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
田
舎
の
屋
敷
に
一
人
で
い
る
と
、
突
然

彼
女
の
前
に
現
れ
た
オ
ー
モ
ン
ド
は
怯
え
る
彼
女
の
前
に
、「
血
の
あ
と
も
傷
痕
も
な
い
」（226

）、「
埃
に
ま
み
れ
た
」

ク
レ
イ
グ
の
死
体
を
引
き
ず
っ
て
く
る
。
説
明
を
求
め
る
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
、「
オ
ー
モ
ン
ド
は
、
自
分
自
身
と
あ
な
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た
の
た
め
に
復
讐
す
る
と
言
わ
な
か
っ
た
か
。
あ
な
た
に
と
っ
て
も
私
に
と
っ
て
も
彼
は
泥
棒
だ
」（230

）
と
言
う
。

ク
レ
イ
グ
は
「
幼
い
頃
よ
り
悪
知
恵
と
略
奪
に
な
れ
親
し
ん
だ
男
」（230

）
で
あ
り
、「
極
度
の
貧
困
、
迫
害
の
恐
怖
、

絞
首
台
で
死
ぬ
恐
怖
に
急
き
立
て
ら
れ
れ
ば
、
殺
人
を
も
辞
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
」（230

）
と
オ
ー
モ
ン
ド
は
言
う
。

し
か
し
、
父
の
敵
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
が
復
讐
す
る
な
ら
納
得
で
き
る
と
し
て
も
、
オ
ー
モ
ン
ド
に
と
っ

て
、
復
讐
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
何
も
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ク
レ
イ
グ
を
焚
き
付
け
て
ダ
ド
リ
ー
氏
殺
人
に
向
か
わ
せ
た
張
本
人
が
オ
ー
モ
ン
ド
な
の
で
あ
る
。
そ
の

彼
に
と
っ
て
も
復
讐
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
オ
ー
モ
ン
ド
が
、
愛
す
る
女
性
と
同
化
し
、
彼
女
に
な
り
か
わ
っ
て
復
讐
し

た
と
い
う
妄
想
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
あ
な
た
の
た
め
に
な
ら
、
彼
﹇
ク
レ
イ
グ
﹈
の
命
を
奪
っ
て
も
よ
い
と

思
え
る
ほ
ど
の
恩
恵
を
、
私
は
あ
な
た
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
」（230

）
と
言
う
オ
ー
モ
ン
ド
に
対
し
、「
私
か

ら
ど
ん
な
恩
恵
を
受
け
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
ん
な
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
コ
ン
ス
タ
ン

シ
ア
は
即
座
に
否
定
し
て
い
て
、
こ
の
殺
人
を
正
当
化
す
る
動
機
は
、
少
な
く
と
も
彼
女
の
側
に
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、

彼
に
殺
人
を
正
当
化
し
て
く
れ
る
動
機
は
、
彼
の
頭
の
中
に
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
別
の
動
機
を
考
え
る
と

す
れ
ば
、
ダ
ド
リ
ー
氏
殺
害
の
罪
の
、
贖
罪
と
で
も
考
え
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
言
葉
は
見
つ

か
ら
な
い34
＊

。
ま
た
、
こ
の
殺
害
に
関
し
、
慣
用
的
な
表
現
と
は
い
え
、「
血
を
も
っ
て
罪
の
贖
い
を
さ
せ
る
」（230

）
と

あ
る
が
、
死
体
に
は
「
血
の
あ
と
も
傷
痕
も
な
か
っ
た
」
の
だ
か
ら
、
ほ
ん
の
数
ペ
ー
ジ
し
か
離
れ
て
い
な
い
記
述
に

し
て
は
、
説
得
力
に
欠
け
る35
＊

。
オ
ー
モ
ン
ド
の
偽
装
や
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
家
の
な
か
の
情
報
を
得
る
手
口
に
関
し
、

そ
れ
な
り
の
説
明
が
あ
る
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
こ
の
記
述
は
ず
い
ぶ
ん
と
謎
め
い
て
い
る
。
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第
三
の
殺
人
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
よ
る
オ
ー
モ
ン
ド
殺
害
で
あ
る
。
最
後
に
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
会
い
に
き
た

オ
ー
モ
ン
ド
は
、
ク
レ
イ
グ
の
遺
体
を
投
げ
出
し
、
殺
害
の
動
機
を
説
明
し
た
あ
と
、「
あ
な
た
は
私
が
二
枚
舌
だ
と
責

め
、
私
の
行
い
が
愚
か
な
、
も
し
く
は
犯
罪
的
な
も
の
だ
と
思
う
。
私
は
隠
蔽
す
る
理
由
を
述
べ
て
き
た
。
だ
が
そ
れ

で
も
あ
な
た
は
納
得
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
さ
あ
、
こ
れ
で
疑
い
も
晴
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
曖
昧
さ
は
消
え
る
だ

ろ
う
」（227
）
と
述
べ
、
障
害
と
な
る
ダ
ド
リ
ー
氏
殺
害
を
ク
レ
イ
グ
に
教
唆
し
、
結
果
的
に
共
通
の
敵
と
な
っ
た
ク
レ

イ
グ
に
復
讐
す
る
ま
で
至
っ
た
の
は
、「
愛
ゆ
え
だ
っ
た
」
と
説
明
す
る
。
し
か
し
彼
女
が
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
な

い
の
を
見
て
取
る
と
、
彼
女
の
殺
害
も
し
く
は
強
姦
、
つ
い
に
は
死
姦
さ
え
を
も
ほ
の
め
か
す
。「
曖
昧
さ
」
が
消
え
る

と
、
彼
は
単
な
る
暴
行
魔
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
の
か36
＊

。

「
あ
あ
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
。
こ
れ
は
実
際
、
序
幕
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
運
命
に
私
が
影
響
を
与
え
る
最

後
を
飾
る
場
面
の
ね
。
こ
の
場
面
が
終
わ
れ
ば
、
永
遠
に
あ
な
た
の
も
と
を
離
れ
る
と
誓
い
ま
し
た
。
あ
な
た
は

そ
れ
で
も
私
の
意
図
を
疑
う
の
で
す
か
。
あ
な
た
は
女
で
は
な
い
と
い
う
の
で
す
か
。
私
は
あ
な
た
の
愛
を
求
め
、

拒
ま
れ
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
あ
な
た
の
命
を
私
が
狙
っ
て
い
る
の
が
想
像
で
き
ま
す
か
。
私
の
愛
の
誓
い
は
誠
実
な
も
の
で
し
た
。
私
の
情

熱
は
熱
烈
で
偽
り
の
な
い
も
の
で
し
た
。
あ
な
た
が
女
と
し
て
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
贈
り
物
に
、
私
の
情
熱
が

威
厳
と
価
値
を
与
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
ず
っ
と
拒
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
贈
り
物
の
価
値
は
私
の
目
に
は
失
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
与
え
る
の
を
拒
ん
で
も
、
私
に
は
奪
い
取
る
力
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
私
は
来
た
の
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で
す
。
そ
の
目
的
を
果
た
し
た
ら
、
あ
な
た
を
自
由
の
身
に
戻
し
ま
し
ょ
う
」（233

）

彼
の
「
誠
実
な
」
愛
の
情
熱
に
と
っ
て
「
威
厳
と
価
値
を
」
持
っ
て
い
た
「
女
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
贈
り

物
」、
つ
ま
り
彼
女
の
体
は
今
で
も
価
値
が
あ
る
。
彼
女
が
拒
否
し
よ
う
が
奪
い
去
る
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
手
に

持
っ
て
い
た
「
懐
刀（penknife

）」
で
彼
と
対
決
し
よ
う
に
も
、「
彼
女
の
武
器
は
弱
々
し
い
手
か
ら
容
易
に
も
ぎ
取
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
」（234
）
と
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
女
は
自
害
を
決
意
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
「
命
よ
り
想
像
上
の
名

誉
」
を
重
ん
じ
る
彼
女
の
行
為
を
嘲
笑
い
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
自
殺
の
罪
を
背
負
い
、
臆
病
者
と
記
憶
に
烙
印
を
押

さ
れ
て
死
ぬ
か
、
い
つ
ま
で
も
至
福
を
感
じ
称
賛
さ
れ
て
生
き
る
か
。
ご
自
身
の
意
志
で
選
び
な
さ
い
。（
中
略
）
生
き

て
い
よ
う
と
死
ん
で
い
よ
う
と
、
私
の
目
に
う
つ
る
獲
物
は
私
の
も
の
だ
」（235

）
と
。
オ
ー
モ
ン
ド
は
、
彼
女
が
自
殺

し
た
後
で
も
、
彼
女
の
肉
体
を
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
言
葉
を
口
に
す
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ

ば
、
彼
の
「
誠
実
」
な
愛
情
と
は
単
な
る
肉
欲
と
支
配
欲
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る37
＊

。

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
が
懐
刀
で
「
や
け
く
そ
に
め
っ
た
や
た
ら
に
」（240

）
切
り
つ
け
、
そ
れ
が
オ
ー
モ
ン
ド
の
心
臓
を

貫
き
、
彼
は
死
ぬ
。
ソ
フ
ィ
ア
に
救
け
出
さ
れ
て
か
ら
こ
の
経
緯
は
語
ら
れ
る
。
だ
が
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
狂
人

と
化
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
オ
ー
モ
ン
ド
を
、
果
た
し
て
「
弱
々
し
い
手
」
に
よ
っ
て
殺
害
す
る
こ
と
は
可
能
だ

ろ
う
か
。
死
ぬ
直
前
、「
彼
は
ひ
ど
く
と
が
め
る
よ
う
な
顔
つ
き
を
し
て
み
せ
た
が
、
何
も
し
ゃ
べ
り
は
し
な
か
っ
た
」。

こ
の
記
述
に
、
彼
の
狂
気
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
死
ぬ
べ
く
し
て
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
印
象
を
読
者
に
与
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
長
々
と
三
つ
の
殺
人
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
殺
人
の
個
々
の
動
機
お
よ
び
方
法
に
関
し
、
十

分
に
納
得
の
い
く
説
明
が
、
語
り
手
の
ソ
フ
ィ
ア
、
ひ
い
て
は
作
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き

た
は
ず
だ
。「
理
性
的
」
で
あ
る
と
再
三
述
べ
ら
れ
、「
女
の
愚
か
さ
」（106

）
ゆ
え
に
ヘ
レ
ナ
を
馬
鹿
に
し
て
い
た
オ
ー

モ
ン
ド
が
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
出
会
い
、
彼
女
は
「
女
性
に
は
持
ち
得
な
い
と
思
っ
て
い
た
精
神
構
造
の
証
」
を
持
つ

と
わ
か
り
、「
女
性
の
中
傷
者
か
ら
熱
烈
な
賛
美
者
に
突
然
変
わ
り
」（131

）、
と
こ
ろ
が
そ
の
愛
が
報
い
ら
れ
な
い
と

わ
か
る
と
一
転
し
て
強
姦
魔
に
変
身
す
る
と
い
う
の
で
は
、
メ
イ
ル
・
シ
ョ
ウ
ビ
ニ
ス
ト
の
末
路
を
暗
示
す
る
カ
リ
カ

チ
ュ
ア
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
以
外
に
彼
の
「
理
性
」
と
狂
気
の
間
の
溝
を
う
め
る
説
明
を
見
出
す
の
は

難
し
い
。
し
か
し
、
オ
ー
モ
ン
ド
が
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
な
り
か
わ
り
、
ク
レ
イ
グ
に
よ
る
彼
女
の
父
の
殺
害
の
糸
を

引
き
、
次
い
で
犯
人
を
自
ら
の
手
で
処
罰
し
、
愛
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
た
め
に
殺
害
行
為
の
罰
を
引
き
受
け
、
彼

女
を
自
由
に
す
る
た
め
、
自
ら
の
死
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
た
と
い
う
筋
書
き
を
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。

動
機
お
よ
び
方
法
が
明
確
に
な
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
こ
の
三
つ
の
殺
人
事
件
が
起
こ
っ
た
と
い
う
事
実
こ
そ
重
要
で

あ
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
、
オ
ー
モ
ン
ド
が
結
果
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン

シ
ア
に
貢
献
し
た
、
彼
女
の
財
産
の
行
方
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

ダ
ド
リ
ー
氏
の
財
産
は
、
ク
レ
イ
グ
の
詐
欺
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
結
果
と
し
て
コ
ン
ス
タ

ン
シ
ア
の
手
に
戻
し
て
や
る
役
割
を
果
た
す
の
が
オ
ー
モ
ン
ド
だ
。
オ
ー
モ
ン
ド
は
、
ヘ
レ
ナ
と
愛
人
の
関
係
を
持
つ

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
契
約
の
条
項
に
」（143

）、「
自
発
的
に
」、「
こ
の
町
の
一
軒
の
家
と
家
具
の
独
占
権
」
を
与
え
、

さ
ら
に
は
、
パ
ー
ス
・
ア
ン
ボ
イ
の
近
く
の
、
後
に
ク
レ
イ
グ
と
オ
ー
モ
ン
ド
の
殺
害
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
田
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舎
の
隠
居
所
を
も
買
い
与
え
て
い
た
。
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
元
を
た
ど
れ
ば
ダ
ド
リ
ー
氏
の
所
有
物

で
あ
り
、
彼
が
自
ら
施
し
た
調
度
も
て
つ
か
ず
の
ま
ま
オ
ー
モ
ン
ド
の
、
さ
ら
に
は
ヘ
レ
ナ
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
家
は
ヘ
レ
ナ
の
死
後
、
彼
女
の
遺
言
に
よ
り
、
親
し
い
友
人
と
な
っ
て
い
た
コ
ン
ス

タ
ン
シ
ア
に
譲
ら
れ
た
の
で
あ
る
（144

）。

つ
ま
り
、
殺
人
は
、

ダ
ド
リ
ー
氏　

↑　
（
ク
レ
イ
グ
）　

↑　

オ
ー
モ
ン
ド　

↑　

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア

の
順
に
な
っ
て
お
り
、
財
産
は
、

ダ
ド
リ
ー
氏　

↓　
（
あ
る
人
）
↓　

オ
ー
モ
ン
ド　

↓　

ヘ
レ
ナ　

↓　

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア

の
順
で
動
い
て
い
る
。
殺
人
の
動
機
、
方
法
が
明
確
で
な
い
の
と
同
様
、
こ
の
財
産
の
動
き
に
関
し
て
も
、
か
な
り
無

理
な
設
定
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
、
財
産
が
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
手
に
渡
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
っ
た
と
見
な

す
こ
と
が
可
能
だ
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
仮
定
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
に
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
父
の
関
係
、
お
よ
び

二
人
の
人
物
設
定
が
大
き
な
鍵
を
握
る
。
ソ
フ
ィ
ア
に
よ
る
と
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
父
は
、「
お
そ
ら
く
他
の
人
だ
っ
た
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ら
、
彼
女
の
父
の
存
在
は
た
だ
障
害
と
困
惑
を
生
み
出
す
も
と
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
っ
た
だ
ろ
う
」（178

）
と
い

う
人
物
だ
。
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
は
「
こ
れ
ま
で
も
自
分
の
知
恵
で
生
き
て
き
て
、
こ
れ
か
ら
も
自
分
で
道
を
選
び
行
動

す
る
の
に
何
ら
困
難
も
障
害
も
な
か
っ
た
と
、
他
の
人
だ
っ
た
ら
思
う
だ
ろ
う
」
と
語
ら
れ
る
一
方
で
、「
父
の
存
在
は

彼
女
の
存
在
と
入
り
交
じ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
」、
父
の
死
に
よ
っ
て
、「
彼
女
の
存
在
の
虚
し
さ
と
わ
び
し
さ
が
、

堪
え
難
い
ほ
ど
に
膨
ら
ん
だ
」
と
言
え
る
ほ
ど
、
父
に
精
神
的
に
依
存
し
て
い
た
と
も
語
ら
れ
る
。
ソ
フ
ィ
ア
に
よ
る

と
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
は
「
不
屈
の
精
神
」
を
持
つ
と
繰
り
返
さ
れ
、
色
々
と
悩
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
心

を
決
め
る
と
迷
う
こ
と
な
く
行
動
す
る
女
性
と
し
て
、
終
始
一
貫
描
か
れ
て
い
る
。「
不
屈
の
精
神
」
を
持
っ
て
し
て

も
、
父
の
存
在
は
逃
れ
ら
れ
な
い
宿
命
な
の
だ
。

こ
の
作
品
で
、「
結
婚
」
の
主
題
は
様
々
な
形
で
提
出
さ
れ
、
ま
た
議
論
さ
れ
る
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
関
し
て
見

て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
不
幸
が
一
家
を
襲
う
前
、「
結
婚
は
永
遠
の
愛
情
と
服
従
の
誓
い
を
含
む
。
そ
れ
は
一
生

続
く
誓
約
で
あ
る
。
双
方
の
人
格
が
だ
ん
だ
ん
と
は
っ
き
り
し
て
い
く
の
に
十
分
な
時
間
を
か
け
ず
、
あ
ま
り
に
若
く

結
婚
し
結
ば
れ
る
こ
と
は
、
有
害
で
不
真
面
目
な
向
こ
う
見
ず
の
証
で
あ
る
」（18

）
と
彼
女
は
考
え
て
い
て
、
当
時
好

意
を
持
っ
て
い
た
若
者
が
い
た
が
、
同
じ
考
え
で
な
い
こ
と
を
知
り
、
親
に
反
対
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
結
婚
し
て

い
な
い
。
母
の
死
後
、
彼
女
は
父
の
「
慰
め
手
」（17
）
の
役
を
母
か
ら
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
彼
女
の
母
が
経
済
的

に
は
夫
に
庇
護
さ
れ
、「
慰
め
手
」
の
役
を
演
じ
て
い
た
の
と
は
違
い
、
彼
女
の
場
合
経
済
的
な
意
味
で
も
父
を
庇
護

し
、
そ
の
上
、
父
の
「
慰
め
手
」
も
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
反
対
す
る
父
の
「
偏
見
」（21

）
を
退
け
、

「
働
く
女
性
」
と
な
る
こ
と
を
選
ぶ
。
貧
困
に
喘
ぐ
時
期
、
偶
然
知
り
合
っ
た
男
が
求
婚
し
て
く
る
。
彼
は
謹
厳
実
直
な
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人
物
で
、
生
活
に
も
困
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
彼
女
の
「
時
間
と
金
と
労
力
の
見
事
な
節
約
」（68

）
が
、「
妻
に

備
わ
っ
て
い
る
べ
き
資
質
」
で
あ
る
点
の
み
を
評
価
し
、
彼
女
の
知
性
や
精
神
性
な
ど
問
題
と
し
な
い
。
彼
女
に
は
、

「
結
婚
し
て
妻
に
な
れ
ば
豊
か
に
な
る
の
は
わ
か
る
が
、
こ
の
人
と
の
場
合
、
結
婚
に
付
随
す
る
条
件
は
な
ん
と
屈
辱
的

な
こ
と
か
」（69

）
と
し
か
思
え
な
い
。「
娘
の
稼
ぎ
で
暮
ら
す
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
」（70

）
と
い
う
「
男
と
し
て
の
」

欠
点
を
持
つ
ダ
ド
リ
ー
氏
は
、「
結
婚
の
誓
い
な
ど
形
式
だ
け
で
意
味
な
ど
な
い
」（70

）
の
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
コ
ン
ス

タ
ン
シ
ア
に
結
婚
を
勧
め
る
。
し
か
し
彼
女
は
、「
他
人
の
所
有
物
」
に
な
り
、「
個
人
の
自
由
」
を
奪
わ
れ
る
く
ら
い

な
ら
、「
少
な
く
と
も
自
分
自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
」
生
き
て
い
く
方
が
潔
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
父
に
逆

ら
っ
て
男
の
申
し
出
を
断
る
。
彼
女
の
結
婚
観
は
、
慎
重
に
相
手
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
考
え
か
ら
出
発
し
た
が
、
こ

の
時
点
で
は
自
分
の
「
自
由
」
の
方
を
重
要
視
す
る
考
え
に
変
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
家
財
道
具
を
選
ぶ
よ
う
に
妻

を
選
ぶ
」（104

）
従
来
の
結
婚
観
に
照
ら
せ
ば
進
歩
的
な
オ
ー
モ
ン
ド
の
考
え
に
も
刺
激
さ
れ
、
結
婚
に
お
け
る
両
性
の

「
平
等
」（129

）
を
強
く
確
信
す
る
に
い
た
る38
＊

。

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
は
、
母
の
死
後
、
ダ
ド
リ
ー
氏
が
「
堕
落
し
た
欲
望
に
と
ら
わ
れ
、
下
品
に
も
酒
色
に
耽
り
、
酔

い
が
与
え
る
幸
福
に
し
が
み
つ
き
」（22

）、「
酔
っ
て
発
作
を
起
こ
し
大
騒
ぎ
し
、
暴
力
を
ふ
る
い
、
卑
劣
な
恥
辱
の
胸

は
り
さ
け
る
よ
う
な
場
面
」
を
演
じ
た
際
も
、「
慰
め
手
」
と
し
て
堪
え
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
な
結
婚
観
を
形
成
し
、「
女
性
に
は
持
ち
得
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
精
神
構
造
の
証
」
を
オ
ー
モ
ン
ド
に
認
め
ら
れ
る

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
彼
女
の
父
は
重
荷
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
思
え
て
く
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア

の
よ
う
な
者
が
「
父
の
奉
公
人
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
身
を
落
と
し
、
自
分
の
名
誉
を
あ
の
よ
う
な
哀
れ
な
男
の
た
め
に
犠
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牲
に
す
る
な
ど
あ
り
え
よ
う
か
」（112

）
と
い
う
オ
ー
モ
ン
ド
の
言
葉
は
正
し
い
だ
ろ
う
。
父
ゆ
ず
り
の
「
知
識
欲
」
と

向
上
心
を
持
つ
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
が
、
父
を
捨
て
ら
れ
な
い
「
天
使
の
よ
う
な
慰
め
手
」（50

）
を
演
じ
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
過
酷
な
運
命
だ
ろ
う
。

「
革
命
期
の
作
家
は
、
社
会
的
政
治
的
関
係
の
共
和
国
的
雛
型
と
し
て
、
父
権
的
支
配
に
対
置
し
、
愛
し
合
う
男
女
の

関
係
を
持
ち
あ
げ
た
」
と
い
う
見
解
も
あ
る
（L

ew
is 689

）。
し
か
し
、
す
べ
て
の
男
女
の
関
係
が
そ
の
雛
型
に
沿
う
わ

け
で
は
な
い
。
男
女
関
係
の
新
し
い
雛
型
の
提
示
が
あ
っ
た
の
も
事
実
か
も
し
れ
な
い
が
、
女
性
の
所
有
し
て
い
た
財

産
も
結
婚
し
て
し
ま
え
ば
す
べ
て
夫
の
管
理
す
る
も
の
と
な
り
、
妻
の
権
利
は
失
わ
れ
、「
妻
の
財
産
を
夫
が
支
配
す
る

力
は
『
結
婚
に
よ
る
家
族
の
強
い
絆
』
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
現
実
も
ま
た
一
方
で
存
在
す
る
。
娘
は
父
の
所

有
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
て
、
ゆ
え
に
「
共
和
国
の
理
論
家
」
に
と
っ
て
も
、
娘
が
家
族
の
意
向
に
従
わ
ず
、
妻
が

夫
に
逆
ら
う
こ
と
は
「
不
自
然
」
で
あ
っ
た
の
だ
（K

erber 120–40

）。
実
際
、
こ
の
作
品
に
も
、
貧
困
の
時
期
、
コ
ン

ス
タ
ン
シ
ア
た
ち
の
家
主
で
あ
っ
た
男
が
死
に
、
彼
の
財
産
で
あ
る
家
作
は
、
財
産
復
帰
権
（reversion

）
に
よ
っ
て
、

未
亡
人
で
は
な
く
甥
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
（41

）。
こ
の
作
品
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
視
点
が
ほ
と

ん
ど
入
り
込
ま
な
い
た
め
、
彼
女
の
真
意
を
つ
か
む
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
今
述
べ
た
時
代
背
景
を
考
え
れ
ば
、
コ
ン

ス
タ
ン
シ
ア
は
父
の
「
慰
め
手
」
を
や
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
時
代
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
コ

ン
ス
タ
ン
シ
ア
が
父
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
心
の
ど
こ
か
で
願
っ
た
と
し
て
も
、
誰
も
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。

殺
人
、
財
産
と
い
っ
た
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
に
は
、
矛
盾
、
対
立
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
矛
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盾
、
対
立
は
こ
の
作
品
の
構
造
で
あ
る
と
言
う
こ
と
す
ら
で
き
る
。「
人
間
の
心
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
進
歩
す

る
」（121

）
と
い
う
進
歩
思
想
の
先
駆
け
。
知
識
の
広
が
り
を
肯
定
す
る
考
え
に
支
え
ら
れ
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
世
界

が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
教
養
小
説
的
側
面
。「
不
吉
な
宿
命
が
あ
な
た
の
人
生
が
終
わ
る
ま
で
つ
き
ま
と
う
だ
ろ
う
」

（30

）
と
父
が
言
い
、
オ
ー
モ
ン
ド
も
同
様
の
予
言
を
述
べ
る
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
め
ぐ
る
宿
命
論
（214–15

）。
こ
う

い
っ
た
様
々
な
側
面
に
関
し
、
対
立
し
矛
盾
す
る
要
素
が
、
ソ
フ
ィ
ア
の
語
り
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
ソ
フ
ィ
ア
は
、
冒
頭
序
文
か
ら
オ
ー
モ
ン
ド
が
「
矛
盾
し
不
可
解
な
存
在
」
で
あ
り
、「
一
貫
し
た
語
り
か
ら
生
じ
る

利
点
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」（3

）
こ
と
を
強
調
し
、
読
者
の
興
味
を
、
オ
ー
モ
ン
ド
と
い
う
人
物
の
「
謎
」
へ
引
き
付
け

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
存
在
の
二
重
性
は
語
り
に

よ
っ
て
増
幅
さ
れ
、
矯
正
さ
れ
、
オ
ー
モ
ン
ド
と
い
う
不
可
思
議
な
存
在
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
。「
オ
ー
モ
ン
ド
は

狂
言
回
し
に
過
ぎ
な
い
」
と
本
論
の
冒
頭
で
述
べ
た
の
を
、
こ
こ
で
思
い
出
し
た
い
。
つ
ま
り
、
父
か
ら
の
解
放
と
、

結
婚
か
ら
の
解
放
と
い
う
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
願
望
を
隠
し
つ
つ
実
現
可
能
に
す
る
存
在
が
オ
ー
モ
ン
ド
な
の
で
あ

る
。『
ウ
ィ
ー
ラ
ン
ド
』
の
終
盤
、
語
り
手
ク
ラ
ラ
の
兄
ウ
ィ
ー
ラ
ン
ド
は
、
悲
劇
の
最
後
を
遂
げ
る
少
し
前
、
こ
の
物

語
の
「
悪
役
」
た
る
腹
話
術
師
カ
ー
ウ
ィ
ン
の
こ
と
を
指
し
て
妹
に
、「
あ
の
不
幸
な
男
に
対
し
て
も
公
正
で
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
あ
の
男
の
媒
介
（instrum

ent

）
と
し
て
の
仕
事
は
終
わ
っ
た
」（B

row
n, W

ieland 225

）
と
述
べ
て
い
る
が
、

カ
ー
ウ
ィ
ン
同
様
、
オ
ー
モ
ン
ド
も
「
媒
介
」
と
し
て
機
能
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
オ
ー
モ
ン
ド
を
こ

の
物
語
に
持
ち
込
む
こ
と
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
解
放
と
自
立
の
物
語
が
、
父
の
復
讐
の
物
語
と
い
う
「
偽
装
」
の

も
と
「
隠
蔽
」
さ
れ
て
提
出
さ
れ
た
と
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ39
＊

。
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解
放
の
先
に
あ
る
の
は
、「
テ
ク
ス
ト
の
提
示
の
仕
方
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
物
理
的
に

（physically

）
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
や
っ
て
来
て
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
守
り
手
と
な
る
」
と
シ
ャ
ピ
ロ
が
指
摘
す
る

ソ
フ
ィ
ア
の
存
在
だ（Shapiro, “In a French Position ” 363

）。
オ
ー
モ
ン
ド
は
父
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
守
っ
た
と
言

え
る
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
が
最
終
的
に
身
を
委
ね
る
の
は
ソ
フ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。
父
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
守

る
オ
ー
モ
ン
ド
と
い
う
構
図
は
、
オ
ー
モ
ン
ド
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
守
る
ソ
フ
ィ
ア
と
い
う
構
図
と
し
て
繰
り
返

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
物
語
を
ソ
フ
ィ
ア
が
語
る
。
こ
こ
に
女
性
同
士
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
暗
示
さ
れ

る
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
身
を
案
じ
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
単
身
乗
り
込
ん
で
き
た
ソ
フ
ィ
ア
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
見
つ

け
よ
う
と
手
を
尽
く
す
。
偶
然
が
幸
い
し
、
や
っ
と
再
会
で
き
た
二
人
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
ソ
フ
ィ
ア
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
。

続
く
三
日
間
は
、
目
眩
と
酩
酊
状
態
の
う
ち
に
過
ぎ
た
。
自
然
の
通
常
の
機
能
は
か
き
乱
さ
れ
た
。
睡
眠
へ
の
欲

求
も
食
欲
も
、
一
つ
の
情
熱
を
熱
烈
に
求
め
る
あ
ま
り
、
混
乱
し
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ど
の
瞬
間
も
、
お
互
い

を
見
つ
め
話
す
こ
と
が
魅
惑
的
な
活
動
と
な
っ
た
。
私
は
彼
女
の
そ
ば
を
離
れ
よ
う
と
せ
ず
、
食
事
を
取
り
眠
る

と
き
も
、
散
歩
し
思
い
に
ふ
け
り
書
を
読
む
と
き
も
腕
を
絡
ま
せ
、
彼
女
の
吐
く
息
が
私
の
頬
に
吹
き
つ
け
ら
れ

た
。（207

）
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こ
の
描
写
を
指
し
て
、
例
え
ば
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
誘
惑
物
語
の
感
傷
的
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

の
場
面
で
、
あ
の
よ
う
な
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
優
し
さ
を
読
者
は
求
め
て
は
い
な
い
」
と
書
く
の
で
あ
る
。
再
会
後
、

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
は
ソ
フ
ィ
ア
と
い
っ
た
ん
別
れ
、
田
舎
の
屋
敷
に
別
れ
を
告
げ
に
行
く
が
、
そ
こ
で
オ
ー
モ
ン
ド
と

遭
遇
す
る
。
オ
ー
モ
ン
ド
は
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
が
ソ
フ
ィ
ア
と
再
会
す
る
の
を
喜
ば
ず
、「
あ
な
た
た
ち
二
人
の
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
情
熱
の
効
果
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
新
顔
の
熱
狂
的
な
感
情
の
発
露
も
容
赦
の
な
い
助
言
も
目
撃

し
な
か
っ
た
」（212
）
と
、
女
性
二
人
の
再
会
を
表
現
す
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
再
会
し
、
色
々
と
話
す
過
程
で
オ
ー

モ
ン
ド
の
こ
と
を
聞
い
た
ソ
フ
ィ
ア
は
、「
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
の
仲
を
裂
く
こ
と
に
な
る
計
画
も
、
彼
女
の
愛
情
を
め

ぐ
っ
て
私
が
競
争
相
手
に
な
る
計
画
も
、
私
は
嫌
悪
を
抱
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」（308

）
と
思
う
。
ソ
フ
ィ
ア

の
そ
の
思
い
を
、
オ
ー
モ
ン
ド
の
今
の
言
葉
を
知
っ
て
か
ら
考
え
直
す
と
、
ソ
フ
ィ
ア
と
オ
ー
モ
ン
ド
の
二
人
は
、
明

ら
か
に
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
は
ず
だ
。
こ
れ
ま
で
も
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
パ
ラ
レ
ル
を
な

す
三
角
形
の
関
係
が
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、
あ
る
関
係
に
見
ら
れ
る
欲
望
は
、
パ
ラ
レ
ル
を
な
す
も
う
一
つ
の
関
係
に

も
暗
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
同
じ
構
図
を
用
い
て
、
ソ
フ
ィ
ア
の
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
対
す
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

欲
望
が
暗
示
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る40
＊

。

最
終
章
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
救
い
に
き
た
ソ
フ
ィ
ア
の
耳
に
し
た
言
葉
は
、「
こ
の
忌
ま
わ
し
い
牢
獄
か
ら
、
私
は

解
放
さ
れ
な
い
の
か
？
」（238

）
と
い
う
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
言
葉
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
手
に
よ
る

オ
ー
モ
ン
ド
殺
害
の
直
前
の
場
面
で
あ
る
が
、
彼
女
は
「
あ
る
悪
魔
が
扉
を
閉
鎖
し
て
し
ま
っ
た
」
の
で
、「
閉
じ
込
め

ら
れ
て
し
ま
っ
た（im

prisoned

）」。
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
人
生
を
考
え
て
み
る
と
、
自
分
の
意
志
を
通
す
べ
き
と
こ
ろ
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は
通
し
な
が
ら
も
、
父
が
酒
に
酔
い
暴
力
を
ふ
る
う
の
に
も
「
天
使
の
よ
う
な
慰
め
手
」
と
し
て
対
応
し
続
け
た
。
や
っ

と
そ
の
役
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
今
度
は
オ
ー
モ
ン
ド
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
強
姦
ま
で
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
彼
女
の
人

生
を
時
代
背
景
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、「
牢
獄
」
と
は
、
父
で
あ
り
、
結
婚
を
求
め
る
男
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
果
と

し
て
、
女
性
の
友
人
が
迎
え
に
き
て
く
れ
る
こ
と
で
彼
女
は
そ
の
牢
獄
か
ら
逃
れ
、
財
産
も
手
に
入
れ
る
と
い
う
大
団

円
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
財
産
を
手
に
入
れ
、
男
の
支
配
を
逃
れ
、
女
友
達
と
暮
ら
す
生
活
を
目
指
し
進
ん
で
い
く
。

自
立
に
必
要
な
経
済
的
基
盤
と
、
女
性
と
い
う
枠
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
結
婚
か
ら
の
解
放
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語

は
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
解
放
と
自
立
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
の
解
放
と
自
立
を
支
え
る
の
が
、
女
性
同
士
の
ホ
モ
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
物
語
は
女
性
が
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ェ
ダ
マ
ン
が
、

「
ソ
フ
ィ
ア
は
は
っ
き
り
と
、
二
人
の
情
熱
に
と
っ
て
性
器
的
な
可
能
性
は
重
要
で
は
な
い
と
言
い
た
い
よ
う
だ
」

（Faderm
an, Surpassing 115

）
と
言
う
。
確
か
に
、
二
人
が
夜
を
一
緒
に
過
ご
し
た
後
、「
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
私
の
間

で
交
わ
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
清
ら
か
で
道
徳
的
に
問
題
の
あ
る
こ
と
な
ど
、
何
も
思
い
出
す
こ
と
は

な
い
」（217

）
と
ソ
フ
ィ
ア
は
述
べ
て
い
る
が
、
今
ま
で
論
じ
て
来
た
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
情
熱
が
「
性
器
的
」
で
あ

る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
描
く
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
ー
モ
ン
ド
と
同
様
、
マ
ー
テ
ィ
ネ
ッ
ト
も
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
に
強
い
影
響
を
与
え
る
人
物

と
し
て
登
場
す
る
。
彼
女
は
男
装
し
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
参
加
す
る
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
人
物
で

あ
る
。
男
装
、
つ
ま
り
「
異
性
装
」
ゆ
え
に
「
よ
り
ア
ン
ド
ロ
ジ
ナ
ス
で
、
そ
れ
ゆ
え
よ
り
危
険
な
人
物
」（C

om
m

ent 

67

）
で
あ
る
。
フ
ェ
ダ
マ
ン
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
男
性
読
者
に
と
っ
て
、「
レ
ズ
ビ
ア
ン



第五章　チャールズ・ブロックデン・ブラウンの『オーモンド、あるいは秘密の目撃者』

167

関
係
の
は
か
な
さ
」
は
好
ま
れ
た
題
材
で
あ
り
（47

）、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
関
心
を
も
た
れ
た
題
材
で
あ
っ
た

（Faderm
an, Surpassing 38–46

）。
し
か
し
、
異
性
装
を
伴
う
女
性
同
士
の
関
係
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う

（47–61
）。
ア
メ
リ
カ
で
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
が
出
版
さ
れ
る
二
年
前
の
一
七
九
七
年
、
男
装
し
て
大
陸
軍
に
参
加
し
た

デ
ボ
ラ
・
サ
ン
プ
ソ
ン
の
伝
記
を
ハ
ー
マ
ン
・
マ
ン
が
匿
名
で
出
版
し
た
が
、
そ
の
中
で
女
性
と
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

な
関
係
が
描
か
れ
て
い
た
そ
う
だ
（K

atz 212–14; C
om

m
ent 68–69

）。
異
性
装
で
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
持
つ

こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
マ
ー
テ
ィ
ネ
ッ
ト
は
「
危
険
」
な
人
物
で
あ
る
た
め
、「
ソ
フ
ィ
ア
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
を
マ
ー

テ
ィ
ネ
ッ
ト
か
ら
遠
ざ
け
、
彼
女
を
取
り
締
ま
る
」。
し
か
し
、
オ
ー
モ
ン
ド
を
殺
害
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、

マ
ー
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
同
様
に
「
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
も
一
線
を
越
え
た
」
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
シ
ャ
ピ
ロ
は
論
じ

る
（Shapiro, “In a French Position ” 377

）。
い
ず
れ
に
し
ろ
、「
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
女
性
の
絆
は
、
男
性
優
位
と
支

配
に
対
し
、
明
ら
か
で
究
極
的
な
脅
威
を
表
す
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
の
意
見
は
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ

う
（72

）。
結
婚
を
媒
介
に
す
る
異
性
愛
至
上
主
義
に
対
し
て
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
は
強
い
否
定
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な

る
。ブ

ラ
ウ
ン
の
「
隠
蔽
」
の
物
語

『
オ
ー
モ
ン
ド
』
を
論
じ
る
際
、
主
題
の
共
通
す
る
『
ア
ル
ク
ィ
ン
』
へ
の
言
及
は
多
い
。
多
く
は
、
ア
ル
ク
ィ
ン
と

カ
ー
タ
ー
夫
人
の
対
話
を
二
人
の
間
の
論
戦
と
考
え
、
カ
ー
タ
ー
夫
人
の
進
歩
思
想
に
潜
む
保
守
性
を
指
摘
す
る
も
の



168

で
あ
る
（H

are 143–63; N
ye 281–87

）。
対
話
形
式
の
導
入
に
よ
っ
て
、
表
明
さ
れ
る
思
想
が
議
論
さ
れ
深
め
ら
れ
る
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
ブ
ラ
ウ
ン
の
真
意
が
つ
か
め
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る（D

avidson, “T
he M

atter ” 82

）。

し
か
し
、
対
話
形
式
に
注
目
す
る
と
、
も
う
一
つ
別
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。

『
ア
ル
ク
ィ
ン
』
で
、「
講
義
を
す
る
人
は
嫌
い
だ
。
私
に
意
見
を
言
う
機
会
を
与
え
な
い
人
の
話
を
聞
く
こ
と
に
は

何
の
利
点
も
な
い
。（
中
略
）
同
様
に
形
式
的
な
討
論
も
嫌
い
だ
」。
そ
れ
ゆ
え
「
対
話
（conversation

）」
が
よ
い
と
、

わ
ざ
わ
ざ
ア
ル
ク
ィ
ン
に
言
わ
せ
た
上
で
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
対
話
形
式
を
用
い
記
述
し
て
い
る
（B

row
n, A

lcuin 4–5

）。
対

話
を
す
る
二
人
そ
れ
ぞ
れ
に
革
新
性
と
保
守
性
を
持
た
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
の
保
守
性
を
攻
撃
す
る
形
式
な
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
感
情
移
入
し
て
読
む
た
め
、
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
沿
っ
て
作

品
を
読
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
物
の
枠
を
外
せ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
実
は
当
時
の
進
歩
思
想
を
紹
介
し

て
い
る
と
言
え
る
の
だ39
＊

。
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
テ
ク
ス
ト
は
教
え
な
く
て
も
、
当
時
の
議
論
の
あ
り
か
を
前
景
化
す
る
。

つ
ま
り
、
作
者
は
、「
対
話
」
と
い
う
虚
構
化
の
装
置
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
思
想
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
な

く
、
様
々
な
思
想
を
紹
介
し
て
み
せ
た
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
ソ
フ
ィ
ア
と
い
う
女
性
の
語
り
手
を
設
け
る
『
オ
ー

モ
ン
ド
』
の
場
合
は
、
ソ
フ
ィ
ア
と
オ
ー
モ
ン
ド
の
対
照
が
虚
構
化
の
装
置
と
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ポ
ー
ル
・
ウ
ィ
ザ
リ
ン
ト
ン
が
、『
ウ
ィ
ー
ラ
ン
ド
』
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
の
ま
ね
は
カ
ー
ウ
ィ
ン
の
も
う
一
つ
の
才
能
だ
が
、
現
実
を
模
倣
す
る
芸
術
家
の
能
力
を
表
す
。
ま
ね
る
相
手

と
自
分
が
一
緒
に
な
っ
て

―
カ
ー
ウ
ィ
ン
は
二
つ
を
分
け
る
こ
と
は
決
し
て
な
い

―
芸
術
家
に
つ
き
ま
と
う
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距
離（「
作
ら
れ
た
」
声
）と
感
情
移
入（
模
倣
す
る
こ
と
・
ミ
メ
シ
ス
）の
矛
盾
を
形
作
る
。（W

itherington 178–79

）

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
距
離
と
感
情
移
入
の
矛
盾
」
に
注
目
し
た
い
。『
ア
ル
ク
ィ
ン
』
が
進
歩
思
想
の
紹
介
に
な

り
う
る
よ
う
に
、『
オ
ー
モ
ン
ド
』
の
場
合
、
財
産
は
確
保
し
た
う
え
で
父
や
男
の
支
配
か
ら
自
由
に
な
る
コ
ン
ス
タ
ン

シ
ア
を
、
結
婚
と
い
う
制
度
へ
の
懐
疑
を
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
へ
の
可
能
性
を
、
さ
ら
に
は
異
性

装
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
越
境
を
、
読
者
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る41
＊

。
こ
れ
ら
の
物
語
を
、
オ
ー
モ
ン
ド
の
不
可

解
な
行
動
と
ソ
フ
ィ
ア
の
語
り
が
隠
そ
う
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
距
離
」
を
取
り
つ
つ
も
「
感

情
移
入
」
で
き
る
テ
ク
ス
ト
を
作
っ
た
。「
距
離
」
と
「
感
情
移
入
」
と
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
創
作
行
為
に
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
冒
頭
に
論
じ
た
ブ
ラ
ウ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
き
ま
と
う
「
隠
蔽
」
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
の
は
、
一
つ
に
は
作
家
と
し
て
の
創
作
論
と
関
わ
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
に

は
、
ブ
ラ
ウ
ン
個
人
の
事
情
も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
の
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
、「
物
語
作
者
で
あ
る
道
徳
家
に
と
っ
て
、
合
衆
国
は
新
し
く
ま
だ
踏
み
固
め
ら
れ

て
い
な
い
土
地
で
あ
る
」
を
含
む
、
習
作
「
ス
カ
イ
・
ウ
ォ
ー
ク
」
へ
の
広
告
の
中
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

に
対
す
る
考
え
が
見
ら
れ
る
。「
距
離
」
と
「
感
情
移
入
」
の
操
作
は
ブ
ラ
ウ
ン
の
創
作
論
の
根
幹
を
な
す
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

大
衆
小
説
に
価
値
は
あ
る
が
、
不
十
分
な
点
が
一
つ
あ
る
。
一
般
的
に
一
つ
の
読
者
層
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
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こ
と
だ
。（
中
略
）
世
界
を
支
配
す
る
の
は
馬
鹿
な
人
だ
け
で
は
な
く
、
高
ぶ
る
感
情
や
知
力
を
持
つ
人
も
い
る
。

（
中
略
）
好
奇
心
の
旺
盛
な
人
の
五
感
の
働
き
を
宙
ぶ
ら
り
ん
に
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
事
実
を
織
り
合
わ
せ
れ
ば
、

人
間
の
本
性
の
深
み
に
到
達
し
、
あ
ら
ゆ
る
深
遠
な
推
論
を
導
く
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。（
後
略
）（Q

td. in 

C
lark 160

）

テ
ク
ス
ト
に
描
き
込
ま
れ
る
様
々
な
物
語
が
、
絨
毯
の
下
絵
の
よ
う
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
こ
の
作

品
の
副
題
「
秘
密
の
目
撃
者
」
も
、
語
り
が
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
秘
密
を
目
撃
す
る
読
者
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

物
語
と
は
、「
明
快
さ
と
作
法
へ
と
」
向
か
う
「
話

フ
ェ
イ
ブ
ル

の
提
示
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
、「
秘
密
へ
、
秘
密
を
隠
蔽
す
る
歪
曲

へ
と
」
向
か
う
「
話
の
漸
進
的
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
「
二
つ
の
か
ら
み
合
っ
た
プ
ロ
セ
ス
の
所
産
」
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
フ
ラ
ン
ク
・
カ
ー
モ
ウ
ド
は
記
し
て
い
る
（
カ
ー
モ
ウ
ド

143
―
44
）。「
提
示
」
と
「
隠
蔽
」。

ブ
ラ
ウ
ン
は
、
こ
の
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
的
に
テ
ク
ス
ト
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ブ
ラ
ウ
ン
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ

ブ
ラ
ウ
ン
は
、
な
ぜ
「
距
離
」
と
「
感
情
移
入
」
に
こ
だ
わ
り
、「
隠
蔽
」
と
い
う
「
提
示
」
の
方
法
を
彼
の
作
品
に

持
ち
込
む
の
か
。
こ
こ
に
は
ブ
ラ
ウ
ン
個
人
の
事
情
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
自
身
、
フ
レ
ン
ド
派
の
ラ
テ

ン
語
学
校
を
卒
業
し
、
法
律
家
を
目
指
し
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
法
律
学
校
に
進
む
が
、
文
学
へ
の
強
い
関
心
か
ら
友
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人
た
ち
と
文
芸
ク
ラ
ブ
を
作
っ
て
い
た
頃
、
彼
が
友
人
と
築
い
た
友
情
は
と
て
も
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
レ
ブ
・

ク
レ
イ
ン
が
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
伝
え
て
く
れ
る
（C

rain, A
m

erican Sym
pathy 53–97

）。
中
で
も
、
学
友
の
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ウ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
と
ブ
ラ
ウ
ン
は
、「
熱
心
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
の
理
想
を
信
じ
て

い
た
」
関
係
で
（66

）、
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
が
二
人
の
友
情
を
「
心
と
心
が
固
く
つ
な
が
っ
た
（locked

）」
と
別
の
友
人
に

報
告
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
に
向
け
た
手
紙
で
、「
友
情
は
お
そ
ら
く
恋
愛
よ
り
も
純
粋
だ
が
、
し
か
し
同
じ

よ
う
に
暴
力
的
だ
。
友
人
の
間
に
は
完
璧
な
気
質
の
類
似
が
存
在
す
る
。（
中
略
）
心
に
心
が
強
く
結
び
つ
く
（knit

）
に

違
い
な
い
。
ロ
マ
ン
ス
の
作
り
事
が
実
現
す
る
に
違
い
な
い

―
友
人
は
お
互
い
に
磁
力
の
よ
う
な
力
で
つ
な
が
る

（adhere

）
に
違
い
な
い
」
と
書
く
（Q
td. in C

rain, A
m

erican Sym
pathy 66–67

）。
さ
ら
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
二
人
の
間
の

愛
を
、「
昨
晩
、
あ
な
た
の
手
を
取
り
た
か
っ
た
」
と
か
、「
か
き
抱
き
た
い
気
持
ち
を
抑
え
ら
れ
な
い
」
と
表
現
す
る

ほ
ど
な
の
で
あ
る
（68

）。
友
に
寄
せ
る
強
い
気
持
ち
を
隠
喩
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
だ
け
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る

が
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
見
な
し
う
る
欲
望
を
、
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
に
抱
い
て
い
た
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
。

ま
た
、
父
は
あ
る
意
味
で
鬱
陶
し
い
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
（C

rain, A
m

erican Sym
pathy 107–08

）、
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア

の
願
望
は
ブ
ラ
ウ
ン
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ブ
ラ
ウ
ン
は
自
己
韜
晦
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
に
対
し
て
さ
え
語
る

こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
と
、
勝
手
に
思
い
込
む
よ
う
な
所
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。「
私
の
想
像
上
の
存
在
」
と
「
私
の
社

会
的
存
在
」
と
い
う
、「
二
重
の
内
的
存
在
を
私
は
意
識
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
（Q

td. in C
rain, A

m
erican 

Sym
pathy 77

）、「
距
離
と
感
情
移
入
の
矛
盾
」
は
ブ
ラ
ウ
ン
自
身
を
語
る
言
葉
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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作
家
と
し
て
立
つ
前
、
法
律
の
勉
強
を
し
て
い
た
ブ
ラ
ウ
ン
が
、
ど
う
に
も
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
そ

れ
を
家
族
に
も
友
人
に
も
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
と
き
、
親
友
の
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
に
宛
て
て
書
い
た
手

紙
に
あ
る
一
節
は
、
何
や
ら
意
味
深
だ
。

家
庭
的
な
平
和
と
い
う
柔
ら
か
な
胸
に
、
家
庭
を
守
る
神
々
へ
の
崇
拝
に
、
真
実
の
知
恵
と
純
粋
な
信
心
は
宿
る
。

妻
と
子
ど
も
た
ち
、
こ
の
尊
い
祝
福
を
私
は
宿
命
に
よ
り
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
私
の
友
人
に
は
そ
の
祝

福
の
あ
ら
ん
こ
と
を
。
こ
れ
以
上
愛
の
こ
も
っ
た
願
い
を
持
つ
こ
と
は
、
友
情
に
は
不
可
能
で
あ
る
。（Q

td. in 

C
lark 35

）

こ
の
手
紙
に
関
し
、「
未
婚
の
芸
術
家
の
人
生
は
、
結
婚
し
た
立
身
出
世
主
義
者
の
人
生
と
同
じ
価
値
を
持
つ
と
言
明
す

る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
」
ブ
ラ
ウ
ン
の
心
境
を
表
す
と
、
ク
レ
イ
ン
は
論
じ
る
（C

rain, A
m

erican Sym
pathy 83

）。
そ

の
よ
う
に
自
己
韜
晦
し
、
迷
え
る
ブ
ラ
ウ
ン
を
救
っ
た
の
も
ま
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。

エ
リ
ヒ
ュ
ー
・
ハ
バ
ー
ド
・
ス
ミ
ス
と
の
関
係
で
あ
る
。
彼
と
出
会
い
、
そ
し
て
彼
と
の
間
で
持
っ
た
深
い
友
情
関
係

は
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
作
家
と
し
て
立
つ
自
信
を
与
え
た
。「
ブ
ラ
ウ
ン
の
芸
術
は
友
情
か
ら
育
っ
た
の
だ
」（96

）。

ブ
ラ
ウ
ン
の
主
な
作
品
は
、
ス
ミ
ス
の
死
後
、
そ
し
て
後
、
一
八
〇
四
年
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
女
性
、
エ
リ
ザ

ベ
ス
・
リ
ン
と
出
会
う
一
八
〇
〇
年
十
一
月
以
前
の
間
に
書
か
れ
て
い
る
（C

lark 197; C
rain, A

m
erican Synpathy 91

）。

ブ
ラ
ウ
ン
が
小
説
家
と
し
て
最
後
の
作
品
と
な
っ
た
『
ジ
ェ
ー
ン
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
』
を
出
版
し
た
の
が
一
八
〇
一
年
十
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二
月
。
未
完
の
『
カ
ー
ウ
ィ
ン
、
腹
話
術
師
』
は
一
八
〇
三
年
か
ら
一
八
〇
五
年
に
雑
誌
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
事
情
を
考
え
る
と
、
ブ
ラ
ウ
ン
自
身
が
抱
く
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
、
彼
の
創
作
行
為
と
強
く
結
び
つ
い
て

い
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
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第
六
章

ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
タ
イ
ピ
ー

―
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
生
活
覗
き
見
』

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
の
ゆ
く
え

異
国
情
緒
と
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

前
章
で
『
オ
ー
モ
ン
ド
』
を
論
じ
た
際
、
女
性
同
士
の
愛
情
を
描
く
作
品
に
は
、
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け

て
イ
ギ
リ
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
関
心
で
読
ま
れ
た
作
品
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。『
オ
ー
モ
ン

ド
』
の
語
り
手
は
、
女
性
二
人
の
関
係
に
と
っ
て
「
性
器
的
な
可
能
性
は
重
要
で
は
な
い
」
と
言
い
た
い
よ
う
だ
と
リ

リ
ア
ン
・
フ
ェ
ダ
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
の
を
前
章
で
紹
介
し
た
（Faderm

an, Surpassing 115

）。
そ
の
こ
と
か
ら
類
推
し

て
も
、
発
表
当
時
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
に
読
ま
れ
た
可
能
性
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
異
性
愛
規
範
を
拒
絶
す

る
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
物
語
に
共
感
す
る
女
性
読
者
が
多
か
っ
た
の
で
は
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ハ
ー
マ
ン
・

メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
タ
イ
ピ
ー
』
は
、
逆
の
意
味
で
と
て
も
興
味
深
い
事
例
と
な
る
。
男
女
の
間
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
描

写
を
求
め
る
読
者
に
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
関
心
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
計
算
し
た
上
で
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
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を
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て
行
く
と
、『
タ
イ
ピ
ー
』
も
、
当
時
の
異
性
愛
規

範
に
対
し
て
強
い
懐
疑
を
示
す
作
品
と
言
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
と
言
え
ば
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
モ
ー
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
』
に
は
、
強
烈
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
想
像
を
喚
起
す
る
場
面
が
あ
る
。
第
九
十
四
章
、「
握
手
」
に
お
け
る
、
鯨
油
（sperm

）
圧
搾
の
場
面
だ
。「
圧
搾
！

圧
搾
！

圧
搾
！

午
前
中
ず
っ
と
。
鯨
油
を
絞
る
う
ち
に
、
つ
い
に
は
自
分
が
そ
の
中
に
溶
け
込
み
そ
う
に
な
っ
た
」

と
始
ま
る
、
鯨
油
の
入
っ
た
大
き
な
桶
の
な
か
で
、
鯨
油
の
塊
を
も
み
つ
ぶ
す
作
業
の
描
写
で
あ
る
。「
鯨
油
を
絞
る
う

ち
に
、
つ
い
に
は
奇
妙
な
狂
気
に
包
ま
れ
た
。
柔
ら
か
い
玉
と
仲
間
の
手
を
間
違
え
て
、
気
が
つ
く
と
手
を
ぎ
ゅ
っ
と

握
り
し
め
て
い
る
。
こ
の
作
業
が
溢
れ
る
よ
う
な
愛
情
の
こ
も
っ
た
、
好
意
に
満
ち
た
優
し
い
気
持
ち
を
生
み
出
し
、

私
は
つ
い
に
、
ず
っ
と
仲
間
の
手
を
握
り
締
め
、
彼
ら
の
目
を
感
傷
的
に
見
つ
め
る
」
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
語
り
手

イ
シ
ュ
メ
ル
は
、「
さ
あ
、
み
ん
な
の
手
を
握
り
締
め
よ
う
。
い
や
、
自
分
自
身
を
絞
り
出
し
お
互
い
に
混
ぜ
合
い
、
誰

も
彼
も
自
分
自
身
を
絞
り
出
し
、
優
し
さ
と
い
う
ミ
ル
ク
で
あ
る
鯨
油
と
な
ろ
う
」（M

elville, M
oby-D

ick 601

）。
ス

パ
ー
ム
に
は
精
液
と
い
う
意
味
も
あ
る
た
め
、
こ
の
場
面
は
露
骨
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
読
み
を
誘
う
。
レ
ス
リ
ー
・

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
こ
の
場
面
を
紹
介
し
、「
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
で
、
き
ま
り
の
悪
い
ほ
ど
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
」

（Fiedler, L
ove and D

eath 371

）
と
述
べ
、
ま
た
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ネ
ッ
ド
・
カ
ッ
ツ
の
『
ゲ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ヒ
ス
ト

リ
ー

―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
』
で
も
、
こ
の
場
面
は
「
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
文
学
で
男

性
同
士
の
親
密
な
関
係
を
、
も
っ
と
も
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
に
表
す
場
面
の
一
つ
で
あ
る
」（K

atz 474

）
と
紹
介
し
て
い
る
。

レ
ス
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
『
モ
ー
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
』
を
、「
無
邪
気
な
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
ア
メ
リ
カ
特
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有
の
形
式
で
書
か
れ
た
」「
愛
の
物
語
」（370

）と
定
義
す
る
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
K
・
マ
ー
テ
ィ
ン
の
『
ヒ
ー
ロ
ー
、
キ
ャ

プ
テ
ン
、
そ
し
て
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
』（
一
九
八
六
年
）
以
降
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
同
性
間
の
欲
望
の
描
写
に
、「
無
邪
気
」

と
は
呼
べ
な
い
要
素
を
積
極
的
に
見
出
す
批
評
が
多
く
な
っ
て
い
る
。『
タ
イ
ピ
ー
』（
一
八
四
六
年
）
は
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の

小
説
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
が
、
異
国
情
緒
と
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
結
び
つ
け
る
ア
メ
リ
カ
の
ホ
モ
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
小
説
伝
統
を
考
え
る
上
で
、
と
て
も
興
味
深
い
作
品
な
の
で
あ
る
。

ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
関
心
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
計
算
し
て
書
い
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
点
は
ど
う
か
。『
タ
イ

ピ
ー
』
は
実
話
と
し
て
売
り
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
四
ヶ
月
の
滞
在
は
実
は
三
週
間
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
発
見
さ

れ
て
以
来
、
こ
の
作
品
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む
者
は
な
い

だ
ろ
う42
＊

。
だ
が
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
実
話
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た43
＊

。
当
時
、
西
洋
の
植
民
地
化
に
伴
い
、
様
々
な
土
地

へ
の
冒
険
旅
行
が
行
わ
れ
、
旅
行
記
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
旅
行
記
の
体
裁
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
単
に
販
売
上
の
戦
略
だ
け
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
版
の
出
版
の
際
、
出
版
社
に
宛
て
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
「
こ
の

本
は
大
衆
が
読
む
よ
う
に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
が
、
果

た
し
て
そ
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か44
＊

。

旅
行
記
と
い
う
も
の
は
、「
科
学
的
観
察
と
い
う
偽
装
の
下
」、「
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
、
性
的
コ
ー
ド
に
制
限
さ
れ
ず

に
異
国
の
地
を
覗
き
見
る
機
会
を
与
え
た
」（E

dw
ards 22

）
そ
う
だ
。
そ
し
て
ま
た
旅
行
記
は
、「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的

お
上
品
な
ポ
ル
ノ
の
一
形
態
」（M

artin, H
ero 18

）
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
文
学
に

関
し
て
言
え
ば
、
一
八
四
〇
年
代
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
出
版
さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
文
学
の
古
典
を
ご
く
限
ら
れ
た
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部
数
出
版
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
一
八
四
六
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
へ
イ
ン
ズ
が
『
フ
ァ
ニ
ー
・
ヒ
ル
』
出
版
で
当
て

た
資
金
を
元
に
、
ア
メ
リ
カ
産
の
ポ
ル
ノ
の
販
売
に
乗
り
出
し
た
。
し
か
し
南
北
戦
争
に
よ
っ
て
家
族
を
離
れ
た
多
数

の
男
性
が
生
み
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
市
場
は
ま
だ
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
（D

’E
m

ilio 131–32

）。
そ
の
点
を

考
え
る
と
、
旅
行
記
が
性
的
な
妄
想
に
訴
え
る
側
面
は
大
き
な
市
場
価
値
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
太
平
洋
へ
の
旅

行
記
に
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
イ
ナ
の
『
帆
船
航
海
記
』（
一
八
四
〇
年
）と
い
う
先
行
作
品
が
あ
り
、「
ホ
ー

プ
と
い
う
名
の
、
ハ
ワ
イ
人
の
特ア

イ

カ

ネ

別
な
友
人
と
デ
イ
ナ
の
友
情
は
、
異
文
化
間
に
お
け
る
自
己
探
求
と
い
う
主
題
を
紹

介
す
る
」（M

artin, “A
m

erican L
iterature ” 28

）
も
の
で
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
レ
ン
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド

ら
に
影
響
を
与
え
た
そ
う
だ
。
ま
た
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
時
代
、「
南
太
平
洋
諸
島
の
未
開
人
は
食
人
と
乱
交
で
悪
名
高

か
っ
た
」
そ
う
で
あ
る
（C

rain, “L
overs ” 28

）。
そ
う
い
っ
た
点
に
こ
そ
、
作
者
メ
ル
ヴ
ィ
ル
が
『
タ
イ
ピ
ー
』
を
「
実

話
」
と
し
て
の
旅
行
記
と
見
な
す
、
販
売
戦
略
上
以
外
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ポ
ル
ノ
の
要
素
が
、
欲
望
を
喚
起
す
る
側
と
欲
望
を
喚
起
さ
れ
る
側
の
支
配
関
係
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、

欲
望
を
持
つ
側
が
侵
略
者
で
、
欲
望
を
喚
起
す
る
側
が
被
侵
略
者
と
い
う
関
係
の
描
き
方
に
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
デ
ィ
ス

コ
ー
ス
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
ダ
グ
ラ
ス
・
ア
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
、
メ
ア
リ
ー
・
ル
イ
ー
ズ
・
プ
ラ
ッ
ト

の
「
見
る
男
（Seeing-m

an

）」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
旅
行
記
の
体
裁
を
取
る
こ
と
が
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
デ
ィ

ス
コ
ー
ス
と
重
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（Ivison 15–3

45
＊0

）。
ア
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
結
論
と
し
て
、「『
タ
イ
ピ
ー
』
が
タ
イ

ピ
ー
の
人
た
ち
の
謎
を
あ
ば
く
の
を
最
終
的
に
拒
否
し
て
い
る
の
は
、（
中
略
）
タ
イ
ピ
ー
の
人
た
ち
を
不
当
に
利
用
し
、

植
民
者
の
視
線
に
従
わ
せ
る
こ
と
へ
の
拒
否
で
あ
る
」（127

）
と
結
論
付
け
て
い
る
が
、
確
か
に
「
見
る
男
」
の
視
線
が
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問
題
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
視
線
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
は
、
本
論
で
も
問
題
に
し
た
い
点
で

あ
る
。

『
タ
イ
ピ
ー
』
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
求
め
る
異
性
愛
主
義
者
の
男
性
の
視
点
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
要
素
を

持
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
男
性
で
あ
る
植
民
者
と
女
性
と
し
て
の
現
地
人
と
の
、「
男
と
女
の
エ
ロ
ス
の
物
語
」
と
な
っ

て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
読
め
る
体
裁
を
持
つ
こ
と
が
、
こ
の
作
品
の
語
り
手
の
、
実
は
ホ
モ

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
を
覆
い
隠
す
偽
装
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
が
隠
さ
れ
て

提
示
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
隠
さ
れ
て
提
示
さ
れ
る
意
味
が
存
在
す
る
は
ず
だ
。
一
つ
に
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

欲
望
を
も
満
足
さ
せ
る
「
ポ
ル
ノ
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
可
能
性
だ
。
も
う
一
方
で
、
異
性
愛
主
義

に
対
す
る
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
強
い
懐
疑
が
提
示
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
を
考
え

て
み
た
い
。

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て

語
り
手
ト
ム
は
捕
鯨
船
ド
リ
ー
に
乗
り
込
む
。
船
上
で
六
ヶ
月
経
っ
た
時
点
で
、
そ
の
生
活
に
う
ん
ざ
り
し
、
水
夫

仲
間
の
ト
ビ
ー
と
共
謀
し
、
船
が
南
太
平
洋
、
マ
ル
ケ
サ
ス
諸
島
の
ヌ
ク
ヒ
ヴ
ァ
島
に
停
泊
し
、
島
へ
の
上
陸
許
可
が

お
り
た
機
会
を
利
用
し
、
ト
ム
と
ト
ビ
ー
は
船
を
脱
走
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
島
に
は
温
厚
な
ハ
パ
ー
族
と
食
人
種

タ
イ
ピ
ー
族
が
住
ん
で
い
る
ら
し
い
。
数
日
間
、
二
人
は
ヌ
ク
ヒ
ヴ
ァ
島
の
森
を
さ
ま
よ
う
が
、
食
料
も
な
く
、
ト
ム
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が
足
に
痛
み
を
感
じ
る
に
至
り
、
美
し
い
谷
が
あ
る
の
を
見
つ
け
る
と
、
そ
こ
に
降
り
て
い
く
決
心
を
す
る
。
若
い
男

女
に
出
会
い
、
つ
い
て
い
く
と
、
そ
こ
は
タ
イ
ピ
ー
族
の
集
落
で
あ
っ
た
。

島
で
の
生
活
が
始
ま
る
と
、
族
長
メ
ヘ
ヴ
ィ
に
よ
り
ト
ム
は
ト
モ
と
名
づ
け
ら
れ
、
マ
ル
へ
ヨ
ー
と
テ
ィ
ノ
ー
ル
、

二
人
の
息
子
コ
リ
・
コ
リ
、
そ
し
て
そ
の
家
族
と
同
居
し
て
い
る
女
性
の
一
人
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
を
含
む
女
性
た
ち
と

出
会
う
。
足
の
痛
み
が
癒
え
な
い
ト
モ
の
た
め
、
ト
ビ
ー
は
西
洋
薬
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
谷
を
出
て
い
く
。
し
か
し

ト
ビ
ー
は
戻
ら
ず
、
ト
モ
は
ひ
と
り
、
タ
イ
ピ
ー
族
と
の
生
活
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、
作
品
に
は
、
ト
モ

が
最
後
に
島
を
後
に
す
る
ま
で
の
間
、
彼
が
体
験
し
た
タ
イ
ピ
ー
族
と
の
生
活
が
描
き
出
さ
れ
る
。

タ
イ
ピ
ー
族
と
の
生
活
で
、
ま
ず
は
「
う
っ
と
り
と
す
る
ほ
ど
美
し
い
」
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
に
注
目
し
よ
う
。
彼
女

は
ト
モ
の
「
お
気
に
入
り
で
」（M

elville, Typee 85

）、「
タ
イ
ピ
ー
で
見
た
女
性
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
愛
ら
し
い
」

（87

）。
彼
女
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

の
び
の
び
し
て
し
な
や
か
な
彼
女
の
姿
は
、
女
性
の
優
美
な
美
し
さ
の
極
み
だ
っ
た
。
顔
色
は
深
く
赤
み
が
か
っ

た
オ
リ
ー
ヴ
色
で
、
頬
を
伝
う
汗
の
流
れ
を
見
て
い
る
と
、
透
き
通
っ
た
肌
の
下
に
か
す
か
な
朱
色
の
紅
潮
が
潜

ん
で
い
る
と
断
言
し
て
も
よ
い
。
少
女
の
顔
は
丸
い
卵
形
を
し
て
お
り
、
一
つ
ひ
と
つ
の
造
作
が
人
間
の
心
や
想

像
力
が
願
う
限
り
の
完
璧
な
形
を
し
て
い
た
。
微
笑
む
と
ふ
っ
く
ら
し
た
唇
か
ら
ま
ば
ゆ
い
ほ
ど
白
い
歯
が
の
ぞ

く
。
笑
っ
た
り
騒
い
だ
り
し
て
バ
ラ
色
の
口
が
開
く
と
、
谷
の
果
物
「
ア
ル
タ
」
の
、
乳
白
色
の
種
の
よ
う
に
見

え
た
。
そ
の
実
を
二
つ
に
割
る
と
、
真
っ
赤
で
み
ず
み
ず
し
い
果
肉
に
包
ま
れ
、
両
側
に
白
い
種
が
並
ん
で
い
る



180

の
で
あ
る
。（85

）

さ
ら
に
、
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
は
「
奇
妙
な
青
い
目
」
を
し
て
お
り
、
手
は
「
ど
ん
な
伯
爵
夫
人
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
柔

ら
か
く
繊
細
」
で
あ
っ
て
、
肌
は
油
を
塗
っ
て
い
る
た
め
「
滑
ら
か
で
柔
ら
か
い
」（86

）。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ェ
イ
ア

ウ
ェ
イ
の
描
写
は
女
性
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
印
象
を
与
え
る
が
、
い
わ
ゆ
る
女
性
の
身
体
的
特
徴
、
胸
や
腰

な
ど
の
描
写
が
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
西
洋
人
の
目
か
ら
見
て

違
和
感
の
な
い
女
性
と
し
て
、
い
や
む
し
ろ
西
洋
的
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
も
気
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
捕

囚
物
語
」
を
読
者
に
喚
起
す
る
可
能
性
を
狙
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
ト
モ
の
足
の
薬
を
求
め
て
ト
ビ
ー
が
集
落
を
後
に
し
、
ト
モ
ひ
と
り
の
、
タ
イ
ピ
ー
の
谷
で
の
生
活
が

始
ま
る
と
、
ト
モ
は
他
の
み
ん
な
か
ら
気
遣
わ
れ
る
存
在
と
な
る
。
象
徴
的
に
そ
れ
を
示
す
場
面
が
あ
る
。
美
し
い
フ
ェ

イ
ア
ウ
ェ
イ
を
は
じ
め
と
し
、「
魅
惑
的
な
ニ
ン
フ
の
柔
ら
か
な
手
で
」、「
全
身
に
か
ぐ
わ
し
い
油
を
塗
ら
れ
る
」（110

）

場
面
だ
。
病
の
治
ら
な
い
語
り
手
ト
モ
は
、
西
洋
的
な
美
し
さ
を
持
つ
女
性
の
、
女
性
的
な
柔
ら
か
い
手
で
全
身
に
油

を
塗
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
。
こ
の
場
面
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
と
読
む
読
者
が
い
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
言
う
な
ら
、
む
し
ろ
よ
く
引
用
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
モ
ダ
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
の
序

文
で
、
ロ
バ
ー
ト
・
サ
リ
ヴ
ァ
ン
が
引
き
合
い
に
出
し
、「
と
て
も
セ
ク
シ
ー
な
本
で
あ
る
」（Sullivan xiv

）
と
評
し
て

い
る
場
面
だ
。
身
に
着
け
て
い
た
タ
ッ
パ
と
い
う
布
を
帆
の
よ
う
に
広
げ
、
カ
ヌ
ー
の
船
首
に
裸
で
立
っ
た
フ
ェ
イ
ア

ウ
ェ
イ
が
、
自
ら
が
マ
ス
ト
と
な
っ
て
風
を
受
け
、
船
を
岸
ま
で
動
か
す
場
面
で
あ
る
（134

）。
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
の
裸
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体
が
、
あ
る
意
味
、
扇
情
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
帆
と
し
て
タ
ッ
パ
を
利
用
し
て
い
る
な
ら
、

カ
ヌ
ー
の
後
ろ
に
座
っ
て
い
る
ト
モ
に
は
帆
と
し
て
掲
げ
た
タ
ッ
パ
が
障
害
物
と
な
り
、
彼
女
の
裸
体
は
見
え
な
い
と

思
わ
れ
る46
＊

。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
を
代
表
す
る
君
主
制
国
家
と
未
開
の
島
の
出
会
い
は
、（
中
略
）
男
と
女
の
エ
ロ
ス
の
物
語
と
し

て
つ
む
ぎ
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」（
工
藤
16
）
と
、
工
藤
庸
子
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
序
説
』
の
中
で

書
い
て
い
る
。
ト
モ
と
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
の
関
係
を
示
す
記
述
だ
け
を
追
っ
て
い
く
と
、
確
か
に
西
洋
人
ト
モ
と
未
開

の
島
の
住
人
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
の
出
会
い
か
ら
別
離
の
物
語
は
、
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
を
象
徴
す
る
「
男
と
女
の
エ
ロ
ス

の
物
語
」
と
読
め
る
。「
も
っ
と
も
偉
大
な
首
長
」
メ
ヘ
ヴ
ィ
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
名
前
ト
モ
を
捨
て
、
ト
ム
に
戻
る
か

の
よ
う
に
タ
イ
ピ
ー
族
の
集
落
を
去
ろ
う
と
す
る
最
終
場
面
で
、
忠
実
な
僕
コ
リ
・
コ
リ
が
ト
モ
に
取
り
す
が
り
引
き

と
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
に
対
し
、「
哀
れ
な
、
い
と
し
い
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
は
私
に
す
が
り
つ
き
、
怒
っ
た
よ
う
に
す

す
り
泣
き
」、
別
れ
の
抱
擁
を
交
わ
す
。
そ
の
と
き
彼
女
は
「
悲
し
み
で
声
も
出
な
い
状
態
だ
っ
た
」（250

）
と
語
り
手

ト
ム
は
記
す
。
島
の
若
い
男
女
を
ガ
イ
ド
に
タ
イ
ピ
ー
の
谷
に
入
り
、
美
し
い
島
の
女
性
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
島
を
去

る
と
い
う
作
品
の
枠
組
み
は
、
工
藤
の
指
摘
す
る
「
男
と
女
の
エ
ロ
ス
の
物
語
」
と
捉
え
る
の
に
十
分
な
根
拠
を
与
え

て
お
り
、「
大
衆
が
読
む
よ
う
に
計
算
さ
れ
た
」
と
い
う
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
意
図
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
こ
の
作
品
に
描
き
込
ま
れ
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
は
、
そ
う
い
っ
た
異
性
愛
の
枠
組
み
に
収
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
男
と
女
の
エ
ロ
ス
の
物
語
の
背
後
に
、
男
と
男
の
「
エ
ロ
ス
の
物
語
」
を
潜
ま
せ
、
ど
ち
ら
の
意
味
に
お

い
て
も
ポ
ル
ノ
と
し
て
読
み
う
る
こ
と
を
狙
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
だ
。
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先
ほ
ど
述
べ
た
マ
ス
ト
の
件
に
関
し
て
、
伝
記
作
者
ロ
ー
リ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
＝

ロ
ラ
ン
ト
が
、
当
時
の
水
夫
の

隠
語
で
「
マ
ス
ト
」
は
肥
大
し
た
女
性
の
ク
リ
ト
リ
ス
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
、
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
の
ク
リ

ト
リ
ス
を
ペ
ニ
ス
に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
上
で
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
論
じ
て
い

る
（R

obertson-L
orant 110

）。
し
か
し
、
女
性
に
向
け
る
ト
モ
自
身
の
視
線
に
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
含
ま
せ
て
は

い
な
い
と
い
う
印
象
を
、
作
者
が
与
え
た
い
か
の
よ
う
に
思
え
る
箇
所
も
あ
る
。
例
え
ば
、
裸
同
然
の
女
性
だ
け
の
ダ

ン
ス
を
目
撃
す
る
場
面
だ
。
そ
の
な
ま
め
か
し
い
ダ
ン
ス
を
見
て
、「
私
自
身
の
よ
う
な
無
口
で
、
ま
じ
め
で
控
え
め
な

若
者
に
は
ち
ょ
っ
と
刺
激
が
強
す
ぎ
る
」（152

）
と
ト
モ
は
、
わ
ざ
わ
ざ
コ
メ
ン
ト
を
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
コ
メ
ン
ト

を
読
む
読
者
の
中
に
は
、「
ま
じ
め
で
控
え
め
な
若
者
」
で
あ
っ
て
も
こ
の
「
刺
激
」
に
そ
そ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
読
者

も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
が
、
ト
モ
が
「
タ
イ
」
と
い
う
独
身
者
の
住
処
で
過
ご
し
た
時
間
を
語
る

直
後
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ト
モ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
ダ
ン
ス
を
す
る
女
性
か
ら
の
刺

激
な
の
か
、
そ
れ
と
も
独
身
者
の
住
処
で
過
ご
し
た
時
間
な
の
か
と
問
う
て
み
る
と
よ
い
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
カ
ヌ
ー

の
場
面
に
関
し
、
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
の
裸
体
を
見
る
視
点
に
ト
モ
は
立
っ
て
い
な
い
と
述
べ
た
。
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
も

ト
モ
も
陸
に
目
を
向
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
見
る
視
点
に
立
つ
も
の
に
と
っ
て
の
裸
体
な
の
で
あ
り
、

「
男
女
の
エ
ロ
ス
」
が
刺
激
す
る
の
は
、
作
者
が
想
定
す
る
読
者
で
あ
っ
て
、
語
り
手
ト
モ
で
は
な
い
か
の
よ
う
だ
。
さ

ら
に
カ
ヌ
ー
で
遊
ん
だ
後
、
ト
モ
が
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
に
ド
レ
ス
を
作
り
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
あ
る
が
、
そ
の
ド
レ
ス

を
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
が
着
た
そ
の
日
、
後
ほ
ど
紹
介
す
る
マ
ル
ヌ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
る
。
女
性
の
エ
ロ
テ
ィ

シ
ズ
ム
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
が
ト
モ
の
語
り
の
中
心
に
な
い
こ
と
を
作
者
は
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
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よ
う
で
あ
る47
＊

。
で
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
示
す
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

コ
リ
・
コ
リ
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
に
と
っ
て
の
フ
ラ
イ
デ
イ
の
よ
う
に
、
ト
モ
の
忠
実
な
僕
で
あ
る
。

タ
イ
ピ
ー
族
の
住
む
谷
に
た
ど
り
着
く
直
前
か
ら
原
因
不
明
の
足
の
病
気
で
苦
し
み
、
歩
く
こ
と
の
で
き
な
い
ト
モ
を
、

ど
こ
へ
行
く
と
き
に
も
運
ん
で
く
れ
る
。
ま
る
で
「
つ
む
じ
曲
が
り
の
未
熟
な
子
ど
も
」（89

）
の
面
倒
を
み
る
よ
う
に
、

ト
モ
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
支
え
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
リ
・
コ
リ
が
ト
モ
に
対
し
て
示
す
感
情
に
は
、
明
ら
か
に
ホ
モ
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
情
が
含
ま
れ
て
い
る
。

先
ほ
ど
紹
介
し
た
香
油
塗
り
の
作
業
を
始
め
る
際
、
女
性
た
ち
は
コ
リ
・
コ
リ
を
追
い
払
う
。
し
か
し
彼
は
ほ
ん
の

少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
へ
移
動
す
る
だ
け
で
、
女
性
た
ち
の
作
業
を
「
非
常
に
嫉
妬
に
満
ち
た
眼
差
し
で
見
守
っ
て
い
た
」

（110

）。
コ
リ
・
コ
リ
の
嫉
妬
が
描
か
れ
る
こ
の
場
面
の
直
後
に
紹
介
さ
れ
る
場
面
は
意
味
あ
り
げ
だ
。
コ
リ
・
コ
リ
が

ト
モ
に
パ
イ
プ
を
渡
し
、
タ
バ
コ
に
火
を
つ
け
て
く
れ
る
場
面
で
あ
る
。
コ
リ
・
コ
リ
は
棒
を
こ
す
り
、
火
を
起
こ
す

の
だ
が
、
火
が
付
く
場
面
の
描
写
は
、
非
常
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
、
ま
る
で
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
本
章
の
冒
頭
で
、『
モ
ー
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
』
第
九
十
四
章
「
握
手
」
の
場
面
を
紹
介
し
た

が
、
ス
パ
ー
ム
を
絞
る
あ
の
場
面
が
喚
起
す
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る48
＊

。

そ
の
島
民
は
、
長
い
方
の
棒
を
、
一
方
の
端
を
四
十
五
度
持
ち
上
げ
て
斜
め
に
置
き
、
杖
に
ま
た
が
り
疾
走
す

る
少
年
の
よ
う
に
そ
の
上
に
ま
た
が
り
、
そ
れ
か
ら
短
い
方
の
棒
を
両
手
で
し
っ
か
り
と
つ
か
み
、
長
い
方
の
棒

の
数
イ
ン
チ
の
範
囲
で
短
い
方
の
棒
の
尖
っ
た
先
端
を
上
下
に
こ
す
り
つ
け
、
つ
い
に
そ
の
棒
に
細
い
溝
が
で
き
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た
。（
中
略
）

最
初
コ
リ
・
コ
リ
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
動
き
を
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
ペ
ー
ス
を
速
め
、
作
業
に
熱
中
し
て
い

き
、
煙
を
立
て
て
い
る
溝
に
沿
っ
て
棒
を
猛
烈
に
動
か
し
、
驚
く
よ
う
な
速
さ
で
前
後
に
両
手
を
動
か
し
、
す
べ

て
の
毛
穴
か
ら
汗
が
噴
き
出
し
た
。
彼
の
努
力
も
頂
点
に
達
す
る
と
、
息
せ
き
あ
え
ぎ
、
激
し
い
努
力
の
た
め
に

目
は
眼
窩
か
ら
飛
び
出
さ
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
。（111

）

『
タ
イ
ピ
ー
』
の
続
編
と
い
う
べ
き
『
オ
ム
ー
』
で
は
、
コ
リ
・
コ
リ
と
ト
モ
と
の
間
に
存
在
す
る
の
と
同
種
の
関
係

に
関
し
、
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
の
最
後
に
出
て
く
る
記
述
だ
。
語
り
手
が
ジ
ュ
ー
ル
号
に
救
わ
れ
、

水
夫
と
し
て
働
く
が
、
船
長
の
や
り
方
に
反
感
を
覚
え
仲
間
た
ち
と
反
乱
を
起
こ
し
タ
ヒ
チ
の
島
に
取
り
残
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
一
時
的
に
滞
在
し
た
島
で
の
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
人
々
が
持
つ
親
密
で
献
身
的
な
「
親

友
」
関
係
を
紹
介
し
、
彼
ら
の
間
の
「
過
度
の
友
情
」
は
「
ダ
モ
ン
と
ピ
ュ
テ
ィ
ア
ス
」
の
物
語
で
も
超
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
だ
と
記
し
て
い
る
。
語
り
手
に
よ
れ
ば
、
そ
の
友
情
関
係
は
「
タ
ヨ
」
と
呼
ば
れ
る
関
係
だ
（O

m
oo 

152

）。
ダ
モ
ン
と
ピ
ュ
テ
ィ
ア
ス
の
物
語
は
、
日
本
で
も
太
宰
治
の
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
元
と
な
っ
た
話
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
が
、
友
の
た
め
に
自
分
の
命
ま
で
も
差
し
出
す
男
の
友
情
物
語
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ソ
ロ
ー
が
日
記
に
「
ダ
モ
ン

と
ピ
ュ
テ
ィ
ア
ス
」
の
名
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
バ
ー
ン
・
フ
ォ
ー
ン
は
、
ソ
ロ
ー
が
そ
の
二
人
の
関
係
に

ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
（Fone, R

oad 47

）。
ま
た
、
多
少
時
代
が
下
る
が
、
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十
九
世
紀
末
に
書
か
れ
た
ア
ラ
ン
・
デ
ー
ル
作
『
零
度
以
下
の
結
婚
』（
一
八
九
五
年
）に
も
こ
の
表
現
が
登
場
す
る（D

ale 

94, 98, 105, 107, &
 166

）。『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ゲ
イ
・
ノ
ヴ
ェ
ル
』（
一
九
九
一
年
）
の
中
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
レ
ヴ
ィ

ン
が
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
含
む
も
の
と
し
て
出
版
さ
れ
た
最
初
の
作
品
」
と
定
義
づ
け
る
作

品
だ
（L

evin 9

）。
こ
の
初
期
の
ゲ
イ
小
説
で
は
、「
ダ
モ
ン
と
ピ
ュ
テ
ィ
ア
ス
」
と
い
う
言
葉
が
、
性
的
な
関
係
を
持
つ

同
性
の
カ
ッ
プ
ル
の
、
二
人
の
間
の
「
友
情
」
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る49
＊

。『
零
度
以
下
の
結
婚
』
の
場
合

は
と
も
か
く
、「
タ
ヨ
」
の
関
係
の
描
写
に
肉
体
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
友
情
の
対
象
で
あ
る
男
性
に

向
け
る
視
点
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
が
あ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
同
性
に
向
け
る
性
的
欲
望
が
介
在
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
は
可
能
だ
。『
タ
イ
ピ
ー
』
で
は
、
コ
リ
・
コ
リ
が
ト
モ
に
示
す
の
と
同
種
の
欲
望
を
、
ト
モ
自
身
も
抱
い
て
い
る

可
能
性
が
巧
妙
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
ト
モ
の
マ
ル
ヌ
ー
に
向
け
る
視
線
を
見
て
み
よ
う
。

マ
ル
ヌ
ー
は
タ
イ
ピ
ー
族
の
谷
に
や
っ
て
く
る
外
部
者
、
異
邦
人
で
あ
る
。
ま
ず
は
マ
ル
ヌ
ー
に
出
会
っ
た
と
き
の

ト
モ
の
反
応
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
タ
イ
ピ
ー
に
や
っ
て
き
た
マ
ル
ヌ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。

そ
の
客
人
は
二
十
五
歳
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
背
は
他
の
皆
よ
り
ち
ょ
っ
と
だ
け
高
か
っ
た
。
あ
と
髪

の
毛
一
本
分
で
も
背
が
高
い
な
ら
、
彼
の
肉
体
の
比
類
な
き
均
衡
が
損
な
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
裸
の
手
足
は
美

し
く
造
形
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
優
美
な
体
型
は
髭
の
な
い
頬
と
相
ま
っ
て
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
ア
ポ
ロ
像
と
称
さ

れ
る
名
誉
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
、
彼
の
卵
形
の
顔
と
均
整
の
と
れ
た
一
つ
ひ
と
つ
の
顔
の
造
作
は
、

古
代
の
胸
像
を
思
い
出
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
の
大
理
石
の
芸
術
作
品
の
眠
り
に
は
、
人
間
が
住
む
の
に
最
適
に
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発
達
し
た
自
然
の
も
と
、
太
平
洋
の
島
の
島
民
だ
け
に
見
ら
れ
る
生
き
生
き
と
し
た
温
か
い
表
情
が
備
わ
っ
て
い

た
。
マ
ル
ヌ
ー
の
豊
か
な
髪
は
褐
色
で
カ
ー
ル
し
、
こ
め
か
み
と
首
の
と
こ
ろ
で
巻
き
毛
が
か
ら
み
、
会
話
に
熱

中
し
て
い
る
と
き
、
上
下
に
揺
れ
た
。
頬
に
は
女
性
的
な
や
わ
ら
か
さ
が
あ
り
、
顔
に
は
タ
ト
ゥ
ー
の
傷
は
な
か
っ

た
。
た
だ
、
顔
以
外
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
風
変
わ
り
な
模
様
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
の
島
民
の
間
で
多
く
見

ら
れ
る
脈
絡
の
な
い
絵
柄
と
は
違
い
、
全
体
の
図
案
と
調
和
す
る
よ
う
形
作
ら
れ
て
い
た
。（135

）

マ
ル
ヌ
ー
は
コ
リ
・
コ
リ
と
は
違
い
、
ア
ポ
ロ
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
美
貌
の
持
ち
主
で
、
ど
こ
か
「
女
性
的
な
や
わ

ら
か
さ
」
を
持
ち
、「
顔
に
は
タ
ト
ゥ
ー
の
傷
が
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
理
想
は
男
性
で
、

古
典
的
な
頭
、
美
し
く
表
現
さ
れ
た
筋
肉
美
、
し
か
し
往
々
に
し
て
男
性
的
肉
体
を
和
ら
げ
る
両
性
具
有
的
特
性
を
有

し
て
い
る
」
と
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ハ
ヴ
ィ
ラ
ン
ド
・
ミ
ラ
ー
は
書
く
が
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
習
作
時
代
か
ら
ア
ポ
ロ
の
イ
メ
ー

ジ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
よ
う
だ（M

iller, M
elville 44–45

）。
ア
ポ
ロ
・
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
ル
の
石
膏
像
は
十
九
世
紀
に
よ
く

見
ら
れ
た
よ
う
な
の
で
（M

iller, M
elville 47

）、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
自
身
が
目
に
し
た
ア
ポ
ロ
像
に
理
想
を
見
出
し
た
可
能
性

も
あ
る
が
、
ケ
イ
レ
ブ
・
ク
レ
イ
ン
に
よ
る
と
、
十
九
世
紀
初
期
の
旅
行
記
に
、
南
太
平
洋
諸
島
の
住
民
の
肉
体
美
を

賞
賛
す
る
記
述
は
多
く
、
ア
ポ
ロ
・
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
ル
に
喩
え
る
表
現
も
一
八
一
七
年
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・

フ
ォ
ン
・
ラ
ン
グ
ス
ド
ル
フ
の
旅
行
記
に
見
ら
れ
る
た
め
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
独
創
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
影

響
を
受
け
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
（C

rain, “L
overs ” 28–30

）。
と
も
あ
れ
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ

イ
の
描
写
が
顔
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
の
と
比
較
す
る
と
、
マ
ル
ヌ
ー
の
描
写
は
肉
体
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
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が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ト
モ
は
マ
ル
ヌ
ー
の
「
外
見
の
特
性
」（136

）
に
惹
か
れ
、
彼
に
自
分
の
そ
ば
の
場
所
を
提
供
し
よ

う
と
す
る
。
し
か
し
彼
は
ト
モ
を
無
視
し
て
他
の
島
民
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、「
社
交
の
シ
ー

ズ
ン
の
、
美
と
力
を
誇
る
花
の
美
女
が
、
多
く
の
人
が
集
う
場
所
で
倣
慢
な
伊
達
男
に
知
ら
ん
顔
を
さ
れ
た
と
し
て
も
、

私
が
こ
の
予
期
し
な
か
っ
た
軽
視
に
憤
慨
し
た
以
上
の
憤
慨
を
覚
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」（136

）
と
、
自
分

の
気
持
ち
を
表
現
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
く
の
批
評
家
が
論
じ
て
い
る
が50
＊

、
ト
モ
が
自
分
を
「
美
女
」
と
喩
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
に
ト
モ
を
と
ら
れ
た
と
思
い
嫉
妬
す
る
コ
リ
・
コ
リ
に
は
、
ト
モ
に
対
す
る
ホ
モ
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
一
方
マ
ル
ヌ
ー
は
、
ト
モ
が
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
に
欲
望
を
感
じ
て
い
る
か
の

よ
う
に
話
が
流
れ
る
中
で
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
ト
モ
が
自
分
を
女
性
に
喩
え
、
嫉
妬
し
て
い
る
姿
が
示
さ
れ
る
の
だ
。

こ
の
二
つ
の
欲
望
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
と
、
コ
リ
・
コ
リ
の
嫉
妬
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
隠
さ
れ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
マ
ル
ヌ
ー
に
関
す
る
ト
モ
の
嫉
妬
に
も
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
隠
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
ヘ
の
親
愛
の
気
持
ち
と
結
果
的
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
も
、

そ
の
可
能
性
を
補
強
す
る
。
第
一
部
で
論
じ
た
、
三
角
形
を
な
す
関
係
の
連
鎖
を
利
用
し
て
、
そ
こ
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
欲
望
を
暗
示
す
る
方
法
が
、
こ
こ
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ト
モ
は
タ
イ
ピ
ー
族
の
肉
体
的
な
美
を
次
の
よ
う
に
賞
賛
す
る
。

島
民
た
ち
が
示
す
肉
体
的
な
力
強
さ
と
美
し
さ
に
、
私
は
特
に
強
い
印
象
を
受
け
た
。（
中
略
）
姿
の
美
し
さ
は
、
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今
ま
で
に
見
た
ど
ん
な
人
た
ち
よ
り
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
。（
中
略
）
し
か
し
彼
ら
の
肉
体
的
な
す
ば
ら
し
さ
は
、

単
に﹇
傷
と
い
う
﹈悪
い
点
が
な
い
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
の
仲
間
の
誰
を
と
っ
て
も
、
彫
刻
家
の
モ

デ
ル
と
思
わ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
。

島
民
た
ち
に
と
っ
て
衣
服
は
何
の
役
に
も
立
っ
て
お
ら
ず
、
自
然
の
ま
ま
の
、
裸
で
飾
ら
な
い
姿
を
思
い
出
す

と
き
、
我
が
国
の
人
が
集
ま
る
往
来
で
、
あ
の
申
し
分
な
い
姿
を
見
せ
び
ら
か
し
な
が
ら
歩
く
紳
士
や
ダ
ン
デ
ィ

た
ち
を
島
民
た
ち
と
つ
い
つ
い
比
較
し
て
し
ま
う
の
だ
。（
後
略
）（180–81

）

「
彫
刻
家
の
モ
デ
ル
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
前
に
述
べ
た
マ
ル
ヌ
ー
が
ア
ポ
ロ
に
喩
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す

こ
と
が
可
能
だ
。「
ダ
モ
ン
と
ピ
ュ
テ
ィ
ア
ス
」
が
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
由
来
す
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
彫
刻
を
思
わ
せ

る
言
葉
を
用
い
て
、
マ
ル
ヌ
ー
を
含
め
た
タ
イ
ピ
ー
の
男
性
の
美
し
さ
を
ト
モ
は
描
き
出
す
。
ト
モ
は
こ
の
後
に
続
け

て
、
様
々
な
先
達
が
マ
ル
ケ
サ
ス
諸
島
の
住
人
の
美
を
述
べ
る
言
葉
を
紹
介
し
、
男
性
の
肉
体
美
だ
け
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
今
引
用
し
た
第
二
十
五
章
の
冒
頭
で
ト
モ
が

賞
賛
す
る
の
は
男
性
の
「
肉
体
的
な
力
強
さ
と
美
し
さ
」
で
あ
り
、「
姿
の
美
し
さ
」
な
の
で
あ
る
。
ト
モ
は
マ
ル
ヌ
ー

の
裸
の
体
に
も
同
様
の
賞
賛
を
感
じ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
。

フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
を
め
ぐ
る
、
男
女
の
物
語
に
向
け
る
ト
モ
の
視
線
に
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
あ
ま
り
感
じ
ら

れ
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
ト
モ
の
男
性
に
向
け
る
視
線
に
は
、「
嫉
妬
」
と
い
う
言
葉
を
媒
介
に
し

て
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
存
在
す
る
可
能
性
を
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
。
同
性
へ
の
欲
望
を
秘
め
た
視
線
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は
、
こ
の
作
品
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
視
線
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
次

に
考
え
よ
う
。
問
題
と
な
る
の
は
「
独
身
」
と
い
う
言
葉
だ
。

独
身
者
の
視
線

ト
モ
の
語
り
は
色
々
な
点
で
曖
昧
だ
が
、
そ
の
曖
昧
性
は
タ
イ
ピ
ー
の
家
族
制
度
、
婚
姻
制
度
に
関
す
る
記
述
に
お

い
て
顕
著
で
あ
る
。
ト
モ
は
寡
婦
た
ち
の
ダ
ン
ス
を
目
撃
す
る
ま
で
、
タ
イ
ピ
ー
に
は
婚
姻
制
度
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
な
か
っ
た
と
言
い
、
そ
れ
に
続
け
て
、「
両
性
の
間
に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
愛
情
が
培
わ
れ
て
い
る
と
思
う
な
ら
と
も
か

く
、
夫
と
妻
の
間
の
神
聖
な
結
び
つ
き
が
あ
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
」（189

）
と
述
べ
て
い
る51
＊

。
彼
に
は
存
在
す

る
婚
姻
形
態
が
見
え
て
い
な
い
、
い
や
、
む
し
ろ
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
比
べ
「
タ
イ
」
と
呼
ば
れ

る
、
独
身
男
性
が
住
ま
う
場
所
に
は
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。

ト
モ
が
発
見
し
た
婚
姻
形
態
は
一
妻
多
夫
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
へ
の
言
及
は
、
メ
ヘ
ヴ
ィ
が
若
い
女
性
と
関
係
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
女
性
の
子
ど
も
が
メ
ヘ
ヴ
ィ
に
似
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
女
性
は
、

年
取
っ
た
女
性
と
若
い
男
性
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
。
メ
ヘ
ヴ
ィ
が
そ
の
若
い
男
女
二
人
と
一
緒
に
性
的
関
係
を
持
っ

て
い
る
の
を
見
た
こ
と
も
ト
モ
は
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
タ
イ
ピ
ー
で
の
一
妻
多
夫
制
を
概
説
す
る
が
、
ト
モ
に

よ
る
と
、
タ
イ
ピ
ー
の
一
妻
多
夫
制
は
、
ま
ず
若
い
女
性
が
若
い
男
性
に
言
い
寄
ら
れ
同
居
を
始
め
、
何
年
か
後
、
二

人
よ
り
も
年
長
の
男
性
が
言
い
寄
り
、
若
い
男
女
共
々
自
分
の
家
へ
行
き
、
そ
こ
で
三
人
で
暮
ら
す
と
い
う
。
つ
ま
り
、
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メ
ヘ
ヴ
ィ
と
若
い
男
女
の
三
人
が
婚
姻
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
概
説
を
読
む
と
多
く
の
点
で
疑
問
が
残
る
。
結
婚
し
た
若
い
女
性
と
メ
ヘ
ヴ
ィ
は
一
緒
に
暮
ら
し
て
お
ら
ず
、

女
性
が
住
む
家
も
彼
の
も
の
と
は
記
さ
れ
な
い
が
、
メ
ヘ
ヴ
ィ
は
例
外
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
女
性
が
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
る
年
取
っ
た
女
性
は
ど
う
い
う
血
縁
関
係
の
女
性
か
。
さ
ら
に
、
家
族
の
血
縁
関
係
が
わ
か
ら
な
い
と

い
う
点
で
言
え
ば
、
ト
モ
が
居
住
し
て
い
る
コ
リ
・
コ
リ
の
家
の
家
族
構
成
も
明
確
で
は
な
い
。
マ
ル
へ
ヨ
ー
が
コ
リ
・

コ
リ
の
父
で
、
テ
ィ
ノ
ー
ル
が
母
で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
が
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り

で
同
居
し
て
い
る
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
想
像
で
き
る
の
は
、
コ
リ
・
コ
リ
の
若
い
妻
で
あ
る
か
、
コ
リ
・
コ
リ

の
姉
も
し
く
は
妹
で
あ
る
可
能
性
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
す
る
と
、
マ
ル
へ
ヨ
ー
か
テ
ィ
ノ
ー
ル
の
血
縁
者
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
コ
リ
・
コ
リ
の
妻
で
あ
る
な
ら
、
一
妻
多
夫
制
の
説
明
を
し
た
段
階
で
ト
モ
が
報
告
し
て

も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
大
家
族
制
の
よ
う
に
見
え
る
コ
リ
・
コ
リ
の
家
族
と
、
概
説
し
た
一
妻
多
夫
の

家
族
と
の
間
に
は
整
合
性
が
見
出
せ
な
い
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ェ
イ
ス
も
言
う
よ
う
に
、「
こ
れ
ら
の
人
々
の
血
縁
関
係

は
曖
昧
な
の
で
あ
る
」（C

hase 10

）。
考
え
て
み
れ
ば
、
親
子
関
係
や
婚
姻
関
係
が
記
さ
れ
る
人
物
は
、
コ
リ
・
コ
リ
と

メ
ヘ
ヴ
ィ
だ
け
な
の
だ
。

ト
モ
の
観
察
が
曖
昧
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
観
察
を
支
え
る
視
点
に
原
因
が
あ
る
は
ず
だ
。
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
の
家

族
関
係
、
血
縁
関
係
を
示
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
に
お
け
る
彼
女
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
る
。
メ
ヘ
ヴ
ィ
が
例

外
と
い
う
の
な
ら
、
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
例
外
と
見
る
視
線
が
存
在
す
る
は
ず
だ
。
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
を
、
婚
姻
制
度
や
家
族

制
度
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
孤
児
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
例
外
と
見
な
す
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な
ら
、
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
「
ど
う
し
て
も
結
婚
し
な
い
男（con

 rm
ed bachelor

）」（189

）
と
思
っ
て
い
た
と
述
べ
た
上
で
、

メ
ヘ
ヴ
ィ
の
よ
う
な
者
に
「
家
族
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
自
分
を
恥
じ
た
に
違
い
な
い
。
家
庭
の
こ
と
で
わ
ず
ら
わ
し

い
思
い
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
私
は
確
信
し
て
い
る
」（189

）
と
記
す
ト
モ
の
視
線
が
問
題
と
な
る
は
ず
だ
。「
男

と
女
の
物
語
」
を
装
い
な
が
ら
、「
独
身
者
」
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
特
別
視
す
る
視
線
が
存
在
す
る
。
島
の
文
化
を
眺
め
る
ト
モ

の
視
線
は
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
は
自
ら
を
メ
ヘ
ヴ
ィ
と
同
一
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

タ
イ
ピ
ー
を
観
察
し
て
ト
モ
は
「
す
べ
て
の
も
の
に
不
可
思
議
な
『
タ
ブ
ー
』
が
存
在
す
る
」（221

）
と
言
う
よ
う

に
、
タ
ブ
ー
は
タ
イ
ピ
ー
に
お
い
て
「
注
目
す
べ
き
シ
ス
テ
ム
」（221

）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
に
は
「
不
可
思
議
」
な

の
で
あ
る
か
ら
、「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
は
い
て
も
、
ト
モ
自
身
に
は
シ
ス
テ
ム
の
全
貌
は
見
え
て
い

な
い
。
し
か
し
様
々
な
タ
ブ
ー
を
見
て
い
く
と
、
確
か
に
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
ト
モ

自
身
が
意
識
的
に
は
言
語
化
し
て
い
な
い
も
の
が
、
ト
モ
の
視
線
に
よ
り
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

タ
イ
ピ
ー
の
谷
の
大
通
り
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
「
タ
ブ
ー
・
グ
ロ
ー
ブ
」
が
あ
る
。
そ
こ
は

「
タ
ブ
ー
」
の
厳
密
な
勅
令
に
よ
り
、
女
性
が
そ
の
敷
地
内
に
入
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
心
に

「
タ
イ
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
や
は
り
女
人
禁
制
の
タ
ブ
ー
が
あ
る
。
同
様
に
、
カ
ヌ
ー
は
女
性
が
乗
る
こ
と
を
禁
じ
ら

れ
た
乗
り
物
だ
。（
も
っ
と
も
例
外
も
あ
り
、
ト
モ
の
強
い
願
い
に
よ
り
、
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
が
ト
モ
と
一
緒
に
乗
る
許

可
が
メ
ヘ
ヴ
ィ
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
。）
ト
モ
が
う
っ
か
り
触
っ
て
し
ま
い
、
女
性
た
ち
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
は
、
女
性
だ
け
が
頭
に
か
ぶ
る
織
物
で
あ
る
。
そ
の
製
作
過
程
で
は
、
男
性
は
タ
ブ
ー
に
よ
り
排
除
さ
れ
て
い
る

（222

）。
こ
う
や
っ
て
列
挙
す
る
と
、
タ
ブ
ー
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
区
別
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
魚
も
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タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
が
（207

）、
取
れ
た
魚
は
ま
ず
「
タ
イ
」
の
住
人
に
届
け
ら
れ
、
彼
ら
が
公
平
に
分
配
す
る
。「
タ
イ
」

は
谷
の
戦
士
が
住
む
場
所
で
あ
り
、
谷
の
政
を
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
制
度
は
「
タ
イ
」
の
住
人

を
島
の
住
人
全
体
の
頂
点
に
掲
げ
る
制
度
で
も
あ
り
、
一
族
の
統
治
形
態
と
結
び
つ
い
て
い
る
。「
大
い
な
る
庇
護
を
受

け
る
個
人
も
『
タ
ブ
ー
』
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
」（140

）
と
あ
る
が
、
マ
ル
ヌ
ー
や
ト
モ
も
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
。
彼
ら
は

メ
ヘ
ヴ
ィ
が
特
別
と
認
め
る
存
在
な
の
だ
。

タ
ブ
ー
の
シ
ス
テ
ム
は
複
雑
に
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
頂
点
に
立
つ
の
は
「
タ
イ
」
で
あ
り
、「
タ
イ
」
の
住
人
で
あ

る
。
彼
ら
が
谷
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
は
「
幸
福
の
谷
」
と
な
る
。
ト
モ
は
タ
イ
ピ
ー
の
一
つ
の
特
徴
を
「
満

場
一
致
の
精
神
」（203

）
と
呼
び
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
こ
と
が
「
一
致
協
力
し
、
み
ん
な
仲
間
と
し
て
」
行
わ
れ
る
と

言
う
が
、
そ
れ
を
彼
は
「
こ
の
兄
弟
の
友
愛
の
（fraternal

）
感
情
」（203

）
と
呼
び
、
そ
れ
は
「
友
情
の
本
能
」（204

）

に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。「
幸
福
の
谷
」
の
幸
せ
の
背
後
に
ト
モ
は
こ
の
友
愛
を
見
る
の
だ
が
、
こ
の

「
兄
弟
の
友
愛
」
は
「
タ
イ
」
の
支
配
形
態
に
端
を
発
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
タ
イ
」
は
女
人
禁
制
の
「
も
っ
と
も
神
聖
な
」（91

）
場
所
で
あ
る
。「
ま
さ
に
愉
快
な
場
所
」（151

）
で
あ
り
、「
そ

こ
を
訪
れ
る
と
心
だ
け
で
な
く
体
に
も
よ
い
」（151
）。
し
か
も
「
女
性
の
侵
入
の
恐
れ
は
な
い
」（152

）
か
ら
「
戦
士

た
ち
も
大
い
に
浮
か
れ
騒
ぐ
こ
と
が
で
き
る
」（152

）
場
所
で
あ
る
。「
バ
チ
ェ
ラ
ー
ズ
・
ホ
ー
ル
」（157

）
と
も
言
う
べ

き
場
所
で
、「
何
人
か
の
名
高
い
首
長
の
永
久
の
居
所
」（157
）
で
あ
り
、
足
の
調
子
が
よ
く
な
っ
て
か
ら
ト
モ
は
「
毎

日
の
よ
う
に
タ
イ
の
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
訪
れ
て
い
た
」（157

）。
ト
モ
が
「
タ
イ
」
を
毎
日
の
よ
う
に
訪
れ
る
の
は
、
今
述
べ

た
よ
う
に
そ
こ
が
愉
快
な
場
所
で
あ
る
か
ら
だ
が
、
そ
こ
の
頂
点
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
、「
首
長
の
中
で
も
も
っ
と
も
偉
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大
な
人
物
」（187

）
で
あ
り
「
高
貴
な
野
蛮
人
」（189

）
で
あ
り
、「
王
」（188

）
と
ま
で
ト
モ
自
身
形
容
す
る
メ
ヘ
ヴ
ィ

が
い
た
か
ら
で
あ
る
。

当
初
よ
り
ト
モ
は
「
高
貴
な
」
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
て
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
形
容
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
首
長
の
中
で
も

も
っ
と
も
偉
大
な
人
物
」
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
以
来
、
ト
モ
は
メ
ヘ
ヴ
ィ
の
「
王
の
庇
護
」（187

）
を
受
け
て
い
る

こ
と
に
感
謝
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
お
祭
り
の
と
き
に
ト
モ
が
島
の
住
人
と
同
じ
よ
う
な
格
好
（
不
思
議
な
こ
と

に
女
性
の
格
好
と
同
じ
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
格
好
で
あ
る
）
を
す
る
と
メ
ヘ
ヴ
ィ
は
大
い
に
喜
び
（161

）、
祭
り
で
は
ト

モ
に
特
別
の
待
遇
を
与
え
、
ト
モ
自
身
そ
の
こ
と
で
非
常
に
満
足
を
感
じ
て
い
る
（165

）。
ト
モ
を
谷
の
「
タ
ブ
ー
」
で

あ
る
と
宣
告
し
た
の
も
メ
ヘ
ヴ
ィ
で
あ
り
（222

）、
そ
れ
が
ト
モ
の
谷
で
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
メ
ヘ

ヴ
ィ
を
「
ど
う
し
て
も
結
婚
し
な
い
男
」
と
信
じ
る
ト
モ
は
、
自
身
、
結
婚
す
る
意
思
の
な
い
男
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

メ
ヘ
ヴ
ィ
と
同
じ
視
点
に
立
つ
者
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ト
モ
の
視
線
の
先
に
は
男
性
の
肉
体
美
が

あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
納
得
が
行
く
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
予
感
さ
せ
る
「
独
身
者
」
へ
の
共

感
／
同
一
化
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
越
し
に
、
ト
モ
は
タ
イ
ピ
ー
を
見
て
い
た
わ
け
だ
。

し
か
し
、
最
初
に
タ
イ
を
訪
れ
た
際
に
ト
モ
が
抱
い
た
「
タ
イ
」
の
印
象
は
異
な
っ
て
い
た
。「
タ
イ
」
に
初
め
て

入
っ
た
ト
モ
が
目
に
し
た
の
は
「
四
、
五
人
の
忌
ま
わ
し
い
哀
れ
な
老
人
の
様
子
」（92

）
で
あ
り
、
ト
モ
は
そ
の
老
人

た
ち
の
姿
に
強
い
印
象
を
受
け
る
。
そ
の
老
人
た
ち
は
「
時
間
（tim

e

）
と
刺
青
（tattooing

）
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
性
を

消
し
去
っ
た
よ
う
に
思
え
る
」、「
よ
ぼ
よ
ぼ
の
姿
」（92

）
を
し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
老
人
た
ち
の
姿
で
も
っ
と
も

目
に
付
い
た
の
は
彼
ら
の
足
で
あ
り
、「
下
肢
は
す
っ
か
り
使
え
な
く
な
っ
て
い
た
」（93

）。
ト
モ
の
足
の
病
気
と
も
結
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び
つ
く
よ
う
な
こ
の
老
人
た
ち
の
姿
に
怯
え
て
い
る
と
き
、
他
の
「
タ
イ
」
の
住
人
の
踊
る
姿
も
「
お
び
た
だ
し
い
悪

魔
の
よ
う
に
」（93

）
彼
の
目
に
映
っ
て
い
た
。
し
か
し
ト
モ
は
こ
の
後
、
メ
ヘ
ヴ
ィ
と
親
し
く
な
っ
て
い
く
過
程
で
、

こ
の
と
き
の
恐
怖
を
忘
れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
「
ど
う
し
て
も
結
婚
し
な
い
人
」
と
見
な

し
て
い
く
過
程
と
軌
を
一
に
す
る
。
メ
ヘ
ヴ
ィ
を
独
身
者
と
規
定
し
、
自
ら
と
同
一
化
す
る
こ
と
で
見
え
る
「
タ
イ
」

の
印
象
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

タ
イ
ピ
ー
族
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
シ
ス
テ
ム
を
解
明
す
る
ヒ
ン
ト
が
実
は
あ
る
。
文
化
人
類
学
者
、
山
本
真
鳥

が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
境
界
線

―
ポ
リ
ネ
シ
ア
社
会
の
男
の
女
性
」
に
お
い
て
紹
介
し
て
い
る
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
サ
モ

ア
に
お
け
る
、「
フ
ァ
ア
フ
ァ
フ
ィ
ネ
」
と
呼
ば
れ
る
「
男マ

ン
・
ウ
ー
マ
ン

の
女
性
」
の
存
在
で
あ
る
（
山
本

187
―

202
）。「
フ
ァ
ア
フ
ァ

フ
ィ
ネ
」
は
同
性
愛
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
り
、「
フ
ァ
ア
フ
ァ
フ
ィ
ネ
」
と
し
て
生
活
す

る
。
興
味
深
い
の
は
、
サ
モ
ア
で
は
「
兄
弟
と
姉
妹
と
は
食
事
も
寝
所
も
異
な
り
」、「
結
婚
可
能
な
未
婚
の
男
女
が
、

む
や
み
に
同
席
す
る
こ
と
も
こ
れ
ま
た
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
が
、「
そ
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ

た
生
活
空
間
を
、
フ
ァ
ア
フ
ァ
フ
ィ
ネ
は
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」（
山
本

200
）
の
だ
そ
う
だ
。
作
品
に
描
か

れ
る
家
族
関
係
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
様
々
な
疑
問
が
生
じ
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
血
縁
関
係
は
曖
昧
で
あ
る
」
と
考

え
る
し
か
な
い
と
述
べ
た
。
ま
た
特
に
、
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
の
存
在
は
曖
昧
で
あ
る
こ
と
も
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
フ
ェ

イ
ア
ウ
ェ
イ
の
描
写
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
の
身
体
的
特
徴
を
描
写
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
フ
ェ

イ
ア
ウ
ェ
イ
が
フ
ァ
ア
フ
ァ
フ
ィ
ネ
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
フ
ェ
イ
ア
ウ
ェ
イ
が
フ
ァ
ア
フ
ァ
フ
ィ
ネ
で
あ

れ
ば
、
女
人
禁
制
の
カ
ヌ
ー
に
乗
っ
た
と
し
て
も
疑
問
に
思
う
必
要
は
な
く
な
る
の
だ
。
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ト
モ
に
は
タ
イ
ピ
ー
族
の
婚
姻
制
度
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
論
じ
た
。
そ
の
背
後
に
は
ト
モ
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
欲
望
が
存
在
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
独
身
者
と
し
て
の
視
線
を
タ
イ
ピ
ー
の
独
身
者
と
同
一
視
し
よ
う
と
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
て
き
た
。
な
ぜ
ト
モ
は
独
身
者
の
視
線
を
持
つ
の
か
。
ト
モ
は
婚
姻
制
度
を
忌
避
／
拒
否
す

る
視
点
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ト
ム
は
タ
イ
ピ
ー
と
、「
幸
福
の
谷
」（124

）
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で

の
生
活
は
「
自
己
満
足
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
よ
り
も
よ
ほ
ど
幸
せ
」（124

）
と
感
じ
る
ま
で
に
な
る
が
、
そ
こ
で
の
幸
せ

を
次
の
よ
う
に
述
べ
、
ト
ム
が
内
面
化
し
て
き
た
文
化
に
お
い
て
は
、
結
婚
が
男
女
の
不
幸
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
孤
立
し
た
幸
福
の
郷
に
は
、
怒
り
っ
ぽ
い
老
女
は
い
な
い
し
、
残
酷
な
継
母
も
、
し
な
び
た
未
婚
女
性
も
、

恋
に
悩
む
乙
女
も
、
不
機
嫌
な
老
い
た
独
身
男
性
も
、
怠
慢
な
夫
も
、
憂
鬱
な
若
い
男
性
も
、
お
い
お
い
泣
く
子

ど
も
も
、
大
声
で
わ
め
く
子
ど
も
も
い
な
い
の
だ
。（126

）

婚
姻
制
度
の
拒
否

メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
『
タ
イ
ピ
ー
』
出
版
に
際
し
、
作
品
に
書
か
れ
た
内
容
が
真
実
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
旅

行
記
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
旅
行
記
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
、
性
的
コ
ー
ド
に

制
限
さ
れ
ず
に
異
国
の
地
を
覗
き
見
る
機
会
を
与
え
た
」
一
種
の
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
お
上
品
な
ポ
ル
ノ
」
と
見
な
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す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
提
に
立
ち
、
作
品
を
「
男
女
の
エ
ロ
ス
の
物
語
」
と
偽
装
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の

偽
装
の
背
後
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲

望
は
、
語
り
手
の
独
身
者
の
視
線
の
共
有
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
最
後
に
、
語
り
手
の
視
線
は
婚
姻
制
度

の
忌
避
／
拒
否
か
ら
生
じ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、『
タ
イ
ピ
ー
』
は
「
大
衆
が
読
む

よ
う
に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
言
う
が
、「
大
衆
」
の
趣
味
に
訴
え
な
が
ら
、「
大
衆
」
に
と
っ

て
大
き
な
問
題
で
あ
る
婚
姻
制
度
の
転
覆
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
タ
イ
ピ
ー
、
タ

ブ
ー
、
タ
ト
ゥ
ー
、
タ
イ
と
頭
韻
を
踏
む
言
葉
が
『
タ
イ
ピ
ー
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
タ
ト
ゥ
ー
は
タ
ブ
ー

を
刻
印
す
る
も
の
で
あ
り
、
タ
ブ
ー
は
タ
イ
を
中
心
と
す
る
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
タ
イ
ピ
ー
の
幸
福
を

支
え
る
も
の
が
タ
イ
を
頂
点
と
す
る
兄
弟
の
友
愛
、
つ
ま
り
は
独
身
者
の
視
線
で
あ
っ
た
。
婚
姻
制
度
の
忌
避
／
拒
否

の
果
て
に
見
え
る
独
身
者
の
視
線
の
礼
賛
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
の
語
り
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
を
、
頭
韻
が
象
徴
的

に
示
し
て
い
る
。

作
品
の
最
後
、
ト
モ
が
ト
ム
に
戻
る
か
の
よ
う
に
、「
幸
福
の
谷
」
を
逃
げ
出
す
理
由
が
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
問
題
を
、
旅
行
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
必
然
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（Ivison 127

）。
ま
た
、

タ
ト
ゥ
ー
に
よ
る
刻
印
を
恐
れ
る
西
洋
人
の
視
点
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る（E

dw
ards 30; O

tter 9–19; D
ryden 180

）。

カ
ン
ニ
バ
リ
ズ
ム
が
暗
示
す
る
同
性
愛
関
係
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い52
＊

。
し
か

し
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
だ
と
片
付
け
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
例
え
ば
「『
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
』
で
、
鞭
打
ち

や
、
も
っ
と
隠
さ
れ
て
は
い
る
が
同
性
の
強
姦
は
、
特
権
を
持
ち
権
力
を
握
る
も
の
が
劣
位
の
仲
間
を
扱
う
や
り
方
を
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よ
く
示
し
て
い
る
」（R

obertson-L
orant 123

）と
書
く
ロ
ー
リ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
＝

ロ
ラ
ン
ト
の
言
葉
は
示
唆
に
富
む
。

『
タ
イ
ピ
ー
』
第
二
章
、
船
上
で
の
乱
交
の
場
面
が
紹
介
さ
れ
る
際
、
島
の
女
性
に
対
す
る
西
洋
人
船
員
の
性
的
欲
望

が
、「
思
い
つ
く
限
り
の
放
蕩
」、「
船
員
た
ち
の
邪
悪
な
情
欲
」、「
底
な
し
の
満
足
」、
さ
ら
に
は
「
と
て
つ
も
な
く
下

卑
た
放
縦
と
恥
ず
べ
き
酩
酊
」（15

）
と
い
っ
た
言
葉
で
紹
介
さ
れ
、
男
性
の
女
性
に
対
す
る
性
欲
に
潜
む
暴
力
性
へ
の

非
難
と
共
通
す
る
か
ら
だ
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
暴
力
的
な（
ヘ
テ
ロ
）セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
問
題
と
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
も
で
き
る
。
一
夫
一
婦
の
婚
姻
制
度
こ
そ
「
強
制
的
異
性
愛
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
も
そ
も
考
え
て
み
れ
ば
、
ト
モ
が
「
逃
げ
出
し
た
」
船
の
世
界
を
支
配
す
る
の
は
船
長
だ
が
、
ト
モ
の
乗
る
船
の

船
長
は
乗
組
員
に
対
し
、「
父
ら
し
い
（paternal

）
気
遣
い
」
と
「
父
親
ら
し
い
（fatherly

）
心
配
」（30

）
を
示
す
人
物

で
あ
っ
た
。
し
か
し
ト
モ
は
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
し
た
。
い
わ
ば
、
父
の
権
威
の
支
配
か
ら
逃
げ
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

独
身
者
の
立
場
に
共
感
し
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
抱
く
ト
モ
に
は
一
種
理
想
と
見
え
た
「
タ
イ
」
も
、「
母
」

の
よ
う
な
「
権
威
」
で
族
長
が
支
配
す
る
世
界
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
父
や
母
が
権
威
と
し
て
支
配
で

き
る
制
度
と
婚
姻
制
度
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
島
を
離
れ
る
直
前
、
別
れ
を
惜
し
む
マ
ル
へ
ヨ
ー
が
ト
モ
に
向
け
、
ト

モ
が
教
え
た
唯
一
の
英
語
、「
家
（hom

e

）」
と
「
母
（m

other

）」
を
口
に
す
る
が
（248

）、
ト
モ
自
身
が
島
か
ら
脱
出

を
考
え
る
と
き
に
思
い
描
く
の
は
、「
捕
囚
の
身
と
な
っ
て
い
る
野
蛮
人
の
島
か
ら
何
万
マ
イ
ル
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い

る
最
愛
の
友
人
た
ち
」（243

）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
独
身
者
の
視
線
を
暗
示
す
る
記
述
が
あ
っ
た
の
だ
。『
オ
ー
モ
ン

ド
』
が
結
婚
を
媒
介
に
す
る
異
性
愛
至
上
主
義
に
対
し
て
強
い
否
定
を
突
き
つ
け
て
い
た
が
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

欲
望
を
抱
く
視
点
人
物
を
設
定
す
る
こ
と
で
、『
タ
イ
ピ
ー
』
は
強
制
的
異
性
愛
に
対
す
る
強
い
懐
疑
を
示
し
て
い
る
。
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『
タ
イ
ピ
ー
』
執
筆
当
時
の
メ
ル
ヴ
ィ
ル
に
は
、「
後
の
作
品
を
特
徴
付
け
る
男
性
に
限
ら
れ
た
友
情
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
の
世
界
を
描
く
準
備
が
な
か
っ
た
」（M

artin, H
ero 36–37

）
と
マ
ー
テ
ィ
ン
は
結
論
付
け
て
い
る
が
、
独
身
者
と

し
て
の
視
線
に
よ
り
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
語
り
手
と
共
に
、
婚
姻
制
度
と
い
う
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
制
度
化
が
生
み
出

す
暴
力
の
忌
避
／
拒
否
を
目
指
し
、「
よ
り
平
等
な
社
会
の
創
造
」
を
問
題
に
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

本
章
の
冒
頭
で
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
イ
ナ
の
南
太
平
洋
諸
島
旅
行
記
の
影
響
を
受
け
た
作
家
と
し
て
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
レ
ン
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
の
名
を
挙
げ
た
。
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
は
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
ホ
モ
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
を
融
合
さ
せ
た
南
太
平
洋
諸
島
を
描
く
旅
行
記
、『
南
海
牧
歌
』
を
著
し
て
い
る
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
に
自
作
の

詩
を
送
り
評
価
を
請
う
て
い
る
が
、『
南
海
牧
歌
』
を
書
く
に
あ
た
り
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
、
特
に
『
オ
ム
ー
』
に
大
き
な

刺
激
を
受
け
た
そ
う
だ
（A

usten, G
enteel P

agan 33

）。
し
か
し
彼
が
『
タ
イ
ピ
ー
』
も
読
ん
で
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
、「
フ
ラ
ン
ス
人
水
夫
を
タ
ヒ
チ
に
輸
送
す
る
ア
メ
リ
カ
帆
船
の
物
語
で
も
あ
り
、
明
確
に
定
義

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
継
続
し
た
恍
惚
の
描
写
で
も
あ
る
」（A

usten, P
laying 12

）
と
論
じ
る
「
輸
送
中
／

恍
惚
状
態“In a T

ransport ”

」
と
題
さ
れ
た
章
で
マ
ル
ケ
サ
ス
諸
島
に
言
及
す
る
際
、
ヌ
ク
ヒ
ヴ
ァ
島
の
谷
の
秘
密
は

「
地
の
果
て
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
が
そ
の
秘
密
の
核
心
を
引
き
抜
き
、
美
し

い
未
開
の
タ
イ
ピ
ー
は
裸
で
う
ち
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」
か
ら
だ
と
書
い
て
い
る
（Stoddard 302

）。
こ
の
章
の
描

写
に
は
、「
ヴ
ェ
ー
ル
で
覆
わ
れ
た
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
が
横
溢
し
て
い
る
（C

row
ley xxvii

）。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
ホ

モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
読
み
を
秘
め
た
描
写
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
求
め
る
人
々
を
刺
激
し
続
け
て
い
る
の
だ
。
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第
七
章

ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』

マ
ン
リ
ィ
な
愛
の
二
つ
の
顔

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
影
響

ロ
バ
ー
ト
・
K
・
マ
ー
テ
ィ
ン
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
同
様
、
男
性
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
よ
り
平
等
な
社
会

の
創
造
に
対
し
、
根
本
的
な
社
会
的
力
と
な
る
と
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
本
気
で
信
じ
て
い
た
」（M

artin, H
ero 6

）
と
述
べ
て

い
る
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
言
え
ば
、
前
章
の
最
後
に
紹
介
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
レ
ン
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
は
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
に
「
気
質
的
類
似
」
を
見
出
し
（A

usten, G
enteel P

agan 35

）、
自
作
の
詩
を
送
り
評
価
を
請
う
て
い
る
。
し
か

し
返
事
が
な
か
っ
た
の
で
、
南
太
平
洋
諸
島
の
島
民
と
の
親
密
な
描
写
を
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
送
り
、
今
度
は
「
あ
な
た

が
描
き
出
す
、
遥
か
離
れ
た
太
平
洋
で
の
愛
情
深
い
未
開
の
人
と
の
個
人
的
な
関
係
に
、
深
く
心
を
打
た
れ
ま
し
た
」

と
い
う
返
事
を
得
て
い
る
（A

usten, G
enteel P

agan 43

）。
同
じ
く
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
影
響
を
受
け
、
ま
た
旅
行
記
に
ホ

モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
忍
び
込
ま
せ
た
作
家
に
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
が
い
る
。「
カ
ラ
マ
ス
詩
篇
」
が
一
八
六



200

〇
年
に
世
に
出
る
と
、
ロ
バ
ー
ト
・
K
・
マ
ー
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
多
く
の
ゲ
イ
男
性
の
指
標
」

に
な
っ
た
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
一
八
六
六
年
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
手
紙
を
書
き
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
「
男
性
の
男
性
に
対

す
る
あ
の
愛
情
深
く
高
貴
な
愛
」
と
「
不
屈
で
愛
情
に
富
み
、
経
験
に
富
ん
だ
同
胞
愛
（fraternity

）」
を
賞
賛
し
て
い

る
（M

artin, “A
m

erican L
iterature ” 28

）。
旅
行
記
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
持
ち
込
ん
で
い
る
点
に
関
し
て
は

後
に
紹
介
す
る
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
以
前
の
、
も
っ
と
も
有
名
な
旅
行
記
作
家
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
も
よ
い
（Pow

ers 203

）。

ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
は
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
「
心
理
学
的
・
精
神
医
学
的
・
病

理
学
的
範
疇
が
成
立
し
た
」
年
と
フ
ー
コ
ー
が
名
指
し
た
一
八
七
〇
年
に
書
か
れ
て
い
る53
＊

。
今
で
こ
そ
忘
れ
ら
れ
た
作

家
で
あ
る
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
当
時
、「
金
め
っ
き
時
代
の
桂
冠
詩
人
」
と
称
さ
れ
、
旅
行
記
の
作
家
と
し
て
も
相
当
の
人

気
を
誇
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
の
勢
い
に
の
り
小
説
も
書
い
た
。『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
は
彼
の
小
説
と
し
て
は
最
後
の
も

の
で
あ
り
、
彼
自
身
は
一
番
の
成
功
作
と
思
っ
た
よ
う
だ
が
、
読
者
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（“T

he L
ife of 

B
ayard Taylor ” N

.p.

）。

あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
に
注
目
す
れ
ば
、
と
て
も
興
味

深
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
あ
ぶ
り
出
す
か
と
思
え
る
テ
ク
ス
ト
が
、
一
転
し
て
そ
の
欲

望
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
。『
あ
の
ゲ
ー
ム
を
演
じ
て

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
小
説
』（
一
九
七

七
年
）
で
ロ
ジ
ャ
ー
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
「
ア
メ
リ
カ
で
最
初
の
ゲ
イ
小
説
」
と
呼
ん
で
い
る
が
（A

usten, P
laying 9

）、

確
か
に
同
性
間
の
愛
情
が
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
結
末
部
の
意
外
な
結
婚
の
暗
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示
は
、
作
者
自
身
の
な
か
で
の
混
乱
の
結
果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
作
者
の
仕
組
ん
だ
意
図
な
の
か
。

バ
ー
ン
・
R
・
S
・
フ
ォ
ー
ン
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
研
究
書
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
一
八
五
四
年
の
ノ
ー
ト
に
、
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
詩
に
は
「
そ
の
詩
の
心
理
学
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
特
徴
が
あ
る
。
彼
の
詩
は
間
接
的
に
何
か
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
詩
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
き

ど
き
明
ら
か
に
は
見
え
て
こ
な
い
こ
と
が
あ
る
」（
注
省
略
）
と
記
し
て
い
る
。「
間
接
的
に
」
と
は
特
別
な
文
学
的

言
葉
づ
か
い
を
意
味
し
、
こ
の
言
葉
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
特
別
な
言
葉
づ
か
い
の
一
部
を
な
す
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
な
生
活
を
送
る
こ
と
の
理
論
と
実
践
、
そ
し
て
暗
示
に
関
わ
っ
て
、
常
に
関
与
し
実
験
的
で
あ
る
デ
ィ
ス
コ
ー

ス
と
い
う
定
義
を
持
つ
。
テ
イ
ラ
ー
の
間
接
的
な
意
味
と
彼
の
「
心
理
学
」
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
印
刷
さ
れ
て

目
に
す
る
の
を
願
っ
た
マ
ン
リ
ィ
な
絆
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。（Fone, M

asculine L
andscapes 222

）

日
本
語
に
置
き
換
え
ず
「
マ
ン
リ
ィ
」
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
が
、「
マ
ン
リ
ィ
」
な
愛
を
歌
う
詩
人
と
し

て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
を
始
め
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
抱
き
、
そ
の
欲
望
を
抱
く
自
分
を
肯
定

し
よ
う
と
す
る
人
々
を
惹
き
つ
け
て
き
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
テ
イ
ラ
ー
に
同
じ
傾
向
を
見
出
し

て
い
る
。「
カ
ラ
マ
ス
詩
篇
」
に
心
を
打
た
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ア
デ
ィ
ン
ト
ン
・
シ
モ
ン
ズ
が
、「
同
志
の
絆

（com
radeship

）
と
い
う
概
念
を
お
使
い
で
す
が
、
お
そ
ら
く
男
性
同
士
の
間
で
生
じ
る
あ
の
性
的
と
言
っ
て
も
よ
い

よ
う
な
感
情
と
行
為
が
そ
れ
に
入
り
込
む
こ
と
を
予
期
し
て
い
ま
す
か
」
と
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
問
う
た
と
き
、
ホ
イ
ッ
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ト
マ
ン
は
強
く
否
定
し
た
と
い
う
逸
話
は
す
で
に
指
摘
し
た
（
序
章
参
照
）。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
自
身
、
詩
作
に
お
い
て
テ

イ
ラ
ー
と
同
じ
「
間
接
的
」
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
指
摘
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
の

小
説
『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
は
、
一
見
相
矛
盾
す
る
方
向
が
共
存
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
そ
の
矛
盾
と
、
こ
の
「
間
接

的
」
な
側
面
と
の
関
係
。
今
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
の
は
、
こ
の
点
で
あ
る
。

ジ
ョ
ゼ
フ
の
成
長
物
語

主
人
公
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
ス
タ
ン
は
孤
児
で
あ
り
、
親
か
ら
譲
り
受
け
た
農
場
に
叔
母
の
レ
イ
チ
ェ
ル
・
ミ
ラ
ー
と
共

に
暮
ら
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
は
自
分
の
こ
と
を
う
ま
く
表
現
で
き
ず
、
自
分
の
こ
と
を
客
観
的
に
理
解
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
少
年
で
あ
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
の
性
格
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
ス
タ
ン
は
内
気
で
繊
細
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
内
向
的
な
気
質
だ
け
に
由
来
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
事
実
、
彼
は
、
気
分
や
感
覚
以
上
に
自
分
の
心
の
内
を
深
く
見
つ
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
気
に
な
れ
ば
自
由
に
動
き
回
れ
る
社
会
か
ら
自
分
を
隔
て
て
い
る
も
の
が
何
か
、
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
彼
は
他
の
人
と
の
違
い
を
感
じ
、
そ
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
苦
痛
や
当
惑
を
常
に
探
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
推
察
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
。（Taylor, Joseph 22

）



第七章　ベイヤード・テイラーの『ジョゼフと友達』

203

そ
ん
な
彼
に
も
気
心
の
知
れ
た
エ
ル
ウ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ザ
ー
ズ
と
い
う
友
人
が
お
り
、
ま
た
密
か
に
ル
ー
シ
ー
・
ヘ
ン
ダ
ー

ソ
ン
と
い
う
少
女
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
友
人
た
ち
に
誘
わ
れ
た
パ
ー
テ
ィ
の
席
上
、
街
か
ら
来
た
少
女
ジ
ュ

リ
ア
・
ブ
レ
ッ
シ
ン
グ
に
田
舎
の
少
女
に
は
な
い
魅
力
を
感
じ
、
一
目
見
て
恋
を
す
る
。
彼
女
の
方
で
も
彼
に
惹
か
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
、
二
人
は
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ュ
リ
ア
に
会
い
に
街
に
行
っ
た
帰
り
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
列
車
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヘ
ル
ド
と
い
う
、
自
分
よ
り
も
少
し

年
上
の
男
性
と
知
り
合
う
。
会
う
や
い
な
や
彼
に
惹
か
れ
、
ジ
ュ
リ
ア
と
の
結
婚
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
相
談
し
、
同
性

の
愛
情
に
関
す
る
議
論
を
す
る
。
そ
の
後
、
ジ
ュ
リ
ア
と
結
婚
す
る
が
、
結
婚
し
て
み
る
と
ジ
ュ
リ
ア
は
彼
よ
り
も
ず

い
ぶ
ん
と
年
上
と
わ
か
り
、
し
か
も
金
欠
に
苦
し
む
実
家
を
助
け
る
た
め
に
彼
の
財
産
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
側

面
が
見
え
て
き
て
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
結
婚
の
失
敗
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

ル
ー
シ
ー
が
訪
ね
て
来
て
い
た
あ
る
時
、
ジ
ョ
ゼ
フ
と
ジ
ュ
リ
ア
は
喧
嘩
を
す
る
。
常
々
ジ
ュ
リ
ア
の
策
略
や
見
せ

か
け
の
愛
情
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
ジ
ョ
ゼ
フ
は
ジ
ュ
リ
ア
に
向
か
っ
て
、「
ボ
ク
は
仮
面
に
は
う
ん
ざ
り
な
ん
だ
」

（304

）
と
叫
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
言
葉
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
自
室
に
こ
も
り
出
て
こ
な
い
ジ
ュ
リ
ア
の
様
子
を
見
に

行
っ
て
み
る
と
、
彼
女
は
砒
素
を
飲
ん
で
死
ん
で
い
た
。

当
初
、
夫
に
嫌
わ
れ
た
こ
と
を
苦
に
自
殺
し
た
と
考
え
ら
れ
た
が
、
ジ
ュ
リ
ア
の
死
の
直
前
、
ジ
ョ
ゼ
フ
が
ル
ー
シ
ー

と
会
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、
ジ
ョ
ゼ
フ
に
よ
る
殺
害
が
疑
わ
れ
、
ま
た
砒
素
の
入
手
経
路
に
関
し
て
も

疑
問
を
持
た
れ
た
。
訴
え
ら
れ
る
前
に
自
分
の
方
か
ら
取
り
調
べ
を
受
け
る
方
が
よ
い
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
助
言
に

従
い
、
そ
れ
以
降
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
始
め
と
す
る
友
人
た
ち
に
よ
る
ジ
ョ
ゼ
フ
の
無
実
を
証
明
す
る
努
力
が
始
ま
る
。



204

そ
し
て
迎
え
た
裁
判
。
お
と
な
し
い
ル
ー
シ
ー
も
自
分
の
評
判
を
か
な
ぐ
り
捨
て
証
言
し
、
ま
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
尽

力
に
よ
り
、
ジ
ュ
リ
ア
の
父
の
証
言
も
得
た
。
当
時
顔
色
を
よ
く
す
る
た
め
に
砒
素
を
利
用
す
る
習
慣
が
あ
り
、
顔
色

の
悪
い
の
を
気
に
し
て
い
た
ジ
ュ
リ
ア
は
砒
素
を
常
用
し
て
い
た
が
、
死
の
当
日
、
ジ
ョ
ゼ
フ
の
言
葉
に
衝
撃
を
受
け
、

誤
っ
て
致
死
量
を
超
え
た
砒
素
を
服
用
し
た
た
め
の
事
故
で
あ
る
と
わ
か
る
の
だ
。

自
分
の
い
た
ら
な
さ
を
痛
感
し
た
ジ
ョ
セ
フ
は
、
故
郷
を
離
れ
旅
に
出
る
決
心
を
し
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
た
ど
っ
た
足

跡
を
た
ど
る
旅
に
出
る
。
そ
し
て
自
分
が
未
熟
で
あ
っ
た
と
悟
っ
た
ジ
ョ
ゼ
フ
は
故
郷
に
戻
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
彼
の

帰
郷
を
喜
ぶ
。
し
か
し
結
末
で
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
妹
マ
デ
ラ
ン
と
ジ
ョ
ゼ
フ
の
結
婚
が
暗
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
自
分

と
ジ
ョ
ゼ
フ
の
た
ど
る
べ
き
道
は
別
々
で
あ
り
、
片
一
方
の
性
だ
け
で
は
不
完
全
だ
と
思
い
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
も
結
婚
を

決
意
す
る
。

以
上
が
作
品
の
粗
筋
で
あ
る
。
妻
と
な
っ
た
女
性
の
「
計
略
」
や
「
仮
面
」
に
気
づ
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
イ

ノ
セ
ン
ト
」
な
ジ
ョ
ゼ
フ
が
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
の
出
会
い
を
通
し
、
自
分
自
身
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
て
い
く
と
い
う
、

一
種
の
成
長
物
語
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
成
長
が
目
指
し
た
方
向
と
、
最
後
の
最
後
に
暗
示
さ
れ
る
二
人
の
そ

れ
ぞ
れ
の
結
婚
と
い
う
将
来
と
の
間
に
は
、
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
溝
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

マ
ン
リ
ィ
な
愛

そ
も
そ
も
テ
イ
ラ
ー
は
、
同
性
愛
的
な
傾
向
の
作
品
を
残
し
て
い
た
こ
と
で
、
早
い
時
期
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
た
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ら
し
い
。
ゲ
イ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
盛
ん
に
な
る
前
、
一
九
六
四
年
に
書
か
れ
た
J
・
Z
・
エ
グ
リ
ン
ト
ン
の
『
ギ
リ

シ
ャ
の
愛
』
に
、「
十
九
世
紀
に
お
け
る
ボ
ー
イ
・
ラ
ブ
」
と
題
し
た
章
が
あ
り
、
そ
の
中
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
同
時
代

の
作
家
と
し
て
、
詩
人
テ
イ
ラ
ー
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
（E

glinton 365–66

）。
ロ
バ
ー
ト
・
K
・
マ
ー
テ
ィ
ン
が

『
ア
メ
リ
カ
詩
に
お
け
る
同
性
愛
の
伝
統
』
で
書
い
た
、「
テ
イ
ラ
ー
は
旅
行
記
と
い
う
記
述
方
法
を
取
る
こ
と
で
、
タ
ー

キ
ッ
シ
ュ
・
バ
ス
や
、
ハ
ッ
シ
ッ
シ
吸
飲
、
踊
る
少
女
、
酔
っ
ぱ
ら
い
の
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
、
か
わ
い
い
ア
ラ
ブ
の
少

年
を
、
検
閲
さ
れ
る
と
い
う
恐
怖
を
感
じ
る
こ
と
な
く
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
単
に
異
国
の
習
俗
を
報
告
し
て
い

る
だ
け
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
旅
行
記
は
初
期
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
同
じ
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な

機
能
を
果
た
し
た
。
科
学
の
偽
装
の
も
と
で
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
刺
激
を
提
供
し
た
」
と
い
う
評
価
は
間
違
っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
（M

artin, H
om

osexual Tradition 98

）。
こ
の
意
味
で
、
テ
イ
ラ
ー
の
旅
行
記
は
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
タ
イ
ピ
ー
』

な
ど
と
同
じ
側
面
を
有
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

彼
が
旅
行
記
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
一
八
五
〇
年
代
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
露
骨
な
描
写
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
タ
ー
キ
ッ
シ
ュ
・
バ
ス
の
描
写
な
ど
は
、
な
か
な
か
興
味
深
い
。
話
が
逸
れ
る
が
、
引
用
し
て
お
こ
う
。

三
助
を
彫
刻
家
に
喩
え
、
芸
術
論
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
描
写
の
背
後
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
見
え
て
く
る
。

褐
色
の
彫
刻
家
は
今
、
仕
事
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
風
呂
に
入
っ
て
き
た
粘
土
の
人
形
は
姿
を
変
え
、
磨

か
れ
た
大
理
石
と
な
っ
た
。
彼
は
そ
の
体
の
向
き
を
何
度
も
変
え
、
腕
を
持
ち
上
げ
、
満
足
の
い
く
出
来
映
え
で

あ
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
。
満
足
げ
な
視
線
が
成
功
を
示
し
て
い
る
。
熟
練
の
三
助
は
自
分
の
仕
事
に
美
的
な
楽
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し
み
を
持
っ
て
い
る
。
彼
が
磨
き
あ
げ
る
肉
体
は
、
い
わ
ば
彼
自
身
の
作
品
と
な
り
、
そ
の
肉
体
の
均
衡
が
と
れ

て
い
る
か
不
格
好
で
あ
る
か
に
責
任
を
感
じ
る
の
だ
。（
中
略
）

古
の
ギ
リ
シ
ャ
の
入
浴
者
が
う
ら
や
ま
し
い
。
彼
ら
の
元
に
、
ペ
リ
ク
レ
ス
や
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
、
そ
し
て
フ
ェ

イ
デ
ィ
ア
ス
の
モ
デ
ル
を
務
め
た
完
璧
な
人
物
た
ち
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
世
が
生
み
出
し
た
最
高
の
美
を
日
々

目
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
美
し
い
も
の
の
中
で
も
人
間
の
肉
体
は
頂
点
に
位
置
す
る
。
今
、
芸
術
家

の
妄
想
が
排
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
芸
術
は
自
然
を
た
だ
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

―
つ
ま
り
、
古
の
傑
作
彫
刻
は

理
想
の
美
を
奇
跡
的
に
具
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
姿
を
ま
ね
た
も
の
な
の
だ

―
と
わ
か
っ
て
い

る
の
で
、
肉
体
と
し
て
の
人
間﹇
男
﹈が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
完
璧
に
発
達
し
た
時
代
は
な
い
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
私
が
見
た
中
で
古
代
彫
刻
の
均
整
美
に
も
っ
と
も
近
い
美
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
ア
ラ
ブ
族
に
見
ら
れ
る
。
わ

が
サ
ク
ソ
ン
人
は
運
動
選
手
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
ア
ポ
ロ
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
。（Taylor, L

ands 

154

）

彫
刻
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
描
か
れ
る
裸
体
の
描
写
は
、『
タ
イ
ピ
ー
』
に
見
ら
れ
た
マ
ル
ヌ
ー
や
タ
イ
ピ
ー
族
の
男

性
の
裸
体
の
描
写
と
近
い
。
ま
た
テ
イ
ラ
ー
も
メ
ル
ヴ
ィ
ル
同
様
、
男
性
の
肉
体
美
の
極
致
を
表
す
も
の
と
し
て
「
ア

ポ
ロ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
い
て
も
よ
い
。
想
定
さ
れ
る
読
者
に
対
し
て
、
ア
ポ

ロ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
る
こ
と
で
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。

さ
て
、『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
だ
。
こ
の
作
品
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
は
、「
男
の
女
へ
の
愛
同
様
、
男
へ
の
男
の
愛
の
真
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実
と
思
い
や
り
の
あ
る
愛
情
を
信
じ
る
（
中
略
）
人
々
へ
」（ii

）
と
あ
る
。
作
品
を
読
む
読
者
は
、
ま
ず
そ
の
言
葉
に
出

会
う
の
だ
。
そ
の
言
葉
を
念
頭
に
作
品
を
読
み
進
め
る
わ
け
だ
か
ら
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
の
記
述
を
読
者
が

期
待
す
る
の
も
道
理
で
あ
ろ
う
。
初
め
て
ジ
ョ
ゼ
フ
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
出
会
う
列
車
の
な
か
の
場
面
で
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
肩
に
も
た
れ
か
か
っ
て
眠
り
に
つ
く
と
い
う
描
写
が
あ
る
が
、
実
は
こ
の
二
人
、
何
か
あ
る
と
「
肩
に

手
を
や
る
」
と
か
「
手
を
取
る
」
と
い
っ
た
表
現
で
描
か
れ
、
二
人
の
肉
体
的
接
触
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
手
」

を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。
詩
人
で
あ
る
友
人
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
ト
ッ

ダ
ー
ド（
本
章
の
最
初
に
登
場
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
レ
ン
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
と
は
別
人
）が
テ
イ
ラ
ー
に
捧
げ
た
詩

の
献
辞
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

一
八
五
二
年
、
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
は
テ
イ
ラ
ー
に
詩
を
捧
げ
、
献
辞
で
テ
イ
ラ
ー
に
、「
手
を
つ
な
ぎ
、
／
友
情
の
神

聖
な
絆
に
お
い
て
私
た
ち
の
魂
を
結
合
し
よ
う
」
と
求
め
た
。﹇
ロ
バ
ー
ト
・
K
・
﹈
マ
ー
テ
ィ
ン
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
神
聖
な
絆
」
は
必
然
的
に
婚
姻
の
「
神
聖
な
絆
」
を
思
わ
せ
、
そ
れ
は
、「
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
が
、
男
の
女

へ
の
愛
と
同
等
か
、
も
し
く
は
そ
れ
を
越
え
る
友
情（
彼
は
プ
ラ
ト
ン
的
に
大
文
字
で
表
記
し
て
い
る
）の
モ
デ
ル

を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。（Fone, M

asculine L
andscapes 223

）

「
手
を
つ
な
ぐ
」
こ
と
に
潜
む
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
、「
婚
姻
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
通
し
て
昇
華
さ
れ
る
と

い
う
理
屈
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、「
婚
姻
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
暗
示
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ



208

う
。
次
の
引
用
を
読
め
ば
、
ジ
ョ
ゼ
フ
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
二
人
の
体
の
接
触
に
は
、
明
ら
か
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
が
結
婚
し
、
そ
の
結
婚
が
破
局
に
向
か
う
時
期
、
彼
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
相
談

に
行
っ
た
場
面
で
の
描
写
だ
。

「
そ
う
だ
ね
、
待
ち
ま
し
ょ
う
」
と
、
長
い
沈
黙
の
後
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
言
っ
た
。「
君
も
言
っ
た
よ
う
に
、
私

の
と
こ
ろ
に
来
た
と
き
、
君
は
弱
り
果
て
混
乱
し
て
い
た
。
君
の
無イ

ノ
セ
ン
ス

邪
気
さ
と
無イ
グ
ノ
ラ
ン
ス知
の
こ
と
だ
よ
。
こ
ん
な
風

に
自
分
た
ち
の
こ
と
を
推
し
量
る
の
は
止
そ
う
。
マ
ン
フ
ッ
ド
を
創
り
出
す
の
は
経
験
だ
け
で
は
な
い
か
ら
ね
。

私
た
ち
が
ど
う
な
る
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
君
が
間
違
っ
て
い
る
な
ん
て
、
絶
対
に
言
わ
な
い
か
ら

ね
」二

人
は
お
互
い
の
手
を
取
っ
た
。
日
は
暮
れ
か
け
、
あ
た
り
は
静
ま
り
か
え
っ
て
い
た
。
巣
に
向
か
う
鳥
の
さ

え
ず
り
だ
け
が
、
頭
上
の
枝
か
ら
聞
こ
え
た
。
お
互
い
、
女
の
愛
と
同
じ
く
ら
い
優
し
く
真
実
の
、
し
か
し
、
あ

あ
、
め
っ
た
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
マ
ン
リ
ィ
な
愛
の
衝
動
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
お
互
い
を
引
き
寄
せ
キ
ス
を
し
た
。

二
人
が
歩
い
て
行
き
国
道
の
と
こ
ろ
で
別
れ
る
と
き
、
人
生
は
そ
れ
ほ
ど
薄
情
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
も

幸
せ
に
な
れ
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
た
。（217

）

こ
の
場
面
は
、
第
四
章
で
紹
介
し
た
『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』
の
中
の
、
バ
ー
ト
ラ
ム
と
ア
ー
サ
ー
の
二
人
が

家
路
に
つ
く
場
面
よ
り
も
ず
っ
と
露
骨
に
、
男
性
同
士
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
描
い
て
い
る
と
読
め
る
。
ホ
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イ
ッ
ト
マ
ン
を
思
わ
せ
る
「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
の
衝
動
に
駆
ら
れ
、
キ
ス
を
す
る
の
だ
か
ら
。
さ
ら
に
、
妻
殺
し
と
い

う
ジ
ョ
ゼ
フ
へ
の
嫌
疑
が
無
事
晴
れ
た
後
、
ジ
ョ
ゼ
フ
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
こ
と
を
描
く
場
面
に
も
同
様
の
言
葉
が
見
ら

れ
る
。そ

の
間
、
ジ
ョ
ゼ
フ
と
客
た
ち
は
、
ベ
ラ
ン
ダ
の
静
か
で
穏
や
か
な
大
気
の
中
に
座
っ
た
。
ジ
ョ
ゼ
フ
は
椅
子
を

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
椅
子
に
近
づ
け
、
お
互
い
の
手
を
握
り
し
め
、
二
人
を
結
び
つ
け
る
優
し
く
完
璧
な
マ
ン
リ
ィ
な

愛
に
包
ま
れ
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
幸
福
だ
っ
た
。（340

）

こ
の
「
幸
福
」
な
気
持
ち
は
、
手
を
握
り
締
め
る
こ
と
で
「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
が
成
就
す
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。「

マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
思
わ
せ
る
」
と
書
い
た
。
テ
イ
ラ
ー
の
評
伝
を
書
い
た

ポ
ー
ル
・
C
・
ワ
ー
マ
ス
も
、「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
注
目
し
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
連
想
さ
せ
る
と
書

い
て
い
る
（W
erm

uth, B
ayard Taylor 98

）。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
こ
の
「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て

い
る
箇
所
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
中
で
有
名
な
も
の
は
「
カ
ラ
マ
ス
詩
篇
」
の
「
君
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
」
だ
ろ

う
。
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
男
性
同
士
の
関
係
に
あ
る
も
の
を
「
同
志
（com

rades

）」
と
名
付
け
、
そ
の
上

で
「
同
志
の
愛
」
を
歌
う
。「
同
志
の
愛
」
を
「
同
志
の
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
置
き
換
え
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
仲
間
同

士
互
い
に
マ
ン
リ
ィ
な
愛
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
「
男マ

ン

リ

ィ

ら
し
い
愛
」
は
ま
た
、「
男マ

ン

リ

ィ

性
同
士
の
愛
」
と
な
っ
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て
い
く
。さ

あ
、
ボ
ク
は
、
不
変
の
大
陸
を
作
ろ
う

ボ
ク
は
、
太
陽
が
照
り
つ
け
る
中
で
も
っ
と
も
立
派
な
人
種
を
作
ろ
う

ボ
ク
は
、
惹
き
つ
け
る
磁
力
を
持
っ
た
神
聖
な
国
々
を
作
ろ
う

　
　

同
志
の
愛
で

　
　
　
　

同
志
の
終
生
続
く
愛
で

ボ
ク
は
、
ぎ
っ
し
り
と
同
志
の
絆
を
植
え
よ
う
、
ア
メ
リ
カ
中
の
川
沿
い
に

　
　

す
べ
て
の
大
き
な
湖
の
岸
辺
に
、
国
中
の
大
草
原
に

ボ
ク
は
、
お
互
い
の
首
に
腕
を
回
し
、
別
れ
る
こ
と
の
な
い
町
を
作
ろ
う

　
　

同
志
の
愛
で

　
　
　
　

同
志
の
マ
ン
リ
ィ
な
愛
で
（W

hitm
an, L

eaves 117

）

『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
に
は
「
驚
く
ほ
ど
素
直
な
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
愛
の
描
写
と
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
人
々
へ

の
理
解
を
求
め
る
願
い
」
が
描
か
れ
て
い
て
、「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
権
利
の
強
烈
な
擁

護
」
が
見
ら
れ
る
と
、
ロ
バ
ー
ト
・
K
・
マ
ー
テ
ィ
ン
は
論
じ
る（M

artin, H
om

osexual Tradition 103–04

）。
次
に
紹
介
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す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
を
聞
く
と
、
確
か
に
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
権
利
の
擁
護
と
読
め
る
だ
ろ
う
。
採
鉱
を

し
て
い
た
と
き
の
こ
と
を
話
す
と
き
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ロ
ッ
キ
ー
・
マ
ウ
ン
テ
ン
で
の
生
活
で
学
ん
だ
良
い
こ
と
の
一
つ
な
ん
だ
。
高
級
で
も
低
劣
で
も
な
く
、
知
識
が

あ
る
っ
て
わ
け
で
も
無
知
っ
て
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
集
ま
っ
て
く
る
男
た
ち
の
必
要
に
応
じ
る
も
の
が
あ
る
だ

け
な
ん
だ
。
だ
か
ら
多
く
の
男
が
持
っ
て
お
り
、
生
涯
か
か
っ
て
求
め
る
必
要
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
よ
。
だ
っ
て
、

あ
る
特
定
の
形
で
そ
の
必
要
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
か
ら
ね
。（95

）

後
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
述
べ
る
言
葉
に
は
さ
ら
に
明
確
な
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
間
違
い
の
迷
路
か
ら
抜
け
出
す
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
叫
ん
だ
。「
真
実
と
虚
偽
、

そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
離
れ
た
二
つ
の
性
質
が
、
恐
ろ
し
い
こ
と
に
、
も
っ
と
も
親
密
で
聖
な
る
絆
で
結
び
合
わ
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
同
じ
絆
に
よ
っ
て
お
互
い
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
別
々
に
さ
れ
る
運
命
の
二
つ
の
性
質
が
。
人
生
は
、

習
慣
と
偏
見
に
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
も
犠
牲
に
供
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。
信
仰
は
法
と
同
様
、
平
均
的
な
人
間
の
た

め
に
作
り
出
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
だ
か
ら
、
あ
り
ふ
れ
た
世
間
の
型
に
し
た
が
っ
て
自
分
た
ち
を
形
成
で
き
な

い
男
た
ち
、
そ
し
て
女
た
ち
、
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
自
身
の
本
能
、
要
求
、
知
識
、
権
利
、
そ
う
、
権
利
を
も
っ

て
生
ま
れ
た
者
た
ち
の
た
め
に
は
、
よ
り
高
邁
な
信
仰
、
よ
り
公
正
な
法
が
存
在
す
る
に
違
い
な
い
」（214

）
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「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
を
称
揚
す
る
二
人
の
関
係
を
読
ん
だ
後
で
こ
の
引
用
の
記
述
を
読
む
と
、「
あ
り
ふ
れ
た
世
間
の
型

に
し
た
が
っ
て
自
分
た
ち
を
形
成
で
き
な
い
」
者
と
は
同
性
愛
者
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、

「
あ
り
ふ
れ
た
世
間
の
型
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
を
形
成
」
で
き
る
者
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
異
性
愛
者
と
は
別
の
生
き
方
に

も
真
実
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
こ
の
引
用
は
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
は
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
真
実
が
存
在
す
る
理
想
郷
を
夢
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ジ
ョ
ゼ
フ
が
自
分

の
結
婚
の
こ
と
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
話
し
て
い
る
と
き
に
、「
も
し
君
が
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
世
界
を
知
っ
て
い
た
な
ら
、

た
と
え
君
の
知
識
の
一
部
が
邪
悪
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
致
命
的
な
結
婚
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
」（215

）

と
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
言
う
と
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
言
葉
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
い
と
い
う
希
望
を
、「
ボ
ク
は

君
の
言
葉
に
大
き
な
誘
惑
を
感
じ
る
ん
だ
。
そ
の
言
葉
に
従
え
ば
、
ボ
ク
の
鎖
は
切
れ
、
ボ
ク
の
過
去
、
ボ
ク
の
現
在

の
生
活
と
縁
を
切
る
こ
と
が
で
き
、
意
志
と
本
能
的
欲
望
に
身
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
あ
フ
ィ
リ
ッ
プ
。
も
し

も
ボ
ク
た
ち
の
人
生
を
完
全
に
ボ
ク
た
ち
だ
け
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
な
あ
。
も
し
ボ
ク
が
場
所
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
た
ら
」（215

）
と
、
熱
烈
な
言
葉
で
応
じ
る
。
す
る
と
即
座
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
そ
の
よ
う
な
場
所
な
ら

知
っ
て
い
る
よ
」
と
答
え
、「
一
緒
に
行
こ
う
よ
」
と
ま
で
言
う
（216

）。
そ
こ
は
「
谷
」
で
あ
る
と
い
う
。
妻
殺
し
の

容
疑
が
晴
れ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
辿
っ
た
と
こ
ろ
を
め
ぐ
る
旅
に
出
て
、
ジ
ョ
ゼ
フ
が
発
見
す
る
の
も
こ
の
「
谷
」
で
あ

る
。（

前
略
）
百
マ
イ
ル
も
連
な
る
、
雪
を
頂
い
た
峯
に
囲
ま
れ
、
大
き
な
谷
が
あ
る
。
谷
底
に
は
い
く
つ
も
の
湖
。
モ
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チ
ノ
キ
や
マ
ツ
の
森
が
点
在
す
る
広
大
な
山
腹
。
オ
レ
ン
ジ
や
オ
リ
ー
ヴ
の
果
樹
園
。
呼
吸
を
す
る
こ
と
さ
え
無

上
の
喜
び
で
あ
る
完
璧
な
気
候
。
そ
し
て
近
く
に
い
る
人
か
ら
強
制
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
人
間
の
創
っ
た
歪
ん

だ
法
律
か
ら
の
自
由
。
あ
な
た
に
法
的
な
逃
避
の
方
法
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
た
ど
り
着
き
さ
え
す
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
引
き
戻
す
力
は
、
少
な
く
と
も
存
在
し
て
い
な
い
。（216

）

同
性
を
愛
す
る
者
た
ち
の
楽
園
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の
「
谷
」
か
ら
、
タ
イ
ピ
ー
族
の
谷
を
思
い
出
す
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
が
、
バ
ー
ン
・
R
・
S
・
フ
ォ
ー
ン
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
テ
ク
ス
ト
特
有
の
主
題
の
一
つ
に
、「
同

性
愛
の
男
性
が
安
全
に
自
分
た
ち
の
愛
を
表
明
し
実
践
で
き
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
世
界
の
記
述
が
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
伝

統
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
始
ま
り
バ
イ
ロ
ン
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ア
デ
ィ
ン
ト
ン
・
シ
モ
ン
ズ
と
つ
な
が
る

と
述
べ
た
上
で
、『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
を
そ
の
伝
統
に
位
置
づ
け
る
（Fone, R

oad 106–07

）。

フ
ィ
リ
ッ
プ
が
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
語
る
「
谷
」
で
は
あ
る
が
、
語
ら
れ
る
そ
の
世
界
は
、
ど
う
も
「
神
」

と
結
び
つ
き
、「
上
」
に
位
置
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
ボ
ク
た
ち
の
人
生
を
、
ボ
ク
た
ち
の
下
で
は
な
く

上
に
あ
る
法
則
に
従
っ
て
、
ボ
ク
た
ち
は
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（228

）
と
ジ
ョ
ゼ
フ
が
言
い
、
一
方
フ
ィ
リ
ッ

プ
は
、「
私
た
ち
は
別
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
二
人
の
魂
が
同
じ
よ
う
に
明
る
く
暖
か
く
お
互
い
に
向
か
っ
て
開
い
て
い

る
の
が
わ
か
る
ん
だ
。
そ
し
て
神
へ
の
道
は
男
の
愛
に
通
じ
て
い
る
と
感
じ
る
ん
だ
」（353

）
と
述
べ
る
。
ま
る
で
現
実

世
界
に
は
存
在
し
な
い
と
言
い
た
い
よ
う
に
思
え
る
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
が
話
し
て
い
た
谷
を
発
見
し
、
そ
こ
で
彼
の
旧
友
と
出
会
い
、
そ
の
谷
の
光
景
は
と
て
も
美
し
い
と
報
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告
す
る
手
紙
の
中
に
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
こ
ん
な
言
葉
を
書
き
記
す
。

確
か
に
そ
う
だ
。
で
も
ボ
ク
た
ち
は
た
だ
、
夢
に
見
る
怠
惰
で
享
楽
的
な
旅
で
そ
こ
に
行
き
、
気
前
の
よ
い
友

達
の
機
知
と
分
別
を
楽
し
む
の
だ
け
れ
ど
、
こ
の
世
の
倒
錯
か
ら
避
難
す
る
た
め
に
行
く
の
で
は
な
い
。
と
い
う

の
も
、
ボ
ク
に
は
も
う
一
つ
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
よ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
。
ボ
ク
た
ち
が
乞
い
願
う
自
由
は
、

こ
こ
と
か
、
あ
そ
こ
と
か
で
見
つ
か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
ん
だ
。
自
分
が
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
見
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
よ
。（355

）

「
自
由
」
な
場
所
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
自
由
」
を
自
ら
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
言
葉
を
、
幸
せ
の

「
谷
」
の
存
在
を
自
分
で
確
認
し
た
上
で
語
る
の
を
聞
け
ば
、
戻
っ
て
き
て
、
そ
の
場
所
で
「
自
由
」
な
生
き
方
を
模
索

す
る
決
意
を
し
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
二
人
で
生
き
て
い
く
の
か
と
読
者
は
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
い
。

作
品
の
最
後
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
独
白
で
終
わ
る
。
独
白
の
直
前
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
ジ
ョ
ゼ
フ
が
自
分
の
妹
の
マ
デ
ラ

ン
と
い
る
の
を
目
撃
し
、
二
人
が
親
し
く
な
る
と
決
め
つ
け
る
。
そ
し
て
、
将
来
の
生
活
と
思
い
描
い
て
い
た
、「
マ
デ

ラ
ン
が
家
庭
を
作
り
私
の
た
め
に
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
く
れ
、
ジ
ョ
ゼ
フ
が
私
に
、
女
の
愛
と
は
ま
る
で
違
う
が
、

と
て
も
純
粋
で
完
全
な
一
人
の
男
の
愛
（a m

an ’s love

）
と
い
う
貴
重
な
親
密
な
関
係
を
与
え
て
く
れ
る
」
生
活
が
、

二
人
の
関
係
で
破
壊
さ
れ
た
と
思
う
の
だ
。
し
か
し
続
け
て
、「
ど
ち
ら
の
性
も
片
一
方
で
は
不
完
全
で
あ
り
、
人
の
完

全
な
生
活
こ
そ
私
の
も
の
と
な
る
の
だ
」
と
い
う
決
意
と
共
に
、
自
ら
も
結
婚
を
決
意
す
る
と
思
わ
れ
る
（360–61

）。
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あ
あ
、
自
分
が
何
を
や
っ
て
い
る
か
も
知
ら
な
い
、
君
た
ち
無
意
識
な
恋
人
よ
、
単
純
な
精
神
を
持
っ
た
子
ど
も

た
ち
よ
、
私
は
最
後
に
は
君
た
ち
と
共
に
い
る
だ
ろ
う
。
今
、
一
人
の
高
貴
な
女
性
が
生
き
て
い
て
、
彼
女
の
愛

で
私
を
祝
福
し
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
私
を
励
ま
し
、
よ
り
甘
美
で
よ
り
確
か
な
信
仰
で
私
を
清
め
て
く
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
は
失
敗
で
、
神
の
す
ば
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
は
不
完
全
だ
。
私
は
待
つ
。
だ
が
、
私
は
そ
う

い
っ
た
女
性
を
き
っ
と
見
つ
け
る
！（361

）

フ
ィ
リ
ッ
プ
が
見
出
し
、
ジ
ョ
ゼ
フ
も
存
在
を
確
認
し
た
の
だ
か
ら
、
幸
せ
の
「
谷
」
は
そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
遠
ざ
か
っ
て
行
き
、
最
後
に
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
独
り
よ
が
り
に
思

わ
れ
る
結
論
で
、
作
品
は
幕
を
閉
じ
る
。
結
婚
を
失
敗
に
至
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
囚
わ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
ジ
ョ

ゼ
フ
は
目
覚
め
、
実
は
求
め
て
い
た
「
同
志
の
絆
」
の
世
界
を
発
見
す
る
。
そ
の
結
果
、「
同
志
の
絆
」
の
世
界
へ
一
挙

に
旅
立
つ
こ
と
を
読
者
が
期
待
す
る
、
そ
う
い
う
論
理
展
開
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
品
は
、
少

な
く
と
も
現
代
の
読
者
の
期
待
を
裏
切
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
後
の
土
壇
場
で
読
者
を
裏
切
る
の
か
と
い
う
と
、

実
は
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
イ
ノ
セ
ン
ス
」
と
「
マ
ン
リ
ィ
」

こ
の
作
品
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
の
な
か
で
、「
イ
ノ
セ
ン
ス
」
と
「
マ
ン
リ
ィ
」
は
重
要
だ
。
な
ぜ
重
要
か
と
い
う
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と
、
同
じ
言
葉
が
持
ち
う
る
異
な
る
意
味
を
、
最
大
限
に
作
者
が
利
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
イ
ノ
セ
ン
ス
」
は
こ
の
作
品
中
、「
純
潔
」、「
無
邪
気
」、「
無
知
」、「
無
実
」
と
、
こ
の
言
葉
が
含
意
す
る
様
々
な

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
も
こ
の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ジ
ョ
ゼ
フ
を
形
容
す
る
言
葉
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
友
人
の
エ
ル
ウ
ッ
ド
は
ジ
ョ
ゼ
フ
を
評
し
、「
彼
は
一
歳
の
赤
ん
坊
の
よ
う
に
イ
ノ
セ

ン
ト
だ
。
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
ス
タ
ン
ほ
ど
い
い
奴
は
い
な
い
。
で
も
彼
の
育
ち
方
は
男
の
子
と
い
う
よ
り
女
の
子
に
ピ
ッ

タ
リ
だ
」（48

）
と
評
す
る
。
こ
の
言
葉
な
ど
は
「
純
潔
」、「
無
邪
気
」
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
も
し
も
彼

が
そ
れ
ほ
ど
イ
ノ
セ
ン
ト
で
な
く
、
外
的
自
己
に
意
識
過
剰
で
あ
る
ほ
ど
自
分
の
内
面
の
本
性
に
無
意
識
で
な
け
れ
ば
、

彼
の
思
い
が
ジ
ュ
リ
ア
・
ブ
レ
ッ
シ
ン
グ
で
は
な
く
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヘ
ル
ド
に
向
か
っ
て
い
た
と
気
づ
い
て
い
た
だ
ろ

う
」（96

）
と
い
う
箇
所
で
は
、
む
し
ろ
「
無
知
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ュ
リ
ア
の
「
仮
面
」
に

だ
ま
さ
れ
た
と
悟
っ
た
と
き
の
ジ
ョ
ゼ
フ
は
、
自
分
が
今
ま
で
「
イ
ノ
セ
ン
ト
に
、
イ
グ
ノ
ラ
ン
ト
に
」
生
き
て
き
た

と
語
り
、
自
分
で
自
分
の
無
知
を
認
め
る
。
そ
し
て
裁
判
の
場
面
に
な
る
と
、
ジ
ョ
ゼ
フ
の
友
人
た
ち
が
、「
み
ん
な
で

彼
の
イ
ノ
セ
ン
ス
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（300

）
と
、「
無
実
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
ジ
ョ
ゼ
フ
の
イ
ノ
セ
ン
ス
は
多
く
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
ま
ず
は
彼
の
死
ん
だ

母
。
続
い
て
育
て
て
く
れ
た
叔
母
。
友
人
の
エ
ル
ウ
ッ
ド
。
妻
ジ
ュ
リ
ア
。
そ
し
て
最
愛
の
友
人
フ
ィ
リ
ッ
プ
。
何
よ

り
も
、
彼
は
自
分
自
身
を
イ
ノ
セ
ン
ト
と
規
定
し
て
い
る
。

彼
の
「
無
実
」
が
確
定
し
た
後
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
旅
に
出
る
が
、「
谷
」
を
見
出
す
前
、
こ
ん
な
内
容
の
手
紙
を
フ
ィ

リ
ッ
プ
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
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（
前
略
）
弱
点
が
一
つ
残
る
。
君
に
は
わ
か
る
だ
ろ
う
ね
。
顔
が
赤
く
な
る
よ
。
以
前
の
無イ
ノ
セ
ン
ス

邪
気
さ
と
無イ
グ
ノ
ラ
ン
ス知

が
恥
ず
か
し
い
。
間
違
っ
て
い
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
、
ボ
ク
は
あ
ま
り
に
男
ら
し
く
な
い

（unm
anly

）
よ
う
に
思
え
る
ん
だ
。
少
な
く
と
も
、
男
性
的
で
は
な
い
（unm

asculine

）
よ
う
に
ね
。
ボ
ク
は
人

生
の
う
わ
べ
で
愛
、
忠
誠
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
美
徳
を
求
め
た
。
穏
や
か
な
言
葉
づ
か
い
は
優
し
い
心
の
印
だ
と

信
じ
、
強
く
て
自
信
過
剰
な
、
違
う
型
で
作
ら
れ
た
人
が
近
づ
い
て
く
る
と
ボ
ク
は
傷
つ
い
た
。
で
も
こ
こ
に
、

女
性
の
心
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
誠
実
で
優
し
い
も
の
を
心
の
奥
底
に
持
つ
、
サ
ボ
テ
ン
の
よ
う
に
ト
ゲ
だ
ら
け

な
や
つ
が
い
る
。
何
の
保
証
も
な
く
百
ド
ル
貸
し
て
く
れ
る
知
人
よ
り
も
易
々
と
、
そ
う
い
う
や
つ
は
自
分
の
命

を
ボ
ク
の
た
め
に
賭
け
て
く
れ
る
。
君
の
い
う
投
機
家
に
様
々
な
形
で
出
会
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
連
中

だ
っ
て
ボ
ク
が
思
っ
て
い
た
ほ
ど
欲
得
ず
く
で
危
険
な
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

要
す
る
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
、
ボ
ク
は
人
間
性
と
い
う
も
の
と
折
り
合
い
が
よ
い
わ
け
だ
。
あ
の
別
の
性
質
は
あ

ま
り
し
っ
く
り
来
な
い
ん
だ
。（
後
略
）（350

）

こ
の
中
で
、
自
分
の
「
イ
ノ
セ
ン
ス
」
と
「
イ
グ
ノ
ラ
ン
ス
」
を
「
恥
じ
て
い
る
」
と
あ
る
。
彼
が
本
当
に
自
分
の

イ
ノ
セ
ン
ス
に
気
づ
き
、
そ
れ
か
ら
あ
る
意
味
で
脱
却
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
先
ほ
ど
引
用
し
て
お
い
た
イ
ノ
セ
ン
ス

の
状
態
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
方
向
、
つ
ま
り
、
自
分
の
中
の
本
当
の
性
質
に
目
覚
め
る
方
向
に
進
む
だ
ろ
う
。

目
覚
め
る
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
選
ぶ
は
ず
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
結
果
は
違
っ
た
。
し
か
も
そ
の
結
果
を
語
る
の

は
、
実
は
ジ
ョ
ゼ
フ
で
も
三
人
称
の
語
り
手
で
も
な
く
、
選
ば
れ
る
は
ず
だ
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
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作
者
が
顔
を
出
し
て
い
る
と
言
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

今
の
引
用
に
「
ア
ン
マ
ン
リ
ィ
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
た
が
、「
マ
ン
リ
ィ
」
と
い
う
言
葉
に
今
度
は
注
目
し
よ

う
。
こ
の
言
葉
は
前
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
彷
彿
さ
せ
る
と
い
っ
て
紹
介
し
た
「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で

用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
な
ら
え
ば
「
男
ら
し
い
愛
」
は
ま
た
「
男
性
同
士
の
愛
」
で
も
あ

り
う
る
と
述
べ
て
お
い
た
。
ジ
ュ
リ
ア
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
彼
女
に
反
論
す
る
と
き
に
ジ
ョ
ゼ
フ
は
、「
ボ
ク
に
は
も

う
一
つ
別
の
面
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
れ
た
ま
え
、
マ
ン
リ
ィ
な
自
尊
心
だ
」（257

）
と
言
う
が
、
こ
の
と
き
は

「
男
と
し
て
の
」
と
訳
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
へ
の
手
紙
で
は
、「
ア
ン
マ
ン
リ
ィ
」

を
「
ア
ン
マ
ス
キ
ュ
リ
ン
」
と
自
分
で
置
き
換
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
明
ら
か
に
、「
マ
ン
リ
ィ
」
は
「
男
ら
し
い
」

と
訳
す
べ
き
だ
。
少
し
時
代
が
下
る
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ム
＝

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
が
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
・
メ
イ
ン

と
い
う
偽
名
で
出
版
し
た
『
イ
ム
レ

―
覚
書
き
』（
一
九
〇
六
年
）
な
ど
に
お
い
て
も
、
男
性
の
魅
力
が
や
は
り
「
マ

ン
リ
ィ
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
（M

ayne, Im
re 61

）。
こ
の
作
品
は
、
女
っ
ぽ
い
男
と
の
間
に
し
か
同
性
同
士
の
愛

情
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
主
人
公
が
、
同
じ
よ
う
に
男
っ
ぽ
い
男
性
同
士
の
愛
情
の
存
在
を
確
認
す
る
と

い
う
物
語
で
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
、
好
意
的
で
明
確
な
ゲ

イ
小
説
を
最
初
に
書
き
出
版
し
た
ア
メ
リ
カ
人
男
性
」
に
よ
る
、
そ
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
（A

usten, P
laying 20

）。
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、「
マ
ン
リ
ィ
」
と
は
、「
男
ら
し
い
」
で
あ
る
と
共
に
「
男
性
同
士
の
」
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
男
ら
し
い
」「
男
性
同
士
の
」
愛
情
こ
そ
が
理
想
の
愛
情
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
意
味

で
、
テ
イ
ラ
ー
の
場
合
、「
男
ら
し
い
」
に
は
時
と
し
て
「
男
性
同
士
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
わ
ざ
と
欠
落
さ
せ
る
用
い
方
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が
さ
れ
て
い
る
。

怒
っ
た
ジ
ュ
リ
ア
が
ジ
ョ
ゼ
フ
に
言
う
言
葉
に
、「
い
い
こ
と
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヘ
ル
ド
は
ね
、
あ
な
た
の
あ
の
友

達
、
英
雄
、
お
そ
ら
く
は
あ
な
た
の
美
徳
と
性
格
の
鑑
で
あ
り
、
マ
ン
リ
ィ
で
高
貴
そ
の
も
の
の
あ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ヘ
ル
ド
は
ね
、
い
い
、
ミ
セ
ス
・
ホ
ー
プ
ト
ン
に
ぞ
っ
こ
ん
な
の
よ
」（165

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
マ
ン
リ
ィ
な
フ
ィ

リ
ッ
プ
が
女
性
に
恋
を
し
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
で
、「
男
性
同
士
の
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
は
ず
し
、「
マ
ン
リ
ィ
」

で
あ
れ
ば
対
象
を
女
に
求
め
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。「
男
ら
し
い
」「
男
性
同
士
の
」
と
い
う

二
重
の
意
味
の
上
で
成
立
す
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
な
「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
を
、
ど
う
も
テ
イ
ラ
ー
は
一
方
で
成
立
さ
せ
、

し
か
し
同
時
に
ず
ら
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
の
マ
ン
リ
ィ
と
い
う
言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
小
説
と
し
て
の
処
女
作
『
ハ
ン
ナ
・
サ
ー
ス
ト
ン
』（
一
八

六
四
年
）
に
も
見
ら
れ
る
。『
ハ
ン
ナ
・
サ
ー
ス
ト
ン
』
は
、
女
性
権
運
動
家
の
女
性
が
女
性
権
運
動
の
価
値
を
認
め
な

い
男
性
と
最
終
的
に
は
結
婚
し
、
自
分
の
主
張
を
捨
て
る
物
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
に
評
価
さ
れ

た
ら
し
い
。
女
性
の
権
利
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
も
女
性
性
に
こ
だ
わ
る
ヘ
ス
タ
ー
・
プ
リ
ン
を
描
く
ホ
ー
ソ
ー
ン
と
通

じ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か54
＊

。

作
品
の
粗
筋
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
テ
イ
ラ
ー
同
様
、
世
界
中
を
旅
し
て
き
た
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
・
ウ
ッ
ド
ベ
リ
ー

が
ア
メ
リ
カ
に
戻
っ
て
き
て
主
人
公
の
ハ
ン
ナ
・
サ
ー
ス
ト
ン
に
出
会
い
、
彼
女
に
惹
か
れ
て
い
く
。
ハ
ン
ナ
は
女
性

の
権
利
の
た
め
に
戦
う
闘
士
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
マ
ッ
ク
ス
の
求
愛
に
応
じ
て
結
婚
し
子
ど
も
を
儲
け
、
女
性
の
幸

せ
は
家
庭
に
あ
る
と
思
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
ハ
ン
ナ
は
彼
に
恋
を
す
る
こ
と
が
自
分
の
信
念
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
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と
い
う
発
言
を
し
、
事
実
上
今
ま
で
信
じ
て
き
た
こ
と
を
捨
て
去
り
、
彼
と
の
結
婚
を
選
ぶ
か
の
よ
う
な
決
断
を
す
る

の
だ
が
、
そ
れ
を
描
写
す
る
言
葉
に
、「
そ
の
一
瞥
で
、
マ
ン
フ
ッ
ド
の
強
い
魂
が
そ
の
女
性
に
面
と
向
か
い
、
そ
し
て

征
服
し
た
。
彼
は
自
分
の
勝
利
を
見
て
取
っ
た
が
、
見
て
取
っ
た
こ
と
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
覆
い
隠
し
、
彼
女
が
怯

え
な
い
よ
う
に
勝
ち
誇
っ
た
幸
福
感
を
抑
え
た
」
と
あ
る
（Taylor, H

annah 403

）。
こ
の
引
用
に
お
け
る
マ
ン
フ
ッ
ド

と
い
う
言
葉
は
、
女
性
に
恋
は
す
る
が
打
ち
負
か
す
の
は
男
性
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
男
性
的
な
性
質
を
表
し
て

い
る
。
彼
女
の
女
性
権
運
動
へ
の
信
念
喪
失
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
結
婚
後
、
昔
の
同
志
か
ら
女
性
権
運
動

の
演
説
を
依
頼
さ
れ
た
折
、
す
っ
か
り
信
念
も
自
信
も
失
っ
た
彼
女
は
夫
マ
ッ
ク
ス
の
提
案
に
従
い
、
彼
が
代
わ
り
に

演
説
を
行
う
こ
と
を
了
承
す
る
。
そ
の
夫
の
演
説
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
彼
が
妻
と
の
間
で
交
わ
し

て
い
て
、
私
た
ち
も
す
で
に
聞
き
知
っ
て
い
る
、
あ
の
同
じ
マ
ン
リ
ィ
な
見
解
を
繰
り
返
し
た
」（452

）。
男
で
あ
る
こ

と
に
、
い
か
に
作
者
が
こ
だ
わ
っ
て
い
た
か
、
こ
の
作
品
を
読
む
と
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
マ

ン
リ
ィ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
用
い
ら
れ
る
と
き
に
「
マ
ン
リ
ィ
」
と
い
う
言

葉
が
持
っ
て
い
た
二
つ
の
意
味
の
う
ち
、「
男
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
の
み
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
と
い
う
作
品
の
題
に
も
注
目
し
よ
う
。『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
の
「
友
達
」
は
単
数

形
で
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
章
の
初
め
の
方
で
紹
介
し
た
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
あ
っ
た
「
男
へ
の
男
の
愛
」
の
対
象
を
意
味

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
は
エ
ル
ウ
ッ
ド
を
指
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
の
出
会
い
以
来
、
ジ
ョ
ゼ

フ
の
裁
判
の
場
面
あ
た
り
ま
で
は
主
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
指
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
単
数
形
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
裁
判
の
場
面
以
降
、
こ
の
「
友
達
」
と
い
う
言
葉
は
複
数
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
そ
の
中
に
は
ル
ー



第七章　ベイヤード・テイラーの『ジョゼフと友達』

221

シ
ー
や
マ
デ
ラ
ン
な
ど
女
性
も
含
ま
れ
て
い
く
。
特
定
の
一
対
一
の
関
係
を
示
し
て
い
た
言
葉
が
意
味
の
変
化
を
受
け
、

不
特
定
の
関
係
を
示
す
言
葉
に
な
っ
て
い
く
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
う
る
語

は
、
使
用
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
意
味
が
収
斂
し
て
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
ぶ
方
向
に
進
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
拡

散
し
て
い
き
、
そ
も
そ
も
の
意
味
が
解
体
し
て
い
く
よ
う
な
用
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

作
者
は
な
ぜ
キ
ー
ワ
ー
ド
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
用
語
に
、
今
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
曖
昧
さ
、
も
し
く
は
混

乱
を
持
ち
込
む
の
か
。
意
図
し
て
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
作
者
自
身
の
混
乱
を
反
映
し
て
い
る
の
か
。
結
婚
と
い

う
ヴ
ェ
ー
ル
で
偽
装
し
て
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
を
描
く
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
執
拗
に
結
婚
に
つ
な

が
る
よ
う
な
言
葉
の
意
味
の
ず
れ
を
作
品
に
持
ち
込
む
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
逆
に
最
終
的
に
は
結
婚
す
る
の

が
正
し
い
と
本
当
に
信
じ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
な
に
や
ら
恨
み
辛
み
を
述
べ
た
後
で
ジ
ョ
ゼ
フ
と
妹
の
結
婚
を
、

最
後
の
最
後
に
ポ
ロ
ッ
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
暗
示
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
ラ
ス
ト
に
す
る
必
要
は
な
い
。
ジ
ョ
ゼ
フ
が
、

そ
し
て
時
折
顔
を
出
す
作
者
自
身
、
も
し
く
は
「
私
た
ち
」
と
い
う
語
り
手
に
、
客
観
的
な
事
実
と
し
て
結
婚
を
示
さ

せ
て
も
よ
か
っ
た
わ
け
だ
。
用
語
の
混
乱
と
思
え
る
こ
の
描
き
方
は
、
実
は
最
後
に
な
っ
て
唐
突
に
語
ら
れ
る
結
婚
へ

の
暗
示
に
備
え
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
こ
の
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
描
き
方
が
意
識
的
な
の
か
無
意
識
的
な
の

か
を
判
断
す
る
の
は
難
し
い
が
、
何
か
を
隠
そ
う
と
す
る
姿
勢
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

テ
イ
ラ
ー
は
二
十
五
歳
の
時
、
幼
な
じ
み
の
恋
人
メ
ア
リ
・
ア
グ
ニ
ュ
ー
と
の
結
婚
を
経
済
的
な
基
盤
が
で
き
る
ま

で
と
延
ば
し
延
ば
し
に
し
て
い
た
が
、
病
気
を
患
っ
て
い
た
彼
女
の
容
体
が
思
わ
し
く
な
く
、
先
が
長
く
な
い
と
危
ぶ

ま
れ
た
た
め
、
せ
め
て
数
日
で
も
テ
イ
ラ
ー
の
名
前
に
な
り
た
い
と
い
う
彼
女
の
最
後
の
願
い
に
応
じ
て
結
婚
し
て
い
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る
（W

erm
uth, B

ayard Taylor 42

）。
メ
ア
リ
は
結
婚
後
間
も
な
く
他
界
す
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
そ
の
後
も
各
地
を
旅
行
す

る
が
、
そ
の
旅
先
で
出
会
い
、
ア
フ
リ
カ
旅
行
を
共
に
し
た
オ
ー
ガ
ス
ト
・
ブ
フ
レ
ブ
と
い
う
年
上
の
ド
イ
ツ
人
男
性

に
関
し
、
テ
イ
ラ
ー
は
た
び
た
び
手
紙
の
中
で
触
れ
て
い
る
。
二
度
目
の
妻
マ
リ
ー
・
ハ
ン
セ
ン
は
こ
の
男
性
の
姪
で

あ
り
、
彼
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
。
最
初
の
妻
の
死
、
年
上
の
男
性
と
の
友
情
、
そ
し
て
そ
の
男
性
を
通
し
て
知
り
合
っ

た
女
性
と
の
結
婚
。『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
は
、「
ア
メ
リ
カ
最
初
期
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
詩
人
」、
フ
ィ
ッ
ツ
＝

グ

リ
ー
ン
・
ハ
レ
ク
（
一
七
九
〇
―
一
八
六
七
）
と
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ロ
ッ
ド
マ
ン
・
ド
レ
イ
ク
と
の
愛
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
す
る

説
も
あ
る
が（H

allock 6 &
 162–70

）、
テ
イ
ラ
ー
と
ブ
フ
レ
ブ
を
め
ぐ
る
実
話
は
、
な
に
や
ら
『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
の

筋
立
て
と
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

テ
イ
ラ
ー
は
旅
先
か
ら
母
に
宛
て
、
手
紙
を
再
々
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
手
紙
に
こ
の
男
性
に
つ

い
て
記
し
て
い
る
。
ま
ず
は
一
八
五
一
年
十
二
月
三
日
付
の
も
の
で
、
そ
の
男
性
が
「
裕
福
な
ド
イ
ツ
人
地
主
で
あ
り
、

四
十
五
歳
、
体
重
は
二
百
二
十
ポ
ン
ド
あ
り
、
ど
こ
を
と
っ
て
も
私
と
は
正
反
対
」
と
言
っ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
続

け
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
よ
り
も
誠
実
で
マ
ン
リ
ィ
な
性
質
を
、
よ
り
温
か
く
思
い
や
り
の
あ
る
心
を
、
私
は
知
り
ま
せ
ん
。

兄
を
愛
す
る
よ
う
に
私
は
そ
の
男
を
愛
し
、
彼
と
の
別
れ
は
悲
し
い
試
練
に
な
る
で
し
ょ
う
。
旅
行
の
間
中
、
彼

が
親
し
く
し
て
く
れ
思
い
や
り
を
示
し
て
く
れ
た
の
で
私
は
力
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。（
中
略
）
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
幸

せ
で
仲
む
つ
ま
じ
い
二
人
の
旅
人
が
ナ
イ
ル
川
で
見
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
地
元
で
彼
を
待
つ
妻
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が
い
な
け
れ
ば
、
彼
は
私
と
一
緒
に
白
ナ
イ
ル
川
や
パ
レ
ス
チ
ナ
、
ニ
ベ
ア
に
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（H
ansen-Taylor &

 Scudder 222

）

同
じ
く
母
に
宛
て
た
一
八
五
一
年
十
二
月
十
一
日
の
手
紙
で
は
、「
数
日
し
た
ら
お
別
れ
だ
ね
と
い
う
話
を
す
る
と
、
二

人
の
目
に
涙
が
溢
れ
て
き
た
」
と
ま
で
報
告
し
（H
ansen-Taylor &

 Scudder 222

）、
さ
ら
に
十
二
月
十
九
日
の
手
紙
で

は
、
こ
の
男
性
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
く
れ
た
の
か
、
事
細
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
彼
に
自
分
の
写
真

を
見
せ
る
と
彼
が
泣
き
出
し
て
し
ま
い
、
別
れ
際
に
も
う
一
度
そ
の
写
真
を
見
せ
て
く
れ
と
言
っ
た
と
書
い
て
い
る
。

「
彼
は
な
だ
め
る
よ
う
に
、
だ
け
ど
慰
め
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ん
な
風
に
私
に
話
せ
ば
よ
い
の
か
熟
知
し
て
い

た
の
で
、
今
ま
で
と
比
べ
私
は
強
く
な
っ
た
の
だ
と
感
じ
る
」
と
続
け
、
さ
ら
に
彼
と
の
再
会
を
約
束
し
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
（H

ansen-Taylor &
 Scudder 223–24

）。

こ
の
日
付
の
手
紙
に
は
、
編
者（
二
人
の
う
ち
一
人
は
テ
イ
ラ
ー
の
妻
、
ブ
フ
レ
ブ
の
姪
で
あ
る
）に
よ
る
注
が
付
い

て
い
て
、
ブ
フ
レ
ブ
が
自
分
の
妻
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、「
輝
か
し
い
若
者
な
ん
だ
。
君
が
い
な

か
っ
た
ら
彼
と
一
緒
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
」
と
ブ
フ
レ
ブ
の
側
で
も
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
（H

ansen-Taylor &
 

Scudder 224

）。

こ
の
手
紙
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
手
紙
を
母
に
書
き
送
っ
て
い
た
事
実
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
実

は
『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
で
、
ジ
ョ
ゼ
フ
と
母
と
の
関
係
に
触
れ
た
部
分
は
、
な
に
や
ら
暗
示
的
だ
。
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ジ
ョ
ゼ
フ
の
母
の
堅
苦
し
い
信
心
深
さ
は
、
彼
に
対
す
る
思
い
や
り
に
よ
っ
て
暖
ま
り
和
ら
げ
ら
れ
た
が
、
彼
は

そ
れ
を
軛
と
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
性
質
に
は
母
の
性
質
が
本
能
的
に
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
で
、
母
は
、

彼
の
若
い
心
に
自
分
が
く
っ
き
り
と
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。
そ
の
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
大マ

ン
フ
ッ
ド

人
の
男
に
近
づ
き
、
よ
り
難
し
い
勉
強
や
荒
っ
ぽ
い
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
よ
う
に
な
る
年
に
な
っ
て
も
、
母

は
息
子
の
子
供
時
代
を
引
き
延
ば
し
て
い
た
。
母
の
死
に
よ
っ
て
後
見
の
責
任
は
別
の
人
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た

が
、
彼
の
性
格
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。（22–23

）

実
は
こ
の
引
用
の
す
ぐ
前
の
部
分
、
母
の
愛
の
よ
う
な
愛
で
あ
ま
り
に
愛
さ
れ
る
と
、「
本
当
の
マ
ン
リ
ィ
ネ
ス
に
備
え

る
出
会
い
か
ら
後
込
み
す
る
」
と
あ
る
。
母
の
愛
に
よ
っ
て
「
マ
ン
リ
ィ
ネ
ス
」
に
至
る
術
を
失
っ
て
い
た
ジ
ョ
ゼ
フ

と
、「
マ
ン
リ
ィ
」
な
男
性
と
出
会
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
テ
イ
ラ
ー
と
の
間
に
、
あ
る
種
の
共
通
項
が
見
出
せ
る
。
た
だ
、

実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
作
者
が
用
い
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
作
者
は
作
中
人
物
と
十
分
な
距
離
を
と
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
場
合
は
ど
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
距
離
と
い
う
も
の
を
十
分
に
知
っ
た
上
で
、
作
者
が
そ

れ
を
利
用
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
。

当
時
の
親
し
い
友
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
ボ
ー
カ
ー
に
宛
て
た
一
八
五
二
年
四
月
四
日
付
の
手
紙
に
も
こ
ん
な
風
に
記
し
て

い
る
。ア

ス
ワ
ン
で
出
し
た
短
信
に
、
私
の
ド
イ
ツ
人
旅
行
仲
間
の
こ
と
を
書
き
ま
し
た
よ
ね
。
ナ
イ
ル
川
で
の
私
の
喜
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び
の
最
上
の
部
分
は
彼
の
思
い
や
り
と
高
貴
な
性
質
に
負
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
こ
に
彼
か
ら
来
た
手
紙
が
二
通

あ
り
ま
す
。
私
に
対
す
る
献
身
と
私
の
安
全
に
対
す
る
心
配
に
満
ち
た
手
紙
で
、
思
っ
て
い
た
以
上
に
、
私
は
そ

の
手
紙
に
感
動
し
て
い
ま
す
。
彼
の
妻
も
と
て
も
親
切
で
素
敵
な
手
紙
を
く
れ
、
彼
女
の
夫
に
対
す
る
私
の
友
情

に
感
謝
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
人
間
の
愛
情
の
新
た
な
局
面
で
、
今
ま
で
私
が
知
ら
な
か
っ
た
も
の
な
の
で

す
。
前
に
書
い
た
よ
う
に
、
彼
は
五
十
歳
の
男
で
、
誇
り
高
く
頑
固
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
生
涯
ず
っ
と
金
と
権

威
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
彼
は
、
女
の
愛
の
よ
う
な
愛
で
私
に
愛
着
を
持
っ
て
い
ま
す
。
私
に
対
し
て
彼

は
秘
密
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
過
去
の
生
活
は
、
良
い
も
の
で
あ
れ
悪
い
も
の
で
あ
れ
、
包
み
隠
さ
ず
私
に
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。
他
の
人
の
目
に
は
決
し
て
さ
ら
す
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
の
性
質
の
奥
深
く
ま
で
私
は
覗
き
込
み

ま
し
た
。
自
分
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
私
の
悲
し
み
に
入
り
込
み
、
ま
る
で
母
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
私

の
過
去
の
話
に
涙
を
流
し
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
か
ら
来
た
手
紙
で
、
あ
な
た
が
尋
ね
た
の
と
同
じ
質
問
を
彼
は
私

に
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
私
が
平
安
を
見
出
せ
な
い
な
ら
、
す
ぐ
に
で
も
彼
の
家
に
来
て
、
夏
を
過
ご
す
よ
う
、

私
に
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
二
人
が
別
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
自
然
は
も
は
や
彼
に
は
理
解
で
き
る
言
語
で
は

な
い
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
体
験
っ
て
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

ず
っ
と
自
分
に
問
い
か
け
て

い
る
ん
で
す
。「
一
体
、
私
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
値
す
る
の
だ
ろ
う
か
」
っ
て
。
神
の
御
心
、
運
命
の
裁
き
に
逆

ら
っ
て
、
私
が
狂
っ
た
よ
う
に
抗
議
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
値
し
ま
せ
ん
。
あ
の
砂
漠
で
の
自
由
な
生
活
、
拘
束
も

権
威
も
ま
っ
た
く
な
い
状
態
、
私
の
船
や
隊
商
に
対
し
て
私
が
負
わ
ざ
る
を
え
な
い
指
揮
権
、
す
ば
ら
し
い
、
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
国
を
見
る
興
奮
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
全
て
、
私
の
性
質
が
健
康
的
な
調
子
を
取
り
戻
す
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の
に
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身
の
本
能
が
正
し
い
道
を
指
し
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
経
験
以
外

の
何
も
、
こ
の
よ
う
な
奇
跡
を
行
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
何
年
も
経
っ
た
後
で
、
私

が
た
だ
た
だ
願
っ
た
諦
め
の
境
地
が
、
す
で
に
私
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
昔
感
じ
た
心
の
う
ず
き

が
戻
っ
て
く
る
と
き
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
最
大
の
苦
闘
は
終
わ
っ
た
の
で
す
。

（W
erm

uth, Selected L
etters 96–97

）

テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
ブ
フ
レ
ブ
と
の
友
情
が
、「
今
ま
で
私
が
知
ら
な
か
っ
た
」、「
人
間
の
愛
情
の
新
た
な
局
面
」
で

あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
上
で
、
ブ
フ
レ
ブ
の
方
が
テ
イ
ラ
ー
に
「
女
の
愛
の
よ
う
な
愛
で
私
に
愛
着
を
持
っ
て
い
ま
す
」

と
す
る
。
し
か
も
ブ
フ
レ
ブ
の
態
度
は
「
母
親
だ
っ
た
ら
す
る
よ
う
な
」
態
度
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
こ
の
男
性
を
「
マ

ン
リ
ィ
」
で
あ
る
と
言
い
、
も
う
一
方
で
は
「
母
」
の
よ
う
な
「
女
の
愛
」
で
接
し
て
く
る
と
言
う
。

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
は
「
マ
ン
リ
ィ
」
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
。
こ
だ
わ
ら

な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
で
男
性
同
士
の
愛
情
を
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
よ
う
に
「
男
ら
し
い
」「
男
性
同
士

の
」「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
よ
う
と
も
し
て
み
た
。
と
ら
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
自
分
を
よ
く
わ

か
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
い
く
ら
そ
う
願
っ
て
も
彼
の
中
で
そ
の
愛
が
、「
男
性
同
士
の
」
と
い
う
意
味
に
お
い

て
「
マ
ン
リ
ィ
」
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
愛
情
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
男
性
へ
の
愛
も
、

い
わ
ゆ
る
「
男
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
で
「
マ
ン
リ
ィ
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
か
な
ぐ
り
捨
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
。
キ
ン
メ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
マ
ン
フ
ッ
ド
は
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
証
明
さ
れ
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
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（K
im

m
el 23

）
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
彼
自
身
の
心
の
中
の
欺
瞞

が
、『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
に
投
影
さ
れ
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
八
七
一
年
、『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
を
発
表
し
た
翌
年
、『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
』
誌
に
、
テ
イ
ラ
ー

は
「
双
子
の
愛
」
と
題
す
る
短
編
を
発
表
し
て
い
る
。
二
人
が
離
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
ジ
ョ

ナ
サ
ン
と
母
が
名
付
け
た
双
子
が
主
人
公
の
話
だ
。
片
時
も
離
れ
る
こ
と
な
く
二
人
は
「
一
つ
の
人
生
を
生
き
て
」
い

た
が
、
母
の
死
後
、
父
の
願
い
で
二
人
は
離
れ
ば
な
れ
の
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
生
ま
れ
た
場

所
を
離
れ
る
。
久
し
ぶ
り
に
再
会
す
る
と
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
は
ル
ー
ス
と
い
う
名
の
女
性
を
紹
介
し
た
い
と
い
う
。
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
も
ル
ー
ス
を
気
に
入
る
が
、
し
か
し
、
二
人
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ル
ー
ス
の
困
惑
を
目
に
し
、
デ

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
再
び
旅
に
出
る
。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
と
ル
ー
ス
は
結
ば
れ
、
三
人
の
子
ど
も
に
恵
ま
れ
る
。
そ
し
て
ル
ー
ス

の
体
調
が
悪
く
な
る
。
自
分
の
死
が
近
い
と
わ
か
っ
た
ル
ー
ス
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
を
呼
び
戻
そ
う
と
提
案
す
る
。
戻
っ

て
き
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
に
看
病
さ
れ
な
が
ら
、
二
人
は
お
互
い
の
存
在
が
あ
っ
て
お
互
い
が
完
成
す
る

こ
と
を
、
ル
ー
ス
は
目
の
当
た
り
に
す
る
。
ル
ー
ス
が
亡
く
な
る
と
、
彼
女
の
死
が
二
人
を
結
び
つ
け
て
く
れ
た
と
感

謝
し
、
二
人
は
共
に
父
と
し
て
、
子
ど
も
を
育
て
る
の
で
あ
る
（Taylor, “Tw

in-L
ove ” 169–92

）。

「
双
子
の
愛
」
の
主
人
公
の
名
前
は
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
だ
。
第
二
章
で
も
紹
介
し
た
が
、
こ
の
名
前
は
聖

書
に
由
来
す
る
。
ま
た
、『
タ
イ
ピ
ー
』
を
論
じ
た
章
で
言
及
し
た
「
ダ
モ
ン
と
ピ
ュ
テ
ィ
ア
ス
」
に
並
び
、
同
性
間
の

友
情
・
愛
情
を
表
す
の
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
名
前
で
あ
る
。
ヨ
ナ
タ
ン
（
＝
ジ
ョ
ナ
サ
ン
）
の
死
を
悼
む
ダ
ビ
デ
（
＝
デ

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
）の
言
葉
、「
あ
な
た
が
私
を
愛
す
る
の
は
世
の
常
の
よ
う
で
な
く
、
女
の
愛
に
も
ま
さ
っ
て
い
た
」（
サ
ム
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エ
ル
記
下
第
一
章
二
十
六
節
）
と
あ
る
か
ら
だ
。
J
・
Z
・
エ
グ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
愛
」
と
訳

さ
れ
る
言
葉
の
元
の
語
に
は
「
官
能
的
な
含
み
」
が
あ
り
、
肉
体
的
な
関
係
の
な
い
友
情
関
係
と
通
例
み
な
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
（E

glinton 5

55
＊4

）。
こ
の
聖
書
の
言
葉
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
読
み
を
誘
い
、
芸
術
家
を

刺
激
し
て
き
た
（C

onner, et al. 120–21

）。
例
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ア
デ
ィ
ン
ト
ン
・
シ
モ
ン
ズ
の
一
八
七
八
年
に
出
版
し
た

詩
集
に
収
め
ら
れ
た
「
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
の
出
会
い
」
と
題
す
る
詩
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン

を
「
双
子
の
鷲
」
や
「
双
子
の
ノ
ロ
ジ
カ
」
に
喩
え
る
。
二
人
が
見
つ
め
合
う
と
、「
双
子
の
生
活
が
一
つ
の
尖
っ
た
炎

の
輝
き
と
な
り
」、
そ
し
て
「
二
人
が
キ
ス
を
す
る
と
、
心
に
心
が
強
く
結
び
つ
き
、
幸
福
に
幸
福
が
結
び
つ
く
」（C

onner, 

et al. 121; Frontain 119

）。「
心
と
心
が
強
く
結
び
つ
き
」
と
い
う
表
現
は
、
第
五
章
で
紹
介
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ

ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
に
出
し
た
手
紙
の
フ
レ
ー
ズ
を
思
い
出
さ
せ
る
が
、

「
双
子
」
と
形
容
す
る
点
な
ど
、
驚
く
ほ
ど
テ
イ
ラ
ー
の
「
双
子
の
愛
」
に
近
い
発
想
で
書
か
れ
て
い
る
。
シ
モ
ン
ズ
の

場
合
は
双
子
と
い
う
設
定
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
怪
し
ま
れ
る
こ
と
な
く
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
滑
り
込
ま
せ

よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
「
双
子
の
愛
」
の
場
合
も
ロ
バ
ー
ト
・
K
・
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
双
子
と
い
う
設

定
は
愛
情
表
現
を
可
能
に
す
る
「
巧
み
な
言
い
抜
け
」
と
考
え
る（M

artin, H
om

osexual Tradition 101

）。
し
か
し
、「
マ

ン
リ
ィ
」
と
い
う
言
葉
が
「
男
性
同
士
の
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
、
そ
の
結
果
性
的
な
関
係
に
移
行
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
双
子
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
歯
止
め
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
く
も
な
い
。

テ
イ
ラ
ー
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
、
自
分
の
書
い
た
詩
を
同
封
し
た
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
二
人
の

関
係
で
私
た
ち
に
知
り
得
る
の
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、「
一
八
七
六
年
に
テ
イ
ラ
ー
は
『
ト
リ
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ビ
ュ
ー
ン
』
誌
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
攻
撃
す
る
連
載
記
事
を
書
い
た
」
事
実
と
（M

artin, H
om

osexual Tradition 104

）、

一
八
七
七
年
三
月
二
十
三
日
に
友
人
ポ
ー
ル
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
ヘ
イ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「
先
日
、
通
り
を
歩
い

て
い
た
ら
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
出
会
っ
た
が
、
と
て
も
元
気
そ
う
だ
っ
た
。
彼
の
崇
拝
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ

る
哀
れ
な
お
話
に
も
か
か
わ
ら
ず
ね
」
と
い
う
言
葉
だ
け
だ
（W

erm
uth, Selected L

etters 466

）。
こ
う
い
っ
た
事
実
か

ら
推
察
す
る
と
、「
男
性
同
士
」
の
「
男
ら
し
い
」
愛
を
「
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

に
比
べ
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
マ
ン
リ
ィ
」
と
い
う
言
葉
の
二
つ
の
意
味
の
狭
間
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
、
言
っ
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



230

第
八
章

マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
個
人
的
な
回
想
』

埋
葬
さ
れ
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

ト
ウ
ェ
イ
ン
、
テ
イ
ラ
ー
、
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド

第
七
章
の
冒
頭
で
、
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
と
同
じ
く
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
に
大
き
な
刺
激
を
受
け

た
作
家
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
レ
ン
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
の
名
を
挙
げ
た
。
テ
イ
ラ
ー
と
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
は
共
に
、
マ
ー

ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
と
接
触
が
あ
る
事
実
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
本
章
を
始
め
よ
う
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
は
す
で
に
旅
行
記
作
家
と
し
て
名
を
は
せ
て
い
た
。
ま
た
、
一
八
七
〇
年
か
ら
七

一
年
に
か
け
て
出
版
し
た
、
ゲ
ー
テ
作
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
英
語
訳
も
評
判
に
な
っ
て
お
り
、
一
八
七
六
年
、
フ
ィ
ラ

デ
ル
フ
ィ
ア
で
行
わ
れ
た
建
国
百
周
年
記
念
式
典
で
は
国
を
代
表
し
て
詩
を
朗
読
し
た
。「
地
位
を
確
立
し
た
す
べ
て
の

詩
人
が
慎
重
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
無
視
し
た
」（L

oving 233

）
の
と
は
対
照
的
だ
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
、
一
八
七
八
年
、
ド

イ
ツ
公
使
と
な
り
旅
立
つ
テ
イ
ラ
ー
と
出
会
い
、
送
別
会
で
短
い
ス
ピ
ー
チ
も
行
い
、
大
西
洋
航
路
を
共
に
し
、
ド
イ
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ツ
で
は
友
人
と
し
て
親
し
く
し
て
い
た（L

oving 233–35; R
asm

ussen 452

）。
一
方
、
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
と
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
、

一
八
六
〇
年
代
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
時
代
に
文
学
仲
間
と
し
て
知
り
合
い
、
そ
の
後
親
交
を
持
ち
続
け
た
が
、
注
目
す

べ
き
は
一
八
七
三
年
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
妻
オ
リ
ヴ
ィ
ア
を
同
伴
せ
ず
、
一
人
で
イ
ギ
リ
ス
に
講
演
旅
行
を
し
た
折
に
、

ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
を
個
人
的
な
秘
書
に
雇
い
、
秘
書
兼
飲
み
仲
間
と
し
て
二
ヶ
月
ほ
ど
同
じ
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
て
い
た
事

実
だ
（L

oving 198; A
usten, G

enteel P
agan 65–67

）。
イ
ギ
リ
ス
行
き
に
際
し
、
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
は
ア
ン
ブ
ロ
ー
ズ
・
ビ

ア
ス
か
ら
、「
考
え
方
や
振
る
舞
い
方
が
個
性
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
み
ん
な
悪
い
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
理

解
で
き
な
い
人
も
い
て
、
そ
う
い
っ
た
人
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
軽
い
一
言
や
不
注
意
な
行
動
が
書
き
留
め
ら
れ
、
論

評
さ
れ
る
。（
中
略
）
だ
か
ら
、
周
囲
に
気
を
つ
け
て
歩
き
な
さ
い
。（
中
略
）
風
変
わ
り
な
外
見
は
避
け
な
さ
い
」
と
忠

告
を
受
け
た
ほ
ど
、
自
分
の
振
る
舞
い
を
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
（G

enteel P
agan 65–66

）、
ト
ウ
ェ
イ
ン
も
ス

ト
ッ
ダ
ー
ド
を
「
知
る
限
り
も
っ
と
も
純
粋
な
男
性
」
と
評
価
す
る
一
方
で
、「
と
て
も
素
敵
な
女
の
子
」
と
呼
ん
だ
こ

と
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（G

enteel P
agan 20

）。
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
の
伝
記
で
ロ
ジ
ャ
ー
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、「
マ
ー

ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
を
連
れ
回
す
の
を
好
ん
だ
が
、
そ
れ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
的
『
レ
ッ
ド
ス
キ
ン
た

ち
』
と
異
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
は
な
く
、
異
な
っ
て
い
た
か
ら
」
で
あ
り
、「
イ
ギ
リ
ス
人
と
折
り
合
い
を

付
け
る
に
は
『
ペ
ー
ル
フ
ェ
イ
ス
』
の
秘
書
を
雇
う
の
が
得
策
だ
っ
た
」
か
ら
だ
と
述
べ
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
を
始
め
と
す

る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
経
由
で
イ
ギ
リ
ス
に
来
た
が
さ
つ
な
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
旅
行
者
た
ち
と
比
べ
、
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド

が
い
か
に
お
上
品
で
あ
っ
た
か
を
伝
え
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
を
秘
書
と
し
た
理
由
を
、

「
両
性
具
有
的
性
質
ゆ
え
に
、
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
は
誰
に
と
っ
て
も
魅
力
的
な
連
れ
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
男
性
的
で
な
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い
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
と
い
る
こ
と
で
自
分
の
男
性
性（m

asculinity

）が
高
め
ら
れ
る
男
に
と
っ
て
、
歓
迎
す
べ
き
連
れ
で

あ
っ
た
」
と
推
察
し
て
い
る
（G

enteel P
agan 67

）。

「
マ
ン
リ
ィ
」
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
テ
イ
ラ
ー
と
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
に
「
素
敵
な
女
の
子
」
と
称
さ
れ
た
ス
ト
ッ

ダ
ー
ド
と
で
は
、
自
ら
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
結
び
つ
き
の
認
識
に
お
い
て
、
対
照
的
で
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
こ
の
二
人
に
言
及
し
て
お
く
こ
と
は
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
秘
め
た
一
面
を
論
じ

る
こ
と
に
な
る
本
章
の
枕
に
ふ
さ
わ
し
い
。

マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

ト
ウ
ェ
イ
ン
の
小
説
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
個
人
的
な
回
想
』（
以
下
、『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』）
は
、
一
八
九
五

年
、『
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
誌
に
連
載
が
始
ま
っ
た
。
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
と
同
郷
、
そ
し
て
戦
闘
を
共
に
戦
っ

た
ル
イ
・
ド
・
コ
ン
ト
氏
の
記
録
を
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
デ
ン
が
翻
訳
し
た
と
い
う
体
裁
で
世
に
出
て
い
る

（Tadie 9

）。
単
行
本
と
し
て
一
八
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
際
も
、
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
名
前
は
つ
い
て

い
な
か
っ
た
（R

asm
ussen 262

）。
つ
ま
り
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
、
自
分
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
試
み
た
と
言
え
る
。

匿
名
に
し
た
の
は
、「
自
分
の
主
題
か
ら
心
理
的
な
距
離
を
と
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」（Tadie 12

）。

「
自
分
の
名
前
が
つ
い
て
い
る
と
、
本
が
真
面
目
に
受
け
と
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。（
中
略
）
こ
れ
は
真
面
目
な
本
な

の
だ
。
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
ど
れ
よ
り
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
。
匿
名
で
書
こ
う
と
思
う
」
と
妻
オ
リ



第八章　マーク・トウェインの『ジャンヌ・ダルクの個人的な回想』

233

ヴ
ィ
ア
と
娘
ス
ー
ジ
ー
に
語
っ
た
そ
う
だ
が
（E

m
erson 209

）、
築
い
て
き
た
名
声
を
気
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一

八
九
二
年
、
本
の
構
想
が
出
発
し
た
時
点
で
は
出
版
の
意
図
が
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
金
儲
け
の
た
め
で
は
な
く
、
愛
の

た
め
に
、
家
族
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
」
書
い
た
と
、
友
人
へ
の
手
紙
に
記
し
て
い
る（E

m
erson 208

）。
し
か
し
ト
ウ
ェ

イ
ン
は
、「
聖
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
と
題
し
た
短
い
エ
ッ
セ
イ
を
一
九
〇
四
年
に
発
表
し
、
こ
の
時
点
で
は
ジ
ャ
ン

ヌ
・
ダ
ル
ク
を
賞
賛
す
る
気
持
ち
を
堂
々
と
表
明
し
て
い
る
。
小
説
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
と
エ
ッ
セ
イ
「
聖
ジ
ャ

ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
に
見
ら
れ
る
、
こ
の
微
妙
な
作
者
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
は
、
基
本
的
に
は
史
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
小
説
に
す
る
た
め
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

創
作
し
、
独
自
の
語
り
手
を
編
み
出
す
な
ど
、
様
々
な
意
匠
を
凝
ら
し
て
は
い
る56
＊

。
し
か
し
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
「
聖
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
で
も
強
調
し
て
見
せ
る
ジ
ャ
ン
ヌ
の
「
少
女
」
の
側
面
だ
（Tw

ain, “Joan ” 

451–5

57
＊2

）。
語
り
は
全
体
に
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
で
、
客
観
的
に
見
て
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
代
表
作
と
言
う
の
は
難
し
い
だ
ろ

う
（C

am
 eld 200

）。
主
人
公
が
あ
ま
り
に
理
想
的
で
あ
る
点
や
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
善
良
さ
が
過
剰
に

悪
と
対
置
さ
れ
て
い
る
点
へ
の
批
判
も
あ
り
、
で
き
の
よ
い
作
品
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
（Tadie 13–14

）。
た
だ
し
、

ト
ウ
ェ
イ
ン
の
作
品
中
、
女
性
を
主
人
公
と
す
る
数
少
な
い
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
自
身
は
と
い
う
と
、

こ
の
作
品
を
気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
、
ま
た
気
に
な
っ
て
い
た
作
品
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る58
＊

。
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
晩

年
、「
エ
ン
ジ
ェ
ル
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
」
と
名
づ
け
た
少
女
た
ち
と
交
際
す
る
な
ど
、
少
女
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
示
し
て

い
る
が
、
少
女
に
対
す
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
当
時
、
果
た
し
て
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
抱
い
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
晩
年

の
伝
記
『
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
別
の
女
性

―
晩
年
の
隠
さ
れ
た
物
語
』
で
ロ
ー
ラ
・
ス
キ
ャ
ン
デ
ラ
＝

ト
ロ
ン
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ブ
リ
ー
が
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
エ
ン
ジ
ェ
ル
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
と
付
き
合
う
こ
と
を
、
娘
ク
ラ
ラ
は
嫌
が
っ
て
い
た
と
伝
え

る
。
し
か
し
ト
ウ
ェ
イ
ン
本
人
は
気
に
も
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
（Skandera-T

rom
bley, O

ther W
om

an 148 &
 248

）。

そ
の
事
実
を
考
え
る
と
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
少
女
た
ち
に
抱
い
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
で
は
、
ト
ウ
ェ
イ
ン

は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
少
女
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
だ
わ
り
の
背
後
に
潜
み
、
作
者
を
こ
の
作
品
執
筆
へ
と
駆
り

立
て
た
原
動
力
は
何
か
。

こ
の
問
題
に
は
作
者
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
議
論
が
関
わ
っ
て
い
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い

る
が
、
本
章
で
は
そ
の
点
を
念
頭
に
、
作
品
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
男
性
と
し
て
ア
イ

コ
ン
的
存
在
で
あ
る
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
と
い
う
作
家
に
お
い
て
も
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
創
作
活
動
の

深
い
と
こ
ろ
で
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
リ
ン
ダ
・
A
・
モ
リ
ス
の
『
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ

イ
ン
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
プ
レ
イ

―
異
性
装
と
違
反
』
の
よ
う
に
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
注
目
す
る

批
評
は
多
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
に
切
り
込

む
批
評
が
多
い
と
は
言
え
な
い
現
状
が
あ
る59
＊

。

『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
レ
メ
ン
ス
が
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
は
な
く
、

「
ル
イ
・
ド
・
コ
ン
ト
氏
の
記
録
を
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
デ
ン
が
翻
訳
し
た
」
と
い
う
体
裁
を
と
る
。
二
重
に

も
、
三
重
に
も
作
者
と
登
場
人
物
と
の
間
に
防
御
線
を
は
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
う
い
っ
た
、
作
者
と
の
距
離
を
取
る
体

裁
で
あ
る
以
上
、
語
り
手
の
設
定
は
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
幼
な
じ
み
で
、
出
征
後
も
ジ
ャ
ン
ヌ
と
行
動
を
共
に
し
た
、

ル
イ
・
ド
・
コ
ン
ト
と
い
う
人
物
が
、
一
四
九
二
年
、
八
十
二
歳
の
時
点
で
「
子
ど
も
の
頃
、
そ
し
て
若
者
で
あ
っ
た
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頃
」（27

）
の
思
い
出
を
語
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
結
論
を
先
回
り
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
ヌ
と
行
動
を
共
に
し
た

時
点
に
お
け
る
語
り
手
と
八
十
二
歳
の
時
点
の
語
り
手
が
、
ジ
ャ
ン
ヌ
に
対
し
て
異
な
る
期
待
を
持
っ
て
い
る
と
思
え

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
少
女
の
枠
を
超
え
る
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
物
語
を
ジ
ャ
ン
ヌ
が
少
女
で
あ
る
こ
と

を
願
い
続
け
る
語
り
手
に
語
ら
せ
る
構
造
を
、
こ
の
作
品
は
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
こ

の
作
品
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
者
の
隠
さ
れ
た
願
望
が
露
見
す
る
。
い
や
む
し
ろ
、
隠
す
べ
き
願
望
の
隠
蔽
工
作

が
見
え
て
く
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
か
。
隠
蔽
す
べ
き
も
の
は
、
作
者
の
内
に
潜
む
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

へ
と
向
か
う
性
向
で
あ
る
。

ト
ウ
ェ
イ
ン
の
作
品
に
潜
む
無
邪
気
な
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
や
は
り
レ
ス
リ
ー
・

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（Fiedler, “C

om
e B

ack ” 664–71

）。
し
か
し
そ
の
後
、
こ
の
問
題
は
あ
ま
り
論
じ
て

こ
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
イ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
盛
ん
に
な
り
、
一
九
七
七
年
の
ロ

ジ
ャ
ー
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
る
同
性
愛
ア
メ
リ
カ
文
学
史
以
降
、
ア
メ
リ
カ
文
学
に
見
ら
れ
る
同
性
愛
的
傾
向
を
持

つ
作
品
の
発
掘
な
ど
も
進
ん
で
き
て
い
る
が
、
一
九
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
レ
ヴ
ィ
ン
の
同
性
愛
ア
メ

リ
カ
文
学
史
で
も
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
言
語
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
（L

evin 7

）。
一
九
九
八
年

に
書
か
れ
た
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ウ
ッ
ズ
に
よ
る
『
ゲ
イ
文
学
の
歴
史
』
で
も
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
説
を
紹
介
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
（W

oods 160

）。
し
か
し
一
九
九
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ホ
フ
マ
ン
に
よ
る
伝
記
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の
成
果
は
注
目
に
値
す
る
。
ホ
フ
マ
ン
は
一
九
九
五
年
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
』
誌
に
発
表
し
た
論

文
で
、
従
来
の
ト
ウ
ェ
イ
ン
に
関
す
る
伝
記
が
あ
ま
り
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
一
八
六
〇
年
代
の
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
サ
ン
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フ
ラ
ン
シ
ス
コ
時
代
に
注
目
す
る
。
同
性
愛
的
傾
向
を
持
つ
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
た
ち
と
の
交
流
を
指
摘
し
、
そ
こ
を
出
発
点

に
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
レ
メ
ン
ス
か
ら
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
へ
と
変
貌
す
る
秘
密
を
伝
記
で
示
そ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
ハ
ロ
ル
ド
・
K
・
ブ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
ホ
フ
マ
ン
の
伝
記
に
対
す
る
様
々
な
反
応
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ

を
読
め
ば
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
研
究
に
お
い
て
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
主
題
を
探
求
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る

か
、
よ
く
わ
か
る
（B

ush 100–07

）。
ホ
フ
マ
ン
の
伝
記
に
対
す
る
批
評
家
の
反
応
に
は
、
研
究
が
実
証
的
で
あ
ろ
う
と

す
る
以
上
に
、
た
ぶ
ん
に
感
情
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
・

フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
が
編
ん
だ
『
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
へ
の
歴
史
的
ガ
イ
ド
』（
二
〇
〇
二
年
）
に
収
め
ら
れ
た
ス
ー
ザ
ン
・

K
・
ハ
リ
ス
の
「
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
も
、「
ト
ウ
ェ
イ
ン
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
項

目
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
に
つ
な
が
る
問
題
へ
の
言
及
は
な
い
（H

arris 163–93

）。
も
ち
ろ

ん
、
明
示
的
に
描
か
れ
な
い
も
の
を
証
拠
立
て
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
批
評
史
に
登
場
し
な
い
の
も
無
理

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

イ
ヴ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
、
二
十
世
紀
の
様
々
な
問
題
は
十
九
世
紀
末
に
端
を
発
す
る
ホ
モ
／
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
の
定
義
の
危
機
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
（Sedgw

ick, E
pistem

ology 1

）、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

考
え
る
と
き
、
確
か
に
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
は
と
て
も
重
要
な
時
期
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
章
で
も
紹
介

し
て
き
た
よ
う
に
、「
新
し
い
女
」
が
登
場
し
、
女
子
の
進
学
者
の
増
加
に
伴
い
ボ
ス
ト
ン
・
マ
リ
ッ
ジ
と
呼
ば
れ
る
結

婚
し
な
い
女
性
同
士
の
関
係
が
話
題
に
な
り
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ー

ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ル
リ
ヒ
ス
が
同
性
愛
を
擁
護
す
る
た
め
に
用
い
た
「
ウ
ラ
ニ
ア
ン
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
八
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六
〇
年
代
に
す
で
に
、
ア
メ
リ
カ
で
も
議
論
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
（H
ogan 551–52

）。
一
方
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
ど
の

都
会
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ョ
ー
ン
シ
ー
が
論
じ
る
よ
う
に
、
移
民
の
流
入
に
伴
い
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る

様
々
な
現
象
が
表
出
し
て
い
っ
た
（C

hauncey 1–29

）。
十
九
世
紀
末
を
そ
の
よ
う
な
時
代
と
と
ら
え
る
と
き
、
若
い
頃

か
ら
関
心
を
持
っ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
を
主
題
に
し
て
こ
の
時
期
に
作
品
を
書
く
こ
と
の
背
景
に
は
、
ト
ウ
ェ

イ
ン
も
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

作
品
の
背
後
に
は
作
者
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
作
者
自
身
の
姿
を
一
番
よ
く
語
る
の
は
自
伝
や
エ
ッ
セ
イ
で
は
な

く
、
作
者
が
創
作
し
た
小
説
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
小
説
世
界
を
生
み
出
す
と
き
、
作
者
は
自
分
を
完
全
に
殺
す
こ
と

は
難
し
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
が

こ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
原
動
力
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

語
り
手
の
「
二
重
の
特
性
」

語
り
手
は
自
ら
、
自
分
は
「
小
姓
と
秘
書
の
二
重
の
特
性
（“m

y double quality of page and secretary ”

）（287

）

を
持
つ
と
定
義
す
る
。
こ
の
作
品
の
作
者
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
一
人
称
の
語
り
手
ル
イ
・
ド
・
コ
ン
ト
氏
を
、

ト
ウ
ェ
イ
ン
は
タ
イ
ト
ル
で
も
ジ
ャ
ン
ヌ
の
「
小
姓
で
秘
書
」
と
示
し
て
い
る
。
作
者
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
語
り
手
の
「
二

重
の
特
性
」
を
、
い
わ
ば
意
図
し
て
持
ち
込
ん
で
い
る
の
だ
が
、
読
者
の
立
場
と
し
て
見
た
場
合
、「
二
重
の
特
性
」
は

別
の
意
味
を
持
っ
て
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
初
に
そ
の
二
重
性
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
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語
り
手
ル
イ
・
ド
・
コ
ン
ト
は
同
じ
年
頃
の
少
年
と
し
て
ジ
ャ
ン
ヌ
と
行
動
を
共
に
し
た
者
で
あ
る
。
小
姓
と
し
て

物
語
に
参
加
し
、
ジ
ャ
ン
ヌ
に
憧
れ
一
体
に
な
ろ
う
と
す
る
少
年
で
あ
る
。
も
う
一
方
で
語
り
手
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
行

動
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
秘
書
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
ジ
ャ
ン
ヌ
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
老
人
の
語
り
手
で
あ
る
。

少
女
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
兵
士
と
し
て
男
性
的
に
振
る
舞
う
こ
と
を
称
揚
す
る
若
い
頃
の
コ
ン
ト
が
一
方
に
い
る
。
も

う
一
方
に
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
を
少
女
で
あ
る
と
再
定
義
し
よ
う
と
す
る
老
年
の
コ
ン
ト
が
い
る
。
共
に
少
女
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
点
で
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
し
か
し
、
二
人
の
語
り
手
が
想
定
す
る
少
女
は
同
じ
だ
ろ
う
か
。

「
彼
女
の
性
に
ふ
さ
わ
し
い
礼
儀
作
法
を
打
ち
捨
て
、
不
遜
に
も
男
装
し
兵
士
と
し
て
振
る
舞
っ
た
」（377

）
こ
と
が

ジ
ャ
ン
ヌ
の
罪
状
で
あ
っ
た
が
、
幼
い
少
女
で
あ
れ
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
兵
士
」

と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
に
も
何
の
抵
抗
も
な
い
は
ず
だ
。
作
品
の
第
三
部
に
入
り
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
処
刑
が
暗
示
さ
れ
る

と
、
語
り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ
の
「
少
女
性
」
を
強
調
し
、「
女
性
」
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
と
分
化
す
る
以
前
の
状
態
に
連
れ
戻
す

こ
と
に
よ
り
、
ジ
ャ
ン
ヌ
を
救
お
う
と
す
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
裁
判
で
ジ
ャ
ン
ヌ
の
男
装
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
、

ジ
ャ
ン
ヌ
を
貶
め
よ
う
と
す
る
大
人
の
男
た
ち
の
悪
を
強
調
し
、
若
か
っ
た
頃
を
思
う
郷
愁
が
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ

た
語
り
口
で
語
り
手
は
、「
彼
女
の
お
さ
な
い
自
己
と
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
兵
士
言
葉
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」、「
彼
女
の
少

女
ら
し
い
お
さ
な
い
個
性
と
彼
女
が
口
に
す
る
話
題
の
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」
を
持
ち
出
し
て
く
る
（346

）。
少
女
性

と
兵
士
で
あ
る
事
実
は
ジ
ャ
ン
ヌ
に
と
っ
て
問
題
な
く
並
存
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
若
い
頃
の
語

り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ
に
憧
れ
を
抱
い
た
は
ず
な
の
だ
。
し
か
し
、
老
年
の
語
り
手
は
そ
れ
を
「
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」

と
捉
え
る
。「
奇
妙
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
す
老
年
の
語
り
手
の
抱
く
「
少
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
少
な
く
と
も
若
い
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頃
の
語
り
手
の
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
同
じ
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

そ
も
そ
も
語
り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ
に
対
し
、
一
種
の
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
。
少
女
時
代
の
ジ
ャ
ン
ヌ
を
語
る
語
り
手
は
、

勇
敢
な
行
動
や
論
理
的
な
思
考
能
力
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ヌ
の
男
性
的
側
面
を
称
揚
す
る
。
第
三
部
で
も
、
例
え
ば
ジ
ャ

ン
ヌ
が
女
の
領
分
を
越
え
、
戦
争
で
男
の
仕
事
を
し
た
と
非
難
さ
れ
る
と
、
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
反
応
し
、
ジ
ャ
ン

ヌ
の
中
の
兵
士
、
つ
ま
り
極
め
て
男
性
的
な
性
質
を
称
揚
し
て
み
せ
る
の
だ
。

彼
女
の
中
で
兵
士
魂
が
沸
き
起
こ
る
の
を
見
る
と
、
い
つ
も
心
が
慰
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
彼

女
は
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
な
の
だ
。（379

）

女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
し
な
い
少
女
で
あ
る
か
ら
こ
そ
兵
士
と
な
り
戦
う
。
若
い
コ
ン
ト
は
そ
の
男
性
性
を
素
直

に
称
揚
し
て
い
た
。
一
方
、
老
い
た
コ
ン
ト
は
罪
状
の
「
男
装
」
に
対
し
「
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」
を
問
題
に
し
、

「
少
女
」
と
し
て
ジ
ャ
ン
ヌ
を
再
定
義
し
よ
う
と
す
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
し
な
い
か
ら
こ
そ
「
少
女
で
あ
る
」
と
し

な
が
ら
も
「
少
女
」
で
あ
れ
ば
「
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
兵
士
言
葉
」
は
似
合
わ
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
老
い
た
語
り
手

に
は
、「
少
女
」
も
や
は
り
「
女
性
」
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
持
つ
の
で
「
男
性
性
」
を
「
奇
妙
」
に
思
っ
て
し
ま
う

側
面
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
り
手
の
「
二
重
の
特
性
」
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
こ
の
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
老
い
た
語
り
手
の
心
の
中
で
、
男
性
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ヌ
に
憧
れ
て

い
た
若
い
コ
ン
ト
と
、
今
は
年
老
い
た
語
り
手
と
し
て
の
コ
ン
ト
が
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
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語
り
の
「
二
重
の
特
性
」
を
、
作
品
中
に
描
か
れ
る
二
つ
の
物
語
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
別
の
角
度
か
ら
検
証
し

よ
う
。
一
つ
は
父
と
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
対
立
か
ら
和
解
へ
と
至
る
物
語
で
、
も
う
一
つ
は
ジ
ャ
ン
ヌ
、
キ
ャ
サ
リ
ン
、
そ

し
て
語
り
手
を
巡
る
三
角
関
係
の
物
語
だ
。
父
と
の
対
立
か
ら
和
解
へ
と
至
る
物
語
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
物
語

に
対
す
る
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
が
見
え
て
く
る
は
ず
だ
。
ま
た
、
語
り
手
を
め
ぐ
る
二
人
の
女
性
と
の
三
角
関
係
に
よ

り
、
語
り
手
が
ジ
ャ
ン
ヌ
を
、
ど
の
よ
う
な
位
置
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
見
え
て
く
る
。

ジ
ャ
ン
ヌ
は
幼
い
頃
、「
父
」
な
る
も
の
、
つ
ま
り
実
の
父
親
と
神
父
に
反
抗
す
る
。
し
か
も
そ
の
反
抗
は
実
に
論
理

的
だ
。
し
か
し
、
神
の
「
声
」
を
聞
い
た
後
で
は
、
父
な
る
神
に
は
忠
誠
を
誓
い
、
そ
の
神
に
約
束
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス

王
に
は
、
忠
実
な
し
も
べ
で
あ
る
。
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
従
う
の
は
神
だ
け
だ
。
神
の

お
告
げ
に
従
う
た
め
に
男
装
し
、
兵
士
と
し
て
戦
う
こ
と
は
、
彼
女
に
と
っ
て
は
論
理
的
な
こ
と
で
あ
る
。
神
以
外
に

彼
女
を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
、
彼
女
は
反
抗
す
る
。

し
か
し
国
王
の
戴
冠
式
の
後
、
父
が
会
い
に
や
っ
て
来
る
と
き
か
ら
様
子
が
変
わ
る
。
ジ
ャ
ン
ヌ
自
身
の
態
度
も
変

化
し
、
父
に
対
す
る
態
度
も
多
少
和
ら
ぐ
が
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
父
に
対
し
語
り
手
が
過
度
に
同
情
的
に
な
る
点
は
注
目
に

値
す
る
。
今
ま
で
と
は
違
い
、「
パ
パ
・
ダ
ル
ク
」
と
呼
び
か
け
同
情
的
な
態
度
を
示
す
が
、
ま
る
で
語
り
手
は
、
ジ
ャ

ン
ヌ
の
父
と
自
分
を
同
一
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。
語
り
手
の
ジ
ャ
ン
ヌ
の
父
と
の
同
化
を
例
証
す
る
た
め
、

ジ
ャ
ン
ヌ
の
父
の
言
葉
と
語
り
手
の
言
葉
を
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
兵
士
を
辞
め
、
田
舎
に

帰
る
可
能
性
を
ほ
の
め
か
す
ジ
ャ
ン
ヌ
に
対
し
て
父
が
言
う
言
葉
だ
。
な
お
こ
こ
で
、「
同
志
の
絆
（com

radeship

）」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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お
前
、
本
気
で
言
っ
て
い
る
の
か
。
奇
跡
を
捨
て
る
の
か
。
み
ん
な
が
褒
め
称
え
て
い
る
。
さ
ら
な
る
栄
誉
も
待

ち
受
け
て
い
る
ん
だ
。
王
族
様
や
将
軍
様
と
の
こ
の
同
志
の
絆
を
捨
て
、
あ
く
せ
く
働
く
村
人
に
、
た
だ
の
人
間

に
戻
る
と
い
う
の
か
。
な
ん
と
分
別
の
な
い
こ
と
か
。（277

）

す
ば
ら
し
い
「
王
族
様
や
将
軍
様
」
と
の
「
同
志
の
絆
」
を
称
揚
す
る
父
に
対
し
、
ジ
ャ
ン
ヌ
は
自
分
の
気
持
ち
を
理

解
し
て
い
な
い
と
反
論
す
る
。
し
か
し
、
以
前
、
生
ま
れ
故
郷
に
伝
わ
る
伝
承
に
関
し
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
父
た
ち
と
違
い

自
分
の
考
え
は
ジ
ャ
ン
ヌ
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
る
と
こ
ろ
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
（37

）、
反
論
す
る
ジ
ャ
ン
ヌ
に

同
化
し
て
い
た
語
り
手
が
、
次
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
父
と
同
様
の
趣
旨
の
言
葉
を
繰
り
返
す
。

（
前
略
）
ジ
ャ
ン
ヌ
は
総
司
令
官
だ
が
、
我
々
は
一
介
の
人
間
に
過
ぎ
な
い
。
ジ
ャ
ン
ヌ
の
名
前
は
フ
ラ
ン
ス
中

で
鳴
り
響
く
偉
大
な
も
の
だ
が
、
我
々
は
目
に
見
え
な
い
微
塵
に
過
ぎ
な
い
。
ジ
ャ
ン
ヌ
は
王
族
様
や
英
雄
た
ち

の
同
志
（com
rade

）
だ
が
、
我
々
は
卑
し
く
無
名
の
も
の
の
同
志
（com

rade

）
に
過
ぎ
な
い
。
ジ
ャ
ン
ヌ
は
神
か

ら
直
に
授
か
っ
た
任
務
の
お
陰
で
、
地
上
に
存
在
す
る
ど
ん
な
名
士
や
権
力
者
よ
り
上
に
位
置
す
る
。
一
言
で
言

え
ば
、
彼
女
は
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
だ
。
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
の
だ
。
我
々
に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ヌ
は
神
々
し
い
。

ジ
ャ
ン
ヌ
と
我
々
の
間
に
は
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
い
裂
け
目
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
こ
そ
神
々
し
い
と
い

う
言
葉
が
意
味
す
る
こ
と
だ
。
ジ
ャ
ン
ヌ
と
馴
れ
馴
れ
し
い
関
係
に
な
る
こ
と
は
、
我
々
に
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
不
可
能
だ
と
、
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
に
。
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そ
れ
で
も
ジ
ャ
ン
ヌ
は
と
て
も
人
間
的
で
、
と
て
も
善
良
で
親
切
で
、
愛
ら
し
く
情
け
深
く
元
気
が
よ
く
、
魅

力
に
あ
ふ
れ
汚
れ
な
く
素
朴
で
あ
っ
た
。（279

）

こ
の
よ
う
に
語
り
手
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
は
英
雄
た
ち
と
「
同
志
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
自
分
た
ち
が
い
か
に
つ
ま
ら
な

い
存
在
で
あ
る
か
を
嘆
い
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ヌ
と
一
体
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
語
り
手
が
、
こ
こ
に
来
て
ジ
ャ
ン
ヌ
と

一
体
化
で
き
な
い
こ
と
を
悟
り
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
反
抗
の
対
象
で
あ
っ
た
父
と
同
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ヌ
と
父
と
の
関
係
に
注
目
す
る
と
、
物
語
の
進
行
に
伴
い
、
語
り
手
の
ス
タ

ン
ス
が
変
化
し
て
い
く
の
が
わ
か
っ
て
く
る
。
こ
の
語
り
手
の
視
点
は
き
わ
め
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
で
あ
る
と
も
言
え

る
。
後
で
紹
介
す
る
よ
う
に
作
品
の
背
後
に
存
在
す
る
伝
記
的
事
実
に
基
づ
き
、
娘
の
ス
ー
ジ
ー
に
対
す
る
父
ク
レ
メ

ン
ス
の
気
持
ち
を
読
み
と
る
批
評
家
が
い
る
が
（Skandera-T

rom
bley, C

om
pany of W

om
en 154–57; C

ooley xxiv; 

Stoneley 96–103

）、
そ
う
い
っ
た
読
み
が
可
能
な
の
は
、
語
り
手
の
ジ
ャ
ン
ヌ
に
示
す
、
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
と
も

言
え
る
ス
タ
ン
ス
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
厄
介
な
こ
と
に
、
語
り
手
は
こ
の
後
、
同
情
し
て
見
せ
た
ジ
ャ
ン
ヌ

の
父
の
、
今
度
は
滑
稽
な
姿
を
、
そ
れ
も
「
コ
ウ
モ
リ
が
出
て
き
て
動
転
し
た
女
の
よ
う
に
」（285

）
と
揶
揄
す
る
よ
う

に
描
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
り
手
は
無
条
件
に
ジ
ャ
ン
ヌ
の
父
と
同
化
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
。
父
を
怯
え

た
女
に
喩
え
、
一
方
で
男
と
し
て
の
「
兵
士
」
ジ
ャ
ン
ヌ
を
称
揚
す
る
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
否
定
を
意
図

し
て
い
た
と
ま
で
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
こ
の
語
り
手
の
設
定
に
は
、
後
で
論
じ
る
よ
う
に
、
作
者
自
身
の
性
に
関

わ
る
複
雑
な
思
い
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う60
＊

。
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で
は
も
う
一
つ
の
物
語
に
進
も
う
。
批
評
家
J
・
D
・
ス
タ
ー
ル
が
「
奇
妙
な
三
角
関
係
」（Stahl 143

）
と
指
摘
す

る
、
ジ
ャ
ン
ヌ
、
語
り
手
、
そ
れ
か
ら
語
り
手
が
恋
を
す
る
キ
ャ
サ
リ
ン
・
プ
ー
シ
ェ
の
三
人
の
関
係
だ
。
ジ
ャ
ン
ヌ

と
違
い
、
キ
ャ
サ
リ
ン
は
語
り
手
の
恋
愛
の
対
象
に
な
る
。
語
り
手
を
含
む
少
年
た
ち
は
、
十
八
歳
の
キ
ャ
サ
リ
ン
に

一
目
惚
れ
す
る
が
、
そ
れ
は
ジ
ャ
ン
ヌ
に
恋
愛
感
情
を
抱
く
こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
か
ら
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
だ
。
ジ
ャ

ン
ヌ
は
「
単
な
る
世
俗
的
な
も
の
を
超
え
、
深
み
が
あ
り
、
豊
か
で
、
す
ば
ら
し
い
」、「
ど
ん
な
言
葉
で
も
語
り
か
け

る
」
目
を
持
っ
て
い
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
「
ジ
ャ
ン
ヌ
の
目
」
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
キ
ャ
サ
リ
ン
は
「
ジ
ャ
ン
ヌ
と

同
じ
く
ら
い
に
美
し
い
」（168

）
と
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
サ
リ
ン
な
ら
ば
恋
愛
の
対
象
に
な
る
が
、
ジ
ャ
ン
ヌ
は

あ
ま
り
に
崇
高
で
美
し
す
ぎ
る
た
め
、
自
分
た
ち
の
恋
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
屈
だ
。

第
二
部
第
二
十
一
章
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
怪
我
を
予
感
し
、
母
に
手
紙
を
書
く
場
面
で
、
泣
き
出
し
た
キ
ャ
サ
リ
ン
を
慰

め
た
い
と
語
り
手
は
思
う
が
、
実
際
に
慰
め
る
の
は
ジ
ャ
ン
ヌ
だ
。
し
か
も
、「
と
て
も
う
ま
く
慰
め
た
」（203

）
と
あ

る
。
ま
た
第
二
部
第
二
十
五
章
、
別
離
の
際
、
キ
ャ
サ
リ
ン
を
含
む
皆
が
ジ
ャ
ン
ヌ
に
息
も
つ
け
な
い
ほ
ど
の
キ
ス
を

す
る
の
を
見
て
、
語
り
手
の
心
は
と
て
も
痛
み
、「
自
分
だ
っ
た
ら
キ
ャ
サ
リ
ン
に
、
も
っ
と
上
手
に
、
も
っ
と
長
く
キ

ス
が
で
き
る
の
に
」（226

）
と
思
う
。
こ
の
二
つ
の
場
面
を
考
え
る
と
、
キ
ャ
サ
リ
ン
を
め
ぐ
り
、
語
り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ

に
対
し
て
敗
北
感
を
覚
え
て
い
る
。
あ
た
か
も
語
り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ
に
嫉
妬
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の

だ
。「

終
章
」
に
お
い
て
語
り
手
は
、
六
十
三
年
間
、
ず
っ
と
キ
ャ
サ
リ
ン
の
こ
と
を
密
か
に
愛
し
て
き
た
と
唐
突
に
告
白

す
る
。
ま
る
で
自
分
の
キ
ャ
サ
リ
ン
へ
の
愛
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
語
り
手
は
示
し
た
い
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
キ
ャ
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サ
リ
ン
の
愛
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
語
り
手
が
と
っ
た
行
動
に
関
し
て
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
物

語
の
成
立
を
考
え
れ
ば
、
そ
し
て
幼
年
時
代
の
ジ
ャ
ン
ヌ
ヘ
の
崇
拝
に
も
似
た
感
情
を
考
え
れ
ば
、
語
り
手
が
ジ
ャ
ン

ヌ
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
深
い
愛
情
こ
そ
が
問
題
だ
っ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
終
章
に
お
い
て
突
如
語
ら
れ
る
キ
ャ
サ

リ
ン
ヘ
の
愛
の
告
白
は
、
語
り
手
が
一
生
独
身
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
理
由
付
け
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
独
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
ジ
ャ
ン
ヌ
へ
の
思
い
と
結
び
付
け
な
い
た
め
の
口
実
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
語
り
手
と

ジ
ャ
ン
ヌ
の
関
係
に
注
目
し
、
そ
の
愛
情
の
質
を
問
題
に
し
て
み
よ
う
。

キ
ャ
サ
リ
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
語
り
手
が
ジ
ャ
ン
ヌ
に
嫉
妬
す
る
と
す
れ
ば
、
語
り
手
と
キ
ャ
サ
リ
ン
の
関
係
に
、

い
わ
ば
媒
体
と
し
て
ジ
ャ
ン
ヌ
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
第
四
章
で
紹
介
し
た
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
の
「
欲

望
の
三
角
形
」
を
こ
こ
で
思
い
出
せ
ば
、
主
体
と
し
て
の
語
り
手
の
欲
望
は
媒
体
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
関
係
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
提
に
考
え
れ
ば
、
嫉
妬
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
少
女
と
い
う
枠
に
閉
じ

込
め
よ
う
と
し
て
い
て
も
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
そ
の
枠
の
中
に
納
ま
り
き
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
場

合
が
考
え
ら
れ
る
。
キ
ャ
サ
リ
ン
を
め
ぐ
り
ジ
ャ
ン
ヌ
に
嫉
妬
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
語
り
手
が
ジ
ャ
ン
ヌ
を
男
と
見
な

し
、
キ
ャ
サ
リ
ン
と
ジ
ャ
ン
ヌ
の
間
に
男
女
関
係
を
想
定
し
、
嫉
妬
す
る
、
こ
れ
が
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
女
性
同

士
の
間
に
深
い
愛
情
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
二
人
の
関
係
を
嫉
妬
す
る
、
こ
れ
が
も
う
一
つ

の
可
能
性
だ
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
語
り
手
と
ジ
ャ
ン
ヌ
が
同
性
と
し
て
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ラ
イ
バ
ル
関
係
が
生
じ
る
以
前
の
語
り
手
は
、
男
装
す
る
こ
と
で
少
年
た
ち
に
と
っ

て
英
雄
で
あ
る
武
将
と
「
同
志
の
絆
」
を
結
ぶ
男
性
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ヌ
に
、
憧
れ
に
似
た
深
い
愛
情
を
示
し
て
い
た
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こ
と
に
な
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
語
り
手
は
キ
ャ
サ
リ
ン
の
背
後
に
ジ
ャ
ン
ヌ
を
見
て
い
た
の
だ
が
、

し
か
し
ジ
ャ
ン
ヌ
が
恋
愛
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
語
り
手
が
憧
れ
と
い
う
強
い
感
情
を
抱
い
て
い

て
も
男
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ヌ
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
抱
く
は
ず
が
な
い
と
い
う
前
提
を
語
り
手
が
持
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
関
係
を
、
十
九
世
紀
、
同
性
の
間
の
深
い
愛
情
関
係
を
示
す
際
に
通
常
用
い
ら
れ
る
、「
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
」
と
い
う
言
葉
で
語
る
こ
と
も
可
能
だ
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
女
性
同
士
の
愛
情
に
ホ

モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
を
扱
っ
た
第
一
章

で
紹
介
し
た
、
十
九
世
紀
末
に
流
行
っ
た
女
性
同
士
の
間
の
「
ボ
ス
ト
ン
・
マ
リ
ッ
ジ
」
を
こ
こ
で
思
い
出
し
て
も
よ

い
。
同
性
の
間
の
深
い
関
係
が
、
前
者
の
場
合
は
隠
蔽
さ
れ
、
後
者
の
場
合
は
暗
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
モ
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
が
そ
こ
に
介
在
す
る
か
ど
う
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
王
子
と
乞
食
』
の
「
同
志
の
絆
」
を
巡
っ
て

ジ
ャ
ン
ヌ
と
キ
ャ
サ
リ
ン
、
そ
れ
に
語
り
手
の
関
係
を
考
え
る
際
、「
同
志
の
絆
」
と
い
う
概
念
が
重
要
な
鍵
を
握
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
を
通
し
て
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
暗
示
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
が
、

そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
い
っ
た
ん
こ
の
作
品
を
離
れ
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
自
身
が
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
と
「
対
に
な
っ

た
一
編
（a com

panion

）」（qtd. in C
ox 255

）
と
見
な
し
た
、『
王
子
と
乞
食
』
に
見
ら
れ
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を

考
え
て
み
よ
う
。
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乞
食
の
ト
ム
・
キ
ャ
ン
テ
ィ
と
入
れ
替
わ
っ
た
王
子
は
、
彼
を
捕
ら
え
働
か
せ
よ
う
と
す
る
ト
ム
の
父
か
ら
逃
れ
よ

う
と
す
る
。
そ
の
と
き
王
子
を
救
う
の
が
マ
イ
ル
ズ
・
へ
ン
ド
ン
だ
。
彼
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

着
て
い
る
物
や
容
貌
、
振
る
舞
い
の
点
で
、
話
し
て
い
る
の
は
ド
ン
・
セ
ザ
ー
ル
・
ド
・
バ
ザ
ン
の
よ
う
な
者
だ
っ

た
。
背
が
高
く
、
ほ
っ
そ
り
と
引
き
締
ま
り
、
筋
骨
た
く
ま
し
い
。
ダ
ブ
レ
ッ
ト
と
ト
ラ
ン
ク
ス
は
、
素
材
は
上

等
だ
が
色
あ
せ
糸
も
ほ
つ
れ
、
金
モ
ー
ル
は
哀
れ
に
も
変
色
し
て
い
た
。
ひ
だ
襟
は
く
し
ゃ
く
し
ゃ
で
ぼ
ろ
ぼ
ろ
、

ス
ロ
ー
チ
ハ
ッ
ト
に
つ
け
た
羽
飾
り
は
ち
ぎ
れ
、
汚
れ
て
み
す
ぼ
ら
し
い
。
さ
び
た
鉄
の
鞘
に
長
い
細
身
の
小
剣

を
収
め
脇
に
差
し
、
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
歩
く
様
は
戦
場
の
浮
浪
者
そ
の
も
の
だ
っ
た
。（80

）

へ
ン
ド
ン
に
は
狂
言
回
し
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
彼
が
王
子
に
示
す
愛
情
に
潜
む
欲
望
が
見
え
に

く
く
な
っ
て
い
る
が
、
注
意
深
く
見
て
み
る
と
、
そ
の
点
が
見
え
て
く
る
。「
背
が
高
く
、
ほ
っ
そ
り
と
引
き
締
ま
り
、

筋
骨
た
く
ま
し
い
」
へ
ン
ド
ン
が
、
兵
士
の
よ
う
な
少
年
の
顔
を
愛
で
、
少
年
を
愛
し
て
い
る
と
言
う
場
面
だ
。

そ
う
、
僕
は
あ
の
子
の
友
達
。
僕
が
助
け
、
そ
れ
で
あ
の
子
に
強
く
惹
か
れ
て
い
る
。
あ
の
変
な
こ
と
を
言
う
い

た
ず
ら
っ
子
を
、
僕
は
愛
し
て
し
ま
っ
た
。
下
卑
た
下
層
の
輩
に
、
兵
士
の
よ
う
に
向
か
っ
て
行
く
様
は
、
な
ん

と
公
然
と
挑
戦
的
な
こ
と
か
。
そ
し
て
眠
り
に
よ
り
、
苦
悩
と
悲
痛
の
種
が
追
い
払
わ
れ
た
今
、
な
ん
と
端
正
で

甘
美
で
優
美
な
顔
を
し
て
い
る
こ
と
か
。
僕
が
あ
の
子
を
教
育
し
よ
う
、
あ
の
子
の
病
気
を
治
し
て
や
ろ
う
。
そ
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う
だ
、
僕
は
あ
の
子
の
兄
（his elder brother

）
に
な
ろ
う
、
そ
し
て
あ
の
子
を
愛
し
、
見
守
っ
て
や
ろ
う
。（90

）

例
え
ば
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
の
初
代
総
督
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
が
言
っ
た
「
兄
弟
の
愛
情
と
い
う

絆
（“B

ond of B
rotherly A

ffection ”

）」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
、
実
は
イ
ギ
リ
ス
に
残
し
て
き
た
友
人
へ
の
深
い
愛

情
が
潜
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
序
章
で
紹
介
し
た
。
第
七
章
で
紹
介
し
た
が
、
サ
ム
エ
ル
記
下
第
一
章
二
十
六
節

で
、
ヨ
ナ
タ
ン
の
死
を
悼
む
ダ
ビ
デ
は
、「
わ
が
兄
弟
ヨ
ナ
タ
ン
よ
」
と
呼
び
か
け
る
。
こ
う
し
た
例
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
そ
も
そ
も
兄
弟
で
は
な
い
愛
し
合
う
二
人
の
男
性
を
「
兄
弟
」
と
呼
び
か
け
る
と
き
、
そ
の
関
係
に
単
な
る
兄
弟

愛
以
上
の
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ヘ
ン
ド
ン
は
王
子
に
優
し
く
触
れ
る
。

少
年
の
上
に
身
を
か
が
め
、
優
し
く
哀
れ
む
よ
う
な
関
心
を
示
し
、
じ
っ
と
見
つ
め
、
幼
い
頬
に
優
し
く
触
れ
、

大
き
な
褐
色
の
手
で
、
少
年
の
も
つ
れ
た
巻
き
毛
を
撫
で
付
け
て
や
っ
た
。（90

）

こ
こ
に
描
か
れ
る
ヘ
ン
ド
ン
の
王
子
を
愛
し
む
態
度
は
、
兄
弟
に
対
す
る
態
度
と
は
思
え
な
い
。
王
子
に
対
す
る
ヘ
ン

ド
ン
の
気
持
ち
を
表
す
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
王
子
の
こ
と
を
「
私
の
ペ
ッ
ト
、
私
の
愛
し
い
同
志（com

rade

）」、

「
あ
の
子
は
私
の
も
の
」
と
ま
で
思
う
の
だ
。
そ
し
て
語
り
手
も
こ
の
二
人
を
、「
二
人
の
同
志
（com

rades

）」
と
定
義

し
て
い
る
。
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ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
と
英
雄
と
の
関
係
が
「
同
志
」
の
絆
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ

ル
ク
』
と
「
対
に
な
っ
た
一
編
」
と
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
考
え
る
『
王
子
と
乞
食
』
に
お
い
て
も
同
じ
言
葉
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。「
同
志
」
と
い
う
言
葉
が
暗
示
す
る
意
味
を
考
え
る
に
は
、
こ
こ
で
も
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
思
い
出
す
必
要
が
あ

る
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
男
性
間
の
「
同
志
の
絆（com

radeship

）」
を
称
揚
し
、
彼
自
身
、
様
々
な
男
性
と
関
係
を
持
っ

て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
事
実
で
も
あ
る
（D

’E
m

ilio 123

）。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
こ
の
言
葉
を

ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
、「
カ
ラ
マ
ス
詩
篇
」
の
「
君
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
」
の
一
部
を
第
七
章
で
紹
介
し
説
明
し

た
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
同
志
の
愛
」、「
同
志
の
マ
ン
リ
ィ
な
愛
」
を
称
揚
す
る
。

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
と
っ
て
「
同
志
の
絆
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
な
る
友
愛
と
い
う
よ
り
も
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

含
み
を
持
っ
た
男
性
同
士
の
関
係
と
読
む
方
が
正
し
い61
＊

。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
『
草
の
葉
』
詩
集
が
一
八
八
二
年
、
ボ
ス

ト
ン
で
「
発
売
禁
止
」
に
な
っ
た
後
で
、『
草
の
葉
』
を
擁
護
す
る
「
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
争
」
と
い
う
未
刊

の
文
章
を
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
書
い
て
い
る
（L

oving 252

）。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
「
同
志
の
絆
」
と
い
う
概
念
が
、
ト
ウ
ェ
イ

ン
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う62
＊

。「
幼
い
頬
に
優
し
く
触
れ
」、「
私
の
ペ
ッ
ト
、
私
の
愛
し
い

同
志
」
と
呼
び
か
け
る
ヘ
ン
ド
ン
の
王
子
に
対
す
る
「
同
志
」
へ
の
「
愛
」
に
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
な
「
同
志
の
絆
」

を
読
み
込
む
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
引
な
こ
と
と
は
思
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
作
品
後
半
、
引
き
裂
か
れ
た
昔
の
恋
人
と
へ
ン
ド
ン
と
の
関
係
が
、「
昔
の
同
志
の
絆
」（224

）
と
描
か
れ

て
い
る
。「
同
志
の
絆
」
は
男
女
の
関
係
を
も
意
味
す
る
言
葉
だ
っ
た
と
作
者
は
言
い
た
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
逆
に

考
え
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ン
ド
ン
と
王
子
と
の
関
係
が
男
女
の
仲
と
同
列
に
並
ぶ
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
。
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こ
こ
で
も
三
角
形
の
あ
る
一
辺
の
関
係
が
、
も
う
一
つ
の
辺
の
関
係
を
暗
示
す
る
構
図
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
に
お
け
る
「
同
志
」
の
関
係
と
同
様
、
ヘ
ン
ド
ン
と
王
子
の
関
係
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
欲
望
が
暗
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
へ
ン
ド
ン
が
目
を
離
し
た
す
き
に
王
子
は
さ
ら
わ
れ
、
そ
の
後
、
隠
者
に
か
く
ま
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の

隠
者
は
王
子
を
縛
り
、
殺
そ
う
と
す
る
。
王
に
よ
っ
て
自
分
の
地
位
が
危
う
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
隠
者
は
信
じ
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
王
子
に
復
讐
す
る
と
い
う
の
だ
。
王
子
の
手
足
を
縛
り
、
ナ
イ
フ
で
刺
し
殺
そ
う
と
す
る
瞬
間
を
、

隠
者
は
「
こ
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
と
表
現
し
て
い
る
（188

）。
隠
者
の
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
様
子
に
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
側
面
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
あ
る

た
め
、
へ
ン
ド
ン
が
危
機
一
髪
の
際
に
王
子
を
救
出
す
る
場
面
を
読
む
読
者
は
一
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
の
だ
が
、

し
か
し
そ
の
場
面
に
感
じ
ら
れ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
へ
ン
ド
ン
が
王
子
に
示
す
「
同
志
」
の
愛
情
と
響
き
合
う
。

そ
の
描
き
方
は
、
へ
ン
ド
ン
が
少
年
に
感
じ
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
を
、
作
者
が
密
か
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
と

考
え
る
根
拠
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う63
＊

。

ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
と
「
同
志
の
絆
」

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
話
を
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
に
戻
そ
う
。
ジ
ャ
ン
ヌ
が
出
征
の
決
心

を
下
す
前
、
こ
ん
な
風
に
言
っ
て
い
る
の
を
語
り
手
が
聞
い
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ヌ
は
自
分
自
身
を
少
女
で
あ
る
と
規
定
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し
、
そ
の
上
で
、
男
た
ち
と
、
兵
士
た
ち
と
「
同
志
」
に
な
れ
る
か
ど
う
か
心
配
し
て
い
た
。

あ
あ
、
男
た
ち
と
話
せ
る
で
し
ょ
う
か
、
男
た
ち
と
、
あ
の
兵
士
た
ち
と
同
志
（com

rade

）
に
な
れ
る
で
し
ょ
う

か
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
私
は
辱
め
を
受
け
、
無
礼
な
扱
い
を
受
け
、
軽
蔑
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て

大
き
な
戦
に
出
向
き
、
軍
隊
を
導
け
る
で
し
ょ
う
。
私
は
一
介
の
少
女
（a girl

）
に
過
ぎ
ず
、
何
も
わ
か
ら
な
い

の
で
す
。
武
器
の
知
識
も
な
く
、
乗
馬
の
仕
方
も
知
り
ま
せ
ん
。（74

）

ジ
ャ
ン
ヌ
自
身
は
自
分
を
少
女
で
あ
る
と
自
己
規
定
す
る
が
、
そ
の
後
の
彼
女
の
行
動
を
見
る
と
、
彼
女
が
少
女
で

あ
る
自
分
を
意
識
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
少
女
時
代
、
彼
女
の
女
友
達
が
、「
自
分
が
男
だ
っ
た
ら
す
ぐ
に
で
も
出

発
す
る
」（56

）
と
言
っ
て
男
性
の
世
界
へ
の
参
入
を
願
い
、
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
男
友
達
は
ジ
ャ
ン
ヌ
の
こ
と
を
折
り

あ
る
ご
と
に
頼
り
に
し
、「
ジ
ャ
ン
ヌ
が
男
だ
っ
た
ら
と
願
っ
た
」（58

）
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ヌ
は
彼
ら
の
言
葉
に
従
う

か
の
よ
う
に
、
神
の
お
告
げ
に
従
う
に
あ
た
り
何
の
躊
躇
も
見
せ
ず
、
必
要
が
あ
る
か
ら
男
装
し
、
兵
を
率
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
男
性
的
と
言
っ
て
も
よ
い
側
面
が
、
神
の
お
告
げ
以
前
か

ら
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ジ
ャ
ン
ヌ
は
、
通
常
男
の
属
性
だ
と
考
え
ら
れ
る
「
論
理
と
信
念
」
を
持
ち
、
ま
た
、

行
動
力
の
点
で
も
男
に
勝
る
。
狂
人
が
斧
を
振
り
か
ざ
し
暴
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
狂
人
を
な
だ
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
常
々
勇
敢
さ
を
自
慢
し
て
い
た
少
年
た
ち
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ン
ヌ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
勇
敢

な
側
面
は
初
め
か
ら
強
調
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
男
装
は
、
英
雄
と
の
「
同
志
の
絆
」
へ
の
参
入
に
必
要
な
、
一
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種
の
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
士
に
な
る
前
に
は
ジ
ャ
ン
ヌ
は
兵
士
た
ち
と
「
同
志
」
に
な
れ
る
か
ど
う
か
心
配
し
て
い

た
。
し
か
し
、
戦
士
と
な
っ
た
と
た
ん
、
父
や
語
り
手
さ
え
も
が
う
ら
や
む
よ
う
な
「
同
志
」
の
関
係
を
英
雄
た
ち
と

築
い
て
い
く
。
作
品
前
半
で
は
英
雄
と
の
関
係
を
「
同
志
」
と
い
う
言
葉
で
示
し
、
男
性
同
士
の
関
係
を
表
す
キ
ー
ワ
ー

ド
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
語
り
手
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
い
る
作
者
は
、
こ
の
言
葉
の
含
意
を
ず
ら
し
て
い
く
。
作

品
の
後
半
、
例
え
ば
裁
判
の
場
面
で
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
「
悪
霊
」
と
「
同
志
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
部
十

七
章
で
は
、「
同
志
の
絆
」
は
女
性
同
士
の
関
係
を
意
味
す
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。『
王
子
と
乞
食
』
を
論
じ
た
際
、

こ
の
言
葉
が
ヘ
ン
ド
ン
の
昔
の
恋
人
と
の
関
係
を
規
定
す
る
際
に
用
い
ら
れ
、
作
者
が
こ
の
言
葉
の
含
意
を
ず
ら
し
て

い
く
よ
う
に
も
読
め
る
と
指
摘
し
た
が
、
同
様
の
操
作
が
ジ
ャ
ン
ヌ
に
関
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。
裁
判
が
な
か
な
か
進
ま
ず
、
一
人
監
獄
に
入
っ
て
い
る
ジ
ャ
ン
ヌ
の
こ
と
を
想
い
、
語
り
手
は
女
性
同
士

の
「
同
志
の
絆
」、「
同
じ
性
で
あ
る
女
性
の
慰
め
や
支
え
、
同
情
、
女
性
の
み
が
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
繊
細
な
親
切

や
優
し
い
援
助
」（398

）
を
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
に
同
情
し
て
み
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
作
品
前
半

に
用
い
ら
れ
て
い
た
意
味
と
明
ら
か
に
別
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
七
章
で
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
「
マ
ン
リ
ィ

な
愛
」
と
言
う
場
合
、「
男
ら
し
い
」
と
「
男
性
同
士
の
」
と
い
う
両
方
の
意
味
を
持
つ
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
マ
ン
リ
ィ
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
ず
ら
し
て
い
き
、「
男
性
同
士
の
」
と
い
う
意
味
を
落
と
し
て
い
き
、「
男
ら
し
い
」
と
い
う
意

味
だ
け
が
残
る
よ
う
に
し
た
と
論
じ
た
の
を
、
こ
こ
で
思
い
出
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ジ
ャ
ン
ヌ
に
関
わ
る
「
同
志
の
絆
」
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
村
で
の
妖
精
た
ち
と
の
交
友
を
暗
示
し
た
り
、
鳥
た
ち
と
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の
心
の
通
い
合
い
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
男
性
と
の
関
係
を
示
す
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。
語

り
手
は
ま
る
で
そ
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
か
の
よ
う
に
、「
同
志
の
絆
」
と
し
て
の
女
性
同
士
の
関
係
を
最
後
に
持
ち
込
ん

で
い
る
。
こ
の
語
り
手
の
態
度
は
、
先
に
指
摘
し
た
語
り
手
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
通

じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
本
来
の
ジ
ャ
ン
ヌ
は
「
彼
女
の
性
に
ふ
さ
わ
し
い
」「
少
女
」（377

）
で
あ
る
と
述
べ
る
と
き
、
語

り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ
の
罪
状
に
対
し
、「
少
女
」
ゆ
え
に
「
無イ

ノ
セ
ン
ト

邪
気
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
無イ
ノ
セ
ン
ト実
」
で
あ
る
と
し
て

ジ
ャ
ン
ヌ
を
救
お
う
と
す
る
一
方
で
、
ジ
ャ
ン
ヌ
が
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
持
つ
こ
と
も
前
提
と
し
て
い
る
。「
英
雄
た

ち
」
と
「
同
志
の
絆
」
を
持
つ
「
無
邪
気
」
な
ジ
ャ
ン
ヌ
に
憧
れ
る
一
方
で
、
本
来
の
ジ
ャ
ン
ヌ
に
は
女
性
と
の
「
同

志
の
絆
」
が
重
要
だ
っ
た
の
だ
と
、
語
り
手
は
言
い
た
い
か
の
よ
う
だ
。
小
姓
時
代
に
憧
れ
た
「
同
志
の
絆
」
が
持
つ

含
意
を
抑
圧
す
る
か
の
よ
う
に
、
言
葉
の
意
味
を
ず
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
や
っ
て
見
て
く
る
と
、
語
り
手
の
意
識
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
操
作
が
な
さ
れ
て
い

る
か
見
え
て
く
る
。
若
い
頃
の
語
り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ
の
勇
姿
に
憧
れ
を
抱
き
、
む
し
ろ
後
に
つ
い
て
い
く
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、「
フ
ラ
ン
ス
の
少
年
た
ち
の
お
気
に
入
り
の
英
雄
」（153

）
と
紹
介
さ
れ
る
、
ラ
イ
ー
ル
を
初
め

と
す
る
武
将
た
ち
に
憧
れ
を
抱
く
子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
か
ら
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
ヌ
と
い
う
村
の
子
ど
も
が
英
雄
と
「
同

志
の
絆
」
を
持
つ
こ
と
を
賞
賛
す
る
気
持
ち
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ジ
ャ
ン
ヌ
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
を
自
慢
げ
に

述
べ
る
記
述
な
ど
か
ら
も
、
賞
賛
す
る
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
少
年
で
あ
っ
た
語
り
手
は
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
同
化
を

望
ん
で
い
た
。
し
か
し
時
間
の
経
過
と
共
に
、
語
り
手
の
ジ
ャ
ン
ヌ
の
父
に
示
す
共
感
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、

語
り
手
が
キ
ャ
サ
リ
ン
と
い
う
少
女
と
知
り
合
い
、
恋
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
言
い
た
げ
だ
。
そ
し
て
語
り
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手
は
、
キ
ャ
サ
リ
ン
と
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
関
係
を
う
ら
や
む
よ
う
な
様
子
を
示
す
。
と
こ
ろ
が
最
終
的
に
は
ジ
ャ
ン
ヌ
の

「
同
志
の
絆
」
を
女
性
同
士
の
関
係
に
閉
じ
込
め
、「
無
邪
気
」
な
「
少
女
」
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ヌ
を
再
確
立
し
、
男
装

の
罪
か
ら
ジ
ャ
ン
ヌ
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
救
済
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
の
か
。
語
り
手
に
よ
り
少
女
と
再
規
定
さ
れ
、
女
性
と
の
同
志
の

絆
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
以
前
、
ジ
ャ
ン
ヌ
は
男
性
の
英
雄
と
「
同
志
の
絆
」
の
関
係
に
あ
っ
た
。
語

り
手
が
キ
ャ
サ
リ
ン
と
の
関
係
で
ジ
ャ
ン
ヌ
を
妬
ん
で
し
ま
う
の
を
、
ジ
ャ
ン
ヌ
と
英
雄
と
の
「
同
志
の
絆
」
と
い
う

前
提
で
考
え
れ
ば
、
語
り
手
は
実
は
ジ
ャ
ン
ヌ
を
男
性
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
う
る
。
そ
し
て
、
若
い
頃
英

雄
を
ジ
ャ
ン
ヌ
に
重
ね
て
憧
れ
た
語
り
手
の
気
持
ち
の
背
後
に
、
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
一
体
化
願
望
が
潜
在
意
識
の
う
ち
に

眠
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ジ
ャ
ン
ヌ
に
捧
げ
る
深
い
敬
愛
が
、
キ
ャ
サ
リ
ン
の
登
場
に
よ
り
ジ
ャ
ン
ヌ
と
の
ラ
イ
バ

ル
心
へ
と
変
質
す
る
と
す
れ
ば
、
実
は
ジ
ャ
ン
ヌ
へ
の
愛
情
の
背
後
に
、
キ
ャ
サ
リ
ン
と
い
う
対
象
を
見
出
す
こ
と
に

よ
り
表
出
可
能
に
な
っ
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
が
隠
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

語
り
手
ル
イ
・
ド
・
コ
ン
ト
に
、
作
者
は
「
二
重
の
特
性
」
を
与
え
た
。
し
か
し
二
重
と
形
容
さ
れ
る
特
性
は
、
実

は
二
重
と
い
う
よ
り
も
、
老
年
の
語
り
手
の
視
点
が
ジ
ャ
ン
ヌ
と
行
動
を
共
に
し
た
若
い
語
り
手
の
視
点
を
抑
圧
し
て

行
く
と
と
ら
え
る
方
が
よ
い
。
若
い
頃
の
語
り
手
に
と
っ
て
単
な
る
憧
れ
だ
と
思
え
た
も
の
が
、
現
在
の
語
り
手
の
心

の
中
で
変
質
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ャ
ン
ヌ
を
少
女
と
規
定
し
直
さ
な
け
れ
ば
、
老
年
に
な
っ
た
語
り
手
が
ジ
ャ

ン
ヌ
に
示
す
感
情
の
背
後
に
、
マ
イ
ル
ズ
・
へ
ン
ド
ン
が
王
子
に
示
し
た
よ
う
な
愛
情
が
存
在
す
る
可
能
性
を
肯
定
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
の
、
ジ
ャ
ン
ヌ
に
対
す
る
憧
れ
の
背
後
に
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
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が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
語
り
手
が
、
そ
の
傾
向
を
否
定
す
る
た
め
、
ジ
ャ
ン

ヌ
の
少
女
性
を
強
調
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
そ
し
て
語
り
手
の
二
重
性
の
狭
間
に
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
を
生
み
出

す
作
者
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
潜
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
作
者
自
身
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
も
、
そ
の
狭
間
に
潜
ん
で

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

語
り
手
は
、
語
り
の
最
後
で
幼
な
じ
み
の
友
人
ノ
エ
ル
を
看
取
り
、
そ
の
後
は
一
人
で
生
き
て
き
た
と
言
っ
て
い
る
。

キ
ャ
サ
リ
ン
が
他
の
男
性
と
結
婚
し
た
事
実
も
披
露
さ
れ
、
初
恋
の
女
性
へ
の
思
い
を
胸
に
一
人
生
き
て
き
た
こ
と
を

語
り
手
は
強
調
す
る
。
こ
の
語
り
手
創
出
の
背
後
に
、
娘
が
い
つ
ま
で
も
少
女
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
願
う
父
ク
レ
メ

ン
ス
の
思
い
を
読
み
込
む
批
評
家
も
い
る
。
娘
ス
ー
ジ
ー
の
、
大
学
の
級
友
で
あ
る
女
性
と
の
恋
愛
沙
汰
が
問
題
だ
っ

た
と
の
指
摘
も
あ
る64
＊

。
十
七
歳
の
ジ
ャ
ン
ヌ
の
「
身
体
的
描
写
（physical portrait

）」（Q
td. in E

m
erson 213

）
を
十
七

歳
の
ス
ー
ジ
ー
を
モ
デ
ル
に
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
造
形
し
た
ら
し
い
の
で
、
ス
ー
ジ
ー
と
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
に
描
か

れ
る
ジ
ャ
ン
ヌ
と
は
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
中
で
重
な
る
部
分
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
ス
ー
ジ
ー
は
一
八
九
〇
年
、
ブ

リ
ン
マ
ー
に
入
学
し
、
同
級
生
の
ル
イ
ー
ズ
・
ブ
ラ
ウ
ネ
ル
と
知
り
合
い
「
親
密
な
友
情
関
係
」
を
持
ち
、
そ
し
て
一

八
九
二
年
に
退
学
し
て
い
る
（R

asm
ussen 46 &

 84
）。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
作
品
の
構
想
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
が

一
八
九
二
年
と
す
る
と
、
作
品
の
背
後
に
、
同
性
の
女
性
と
の
娘
の
恋
愛
問
題
に
直
面
し
、
娘
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ

ム
に
動
揺
す
る
ク
レ
メ
ン
ス
を
見
る
こ
と
は
、
確
か
に
可
能
だ
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
動
揺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
な
ぜ
男
の
語
り
手
が
、
男
性
的
な
ジ
ャ
ン
ヌ
に
示
す
愛
情
を
描
く
の
か
。
し
か
も
そ
の
愛
情
に
は
、
背
後
に

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
愛
情
を
示
す
語
り
手
が
、
な
ぜ
ジ
ャ
ン
ヌ
を
少
女
の
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枠
に
連
れ
戻
し
、
ジ
ャ
ン
ヌ
は
男
で
は
な
い
、
無
垢
な
少
女
な
の
だ
と
再
確
認
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
う
い
っ

た
疑
問
を
念
頭
に
置
く
と
、
表
層
で
は
娘
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
に
動
揺
し
、
そ
の
た
め
に
娘
を
無
垢
な
少
女

に
連
れ
戻
し
た
い
と
思
う
父
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
レ
メ
ン
ス
の
願
い
の
表
れ
で
あ
る
と
読
め
る
が
、
そ
の
深
層
で
は
、
作

者
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
レ
メ
ン
ス
と
し
て
持
っ
て
い
た
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
葬
り

去
る
試
み
で
あ
っ
た
と
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
イ
ノ
セ
ン
ツ
・
ア
ブ
ロ
ー
ド
』
で
女
性

を
排
除
し
、
男
性
が
少
年
で
あ
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
創
作
態
度
を
、
J
・
D
・

ス
タ
ー
ル
は
「
処
女
の
よ
う
な
男
っ
ぽ
い
ア
メ
リ
カ
的
な
無
垢
」（Stahl 10

）
と
評
し
て
い
る
が
、「
ア
メ
リ
カ
的
な
無

垢
」
を
支
え
る
た
め
に
は
、
性
を
知
ら
な
い
「
処
女
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
よ
う
に
、
ア
メ

リ
カ
の
十
九
世
紀
末
は
、
イ
ヴ
・
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
命
名
し
た
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
パ
ニ
ッ
ク
」

（Sedgw
ick, E

pistem
ology 19–21

）
に
捉
え
ら
れ
、
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア
を
内
面
化
す
る
し
か
な
い
時
代
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

ア
ン
ド
ロ
ジ
ニ
ー
へ
の
愛

こ
の
作
品
は
史
実
に
忠
実
だ
と
最
初
に
述
べ
た
。
そ
の
と
き
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
少
女
性
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ

れ
て
い
る
点
を
本
章
の
出
発
点
と
し
た
。
だ
が
も
う
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ジ
ル
・
ド
・
レ
の
不
在
で
あ
る
。

ト
ウ
ェ
イ
ン
は
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
の
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
を
大
い
に
参
考
に
し
た
よ
う
だ
。
扱
い
こ
そ
大
き
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く
な
い
が
、
ミ
シ
ュ
レ
の
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
に
も
ジ
ル
・
ド
・
レ
は
登
場
し
て
い
る
。

ジ
ル
・
ド
・
レ
は
後
に
「
青
髭
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
が
、
男
児
大
量
殺
人
の
犯
罪
者
と
な
り
、
処
刑

さ
れ
る
運
命
を
辿
る
。
ジ
ル
・
ド
・
レ
の
幼
児
に
向
け
ら
れ
た
同
性
愛
的
欲
望
は
有
名
だ65
＊

。『
王
子
と
乞
食
』
の
隠
者
に

よ
る
王
子
殺
害
未
遂
の
場
面
は
、
ジ
ル
・
ド
・
レ
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
ジ
ル
・
ド
・

レ
は
、
立
派
な
貴
族
の
家
柄
で
、
ジ
ャ
ン
ヌ
の
戦
友
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
自
由
に
導
く
た
め
に
戦
っ
た
武
将
で
あ
っ
た
。

『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク

―
超
異
端
の
聖
女
』
の
中
で
竹
下
節
子
は
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

男
装
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
も
、
美
少
年
と
見
立
て
ら
れ
て
戦
場
の
同
性
愛
者
た
ち
を
惹
き
つ
け
た
こ
と
が
あ
る
。

戦
場
の
ジ
ャ
ン
ヌ
に
対
し
て
、
兵
士
た
ち
は
男
が
女
に
も
つ
感
情
を
抱
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
無
か
っ
た
と
証
言
し

て
い
る
。（
竹
下

166
）

竹
下
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
し
て
い
る
。

ジ
ル
・
ド
・
レ
は
武
術
も
よ
く
し
た
が
、
信
仰
心
篤
く
、
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
素
朴
な
信
仰

で
は
な
く
、
内
な
る
熱
狂
を
抱
え
る
タ
イ
プ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
ん
な
彼
が
戦
場
で
、
荒
く
れ
男
の
間
で
神
の
声

を
告
げ
る
、
燃
え
る
よ
う
な
瞳
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
を
見
た
時
、
神
秘
の
興
奮
を
感
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
男
装
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
に
倒
錯
的
な
欲
望
を
抱
い
た
の
で
は
な
く
て
、
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
予
言
者
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で
あ
る
「
若
い
男
」
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
に
惚
れ
る
こ
と
で
、
同
性
愛
に
目
覚
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
も
と

も
と
十
字
軍
の
遠
征
時
に
東
方
の
女
か
ら
病
を
伝
染
さ
れ
る
騎
士
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
騎
士
同
士
の
男
色
は

半
ば
公
然
と
奨
励
さ
れ
て
い
た
）。
と
は
い
え
「
若
い
男
」
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
は
、
実
は
若
い
男
で
は
な
い
の
だ

か
ら
、
実
際
の
同
性
愛
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
神
聖
不
可
侵
の
ア
ン
ド
ロ
ギ
ュ
ノ
ス
だ
。
二
重
の
タ
ブ
ー

に
よ
っ
て
「
性
」
は
「
聖
」
へ
と
よ
り
刺
激
的
に
昇
華
し
た
。（152

）

ト
ウ
ェ
イ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
、
ジ
ル
・
ド
・
レ
の
活
躍
へ
の
言
及
が
無
い
点
を
こ
と
さ
ら
に
論
じ
る
の
も
あ
ま
り
に

強
引
な
論
理
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
男
装
の
戦
士
で
あ
る
少
女
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
を
ア
ン
ド
ロ
ジ
ニ
ー
（
両
性

具
有
）
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
に
、
語
り
手
の
視
点
が
ジ
ル
・
ド
・
レ
と
重
な
る
点
を

持
つ
な
ら
ば
、
と
仮
定
し
て
み
る
と
面
白
い
。
そ
の
仮
定
に
立
て
ば
、
男
装
の
少
女
に
内
在
す
る
ア
ン
ド
ロ
ジ
ナ
ス
な

側
面
に
憧
れ
て
し
ま
う
語
り
手
が
、
そ
の
憧
れ
に
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
傾
向

を
否
定
す
る
た
め
ジ
ャ
ン
ヌ
が
少
女
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
、
ど
こ
か
で
抱
い
て
し
ま
う
自
分
と
い
う
存
在

に
、
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
テ
イ
ラ
ー
に
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
言
え
る
。
十
八
世
紀
末
、
ま
だ
ア
メ
リ
カ
が
独
立
を
果
た
し
た
ば
か
り
の
頃
、
女
性
同
士
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
を
背
景
に
、
異
性
愛
規
範
に
対
し
て
実
に
強
烈
な
否
定
を
突
き
つ
け
る
か
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
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を
通
し
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
創
作
の
原
動
力
と
し
た
。
十

九
世
紀
の
中
頃
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
花
開
く
頃
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
持
ち
込
ま
な
い
友
情
を
ラ

ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
や
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ロ
ー
が
称
揚
す
る
一
方
で
、
旅
行
記
と
い
う
体

裁
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
描
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
当
時
の
異
性
愛
規
範
に
懐
疑
を
示
し
た
。
同
じ
頃
、「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
詩
人
」、
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

が
誕
生
し
て
い
る
が
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
や
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
描
く
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
は
、
様
々
な
作
家
に
影
響

を
与
え
た
。
ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
は
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
肯
定
し
た
い
自
分
と
、
肯
定
し
き
れ
な
い
自

分
の
隙
間
に
落
ち
込
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
。
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
当
時
の
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
な
作
家
た
ち

に
対
し
、
好
意
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
自
分
の
中
に
同
じ
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
見
出
す
こ
と
か
ら
、

ど
こ
か
逃
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
イ
ケ
ル
・
キ
ン
メ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
マ
ン
フ
ッ
ド
は
証
明
し
、
証
明

し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
」
異
性
愛
主
義
の
時
代
背
景
が
大
き
く
の
し
か
か
る
。

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
よ
う
に
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
一
方
で
隠
蔽
し
な
が
ら
、
隠
蔽
す
る
欲
望
を

解
放
す
る
方
向
に
向
け
て
作
品
を
書
き
綴
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
作
家
も
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
や
は
り
、
異
性
愛

主
義
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
異
性
愛
主
義
が
ロ
マ
ン
ス
を
押
し
つ
け
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
ロ
マ
ン
ス
に
押

し
つ
ぶ
さ
れ
る
主
人
公
を
、
ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
ジ
ス
は
描
い
た
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概

念
が
登
場
す
る
こ
と
と
、
異
性
愛
主
義
の
ロ
マ
ン
ス
は
お
互
い
に
補
強
し
合
う
。
そ
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
ホ
モ
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
の
提
示
の
仕
方
を
、
ど
う
や
ら
生
温
い
と
思
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ク
・
フ
ラ
ー
は
、
様
々
な
暗
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示
の
装
置
を
用
い
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
か
ら
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
主
体
を
登
場
さ
せ
る
。

様
々
な
作
家
が
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
格
闘
し
、
そ
の
格
闘
を
通
し
て
様
々
な
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
格
闘
が
絨
毯
の
下
絵
の
よ
う
に
な
り
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
力
に
よ
っ
て
、
読
者
が
信

じ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
や
読
者
が
信
じ
た
い
と
思
う
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
反
応
し
、
読
者
の
心
に
様
々
な
模
様
を
描
き
出
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
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あ
と
が
き

作
者
が
小
説
を
書
く
際
、
自
分
の
中
の
何
か
を
解
放
す
る
た
め
に
作
品
を
書
く
欲
望
と
、
自
分
の
中
の
何
か
を
隠
蔽

す
る
た
め
に
書
く
欲
望
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
そ
う
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
小
説
と
い
う
文
学
テ
ク

ス
ト
と
向
き
合
っ
て
来
て
い
ま
す
が
、
き
っ
か
け
は
二
十
世
紀
の
作
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
で
し
た
。
三

作
目
の
小
説
『
も
う
一
つ
の
国
』（
一
九
六
二
年
）
の
後
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
小
説
が
な
ぜ
さ
え
な
く
な
っ
た
の
か
と

考
え
て
い
く
過
程
で
浮
か
ん
で
き
た
問
題
意
識
で
す
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
は
黒
人
で
あ
る
こ
と
と
同
性
愛
者
で
あ
る

こ
と
の
間
で
葛
藤
が
あ
り
ま
し
た
。
黒
人
で
あ
る
こ
と
と
同
性
を
愛
す
る
こ
と
は
、
彼
の
中
で
は
何
の
矛
盾
も
な
く
同

時
に
存
在
す
る
は
ず
な
の
に
、
前
者
は
公
然
と
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
後
者
は
で
き
な
い
、
そ
う
い
っ
た
ジ
レ
ン

マ
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
抱
え
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
『
も
う
一
つ
の
国
』
を
書
い
て
、
自
分

の
心
の
中
に
隠
蔽
し
て
い
た
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
作
品
の
な
か
で
解
放
し
た
。
解
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
書
か
な
い
で

は
い
ら
れ
な
い
衝
動
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
は
と
、
筆
者
は
見
て
い
ま
す
。
隠
蔽
し
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
解
放
し
た
途
端
に
書
く
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
い
っ
た
問
題
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
作
品
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
詳
細
に
読
ん
で
い
て
引
っ
か
か
り
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を
覚
え
る
箇
所
に
、
ど
う
し
て
も
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
う
筆
者
の
態
度
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
章
で
、

「
作
者
自
身
の
姿
を
一
番
よ
く
語
る
の
は
自
伝
や
エ
ッ
セ
イ
で
は
な
く
、
作
者
自
身
が
創
作
し
た
小
説
で
あ
る
こ
と
が
多

い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
小
説
の
創
作
は
あ
る
世
界
を
生
み
だ
す
こ
と
で
す
か
ら
、
作
者
自
身
の
中
に
何
か
欠
損
が
あ

る
場
合
、
そ
れ
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
小
説
世
界
の
綻
び
と
し
て
読
者
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
読
者
の
側
で
作
品
に
何
か
引
っ
か
か
り
を
覚
え
て
、
そ
の
引
っ
か
か
り
を
作
品
全
体
と
の
整
合
性
と
併
せ
て
考
え

る
と
、
作
者
の
こ
だ
わ
り
が
見
え
て
く
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
隠
蔽
と
解
放
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
は
、
小
説
世
界
を

創
造
す
る
作
家
の
想
像
力
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
と
思
え
る
の
で
、
読
者
の
側
で
も
そ
の
点
か
ら
小
説
世
界
と
い
う

テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
え
る
の
で
す
。

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
は
、
狭
義
に
は
性
の
対
象
を
示
す
も
の
で
す
が
、
広
義
に
は
生
き
方
自
体
を
示
し

ま
す
。
同
性
に
対
し
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
抱
く
こ
と
と
、
同
性
の
み
を
愛
す
る
同
性
愛
者
と
し
て
生
き
る
生
き

方
を
選
択
す
る
こ
と
の
間
に
は
、
分
節
不
可
能
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
分
節
の
難
し
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る

と
筆
者
は
思
い
ま
す
。
そ
の
問
題
を
隠
蔽
と
解
放
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
考
え
て
き
ま
し
た
。
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世

紀
と
い
う
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
代
、
作
者
に
と
っ
て
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関

わ
る
、
も
し
く
は
繋
が
る
欲
望
を
描
く
こ
と
自
体
が
、
隠
蔽
と
解
放
と
い
う
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
綱
引
き
で
あ
る
可
能

性
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
描
こ
う
と
す
る
、
も

し
く
は
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
作
品
を
考
え
る
と
き
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
作
者
は
ど
の
よ
う
に
描
く
の

か
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
と
作
者
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
を
考
え
ず
に
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
う
こ
と
は
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で
き
な
い
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
と
き
、
何
か
理
論
を
持
ち
出
し
て
切
り
取
っ

て
み
て
も
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
こ
と
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
作
者
が
作
品
を
生
み
だ
す
た
め
に
格
闘
し
て
い
る
の
な
ら
、

一
読
者
と
し
て
テ
ク
ス
ト
と
格
闘
す
る
こ
と
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
こ
そ
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
し
て
、
一
つ
に
は
作
品
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
に
は
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
を
考

え
る
こ
と
や
共
有
す
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
が
隠
蔽
し
て
い
る
欲
望
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
と
、
筆
者
は
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
作
品
に
謎
を
持
ち
込
み
、
謎
解
き
を
読
者
に
迫
る

こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
作
品
と
の
出
会
い
は
、
本
書
を
構
想
す
る
出
発
点

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
緩
や
か
で
は
あ
る
が
全
体
を
つ
な
ぐ
糸
と
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
短
編
「
絨
毯
の
下
絵
」

を
タ
イ
ト
ル
に
使
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
の
本
に
収
め
た
各
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
が
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
二
つ
の
論
文
を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
に
し
た
章
も
あ
り
ま
す
。
遅
筆
で
あ
る
た
め
、
本

書
を
ま
と
め
る
の
に
時
間
が
か
か
り
、
随
分
古
い
論
文
も
収
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
新
し
い
情
報
を

加
え
る
必
要
も
あ
っ
て
書
き
足
し
た
章
も
あ
り
ま
す
。
他
の
論
文
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
て
大
幅
に
書
き
直
し
た
章
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
断
っ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
基
に
な
っ
た
論
文
を
示
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

序　

論 

イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
絨
毯
の
下
絵

 

書
き
下
ろ
し
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第
一
章 

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』

 

（
一
）　

“T
he 

N
ew

 
W

om
an ’s 

Potentiality: 
O

live ’s 
H

om
oeroticism

 
in 

T
he 

B
ostonians.”

  

P
roceedings of K

yoto A
m

erican Studies Sum
m

er Sem
inar: July 24-July 26, 2003. E

d. H
iroshi 

Y
oneyam

a. K
yoto: C

enter for A
m

erican Studies, R
itsum

eikan U
, 2004. 201–13.

 
（
二
）　
「『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
に
見
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
読
み
の
可
能
性
」、『
英
語
青
年
』、
第
百

五
十
二
巻
第
六
号
（
二
〇
〇
六
年
九
月
）、
三
三
四
〜
三
六
頁
。

第
二
章 

ハ
ワ
ー
ド
・
オ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
・
ス
タ
ー
ジ
ス
の
『
テ
ィ
ム
』
と
『
ベ
ル
チ
ェ
ン
バ
ー
』

 

「H
ow

ard O
vering Sturgis

のTim

とB
elcham

ber

に
お
け
る
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」、
東
京
女
子

大
学
紀
要
『
論
集
』、
第
五
十
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
一
五
〜
三
八
頁
。

第
三
章 

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
鳩
の
翼
』

 

「
ケ
イ
ト
は
誰
を
愛
し
た
か

│『
鳩
の
翼
』
に
潜
む
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
」、
東
京
女
子
大
学
紀

要
『
論
集
』、
第
六
十
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
四
七
〜
七
六
頁
。

第
四
章 

ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ク
・
フ
ラ
ー
の
『
バ
ー
ト
ラ
ム
・
コ
ー
プ
の
年
』

 

（
一
）　
「
世
紀
転
換
期
の
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点

│H
enry B

lake Fuller, B
ertram

 C
ope’s Year
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か
ら
見
え
る
世
界
」、
東
京
女
子
大
学
紀
要
『
論
集
』、
第
五
十
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
八
一
〜
一

〇
四
頁
。

 

（
二
）　
「
書
か
れ
な
い
〈
女
〉│「
女
」
と
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
表
象
」、『
英
語
青
年
』、
第
百
五

十
一
巻
第
八
号
（
二
〇
〇
五
年
十
月
）、
八
〜
一
〇
頁
。

第
五
章 
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
オ
ー
モ
ン
ド
、
あ
る
い
は
秘
密
の
目
撃
者
』

 

「O
rm

ond 
に
お
け
る
隠
蔽
と
解
放
」、
静
岡
大
学
人
文
学
部
人
文
論
集
、
第
四
十
四
号
の
一
（
一
九
九
三

年
）、
六
三
〜
八
二
頁
。

第
六
章 

ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
タ
イ
ピ
ー

│
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
生
活
覗
き
見
』

 

「『
タ
イ
ピ
ー
』
に
お
け
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
」、
東
京
女
子
大
学
紀
要
『
論
集
』、
第
五
十
五

巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）、
四
三
〜
六
一
頁
。

第
七
章 

ベ
イ
ヤ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』

 

「
マ
ン
リ
ィ
・
ラ
ブ
の
二
つ
の
顔

│『
ジ
ョ
ゼ
フ
と
友
達
』
に
お
け
る
戦
略
的
欺
瞞
」、
静
岡
大
学
人
文

学
部
人
文
論
集
、
第
五
十
号
の
二
（
二
〇
〇
〇
年
）、
一
二
七
〜
四
五
頁
。
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第
八
章 

マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
個
人
的
な
回
想
』

 

「『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
に
潜
む
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」、『
英
米
文
学
評
論
』、
第
四
十
九
号
（
二
〇

〇
三
年
）、
七
五
〜
九
四
頁
。

本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
様
々
な
方
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
大
学

院
時
代
の
恩
師
で
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
文
学
の
古
典
を
読
む
会
」
に
誘
っ
て
く
だ
さ
っ
た
亀
井
俊
介
先
生
で
す
。
先
生
の

お
陰
で
議
論
の
楽
し
さ
を
覚
え
ま
し
た
。
ま
た
、
本
書
序
文
の
下
書
き
に
対
し
、
多
く
の
貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
テ
ク
ス
ト
を
正
確
に
読
む
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
指
導
教

官
で
あ
り
、
就
職
し
て
か
ら
も
読
書
会
に
誘
っ
て
く
だ
さ
っ
た
渡
辺
利
雄
先
生
、
読
み
込
む
姿
勢
を
授
業
で
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
島
田
太
郎
先
生
、
行
方
昭
夫
先
生
に
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

渡
辺
先
生
の
読
書
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
平
石
貴
樹
先
生
を
始
め
と
す
る
先
輩
、
そ
し
て
同
級
生
や
後
輩
に
も
様
々

な
形
で
励
ま
さ
れ
ま
し
た
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
章
は
日
本
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
協
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
が
元
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
発
表
準
備
で
大
学
院
時
代
の
同
級
生
、
後
藤
和
彦
さ
ん
に
は
色
々
と
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
ボ
ス
ト
ニ
ア
ン
ズ
』
の
章
は
、
立
命
館
大
学
主
催
の
京
都
ア
メ
リ
カ
研
究
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
で
の
発
表
に

基
づ
い
て
い
ま
す
が
、
発
表
に
向
け
て
の
準
備
で
は
「
ア
メ
リ
カ
文
学
の
古
典
を
読
む
会
」
の
中
川
優
子
さ
ん
に
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。「
古
典
を
読
む
会
」
の
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
色
々
と
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
頂
き
ま
し
た
が
、
中
で
も
、
い

く
つ
か
の
章
の
元
に
な
る
論
文
を
執
筆
す
る
過
程
で
、
武
田
貴
子
さ
ん
と
徳
永
由
紀
子
さ
ん
が
一
緒
に
勉
強
会
を
し
て
く
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だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
の
研
究
の
方
針
を
模
索
し
て
い
る
時
期
、
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
の
留
学
の
際
に
お
世
話
に
な
っ

たD
avid B

ergm
an

先
生
に
は
様
々
な
資
料
を
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
静
岡
大
学
時
代
に
同
僚
で
あ
っ
た
神

田
龍
身
先
生
に
は
出
版
に
関
す
る
こ
と
で
色
々
と
ご
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
書
の
出
版
に
際
し
て
は
、
二
〇
一
二
年
度
東
京
女
子
大
学
モ
ノ
グ
ラ
フ
刊
行
助
成
と
い
う
大
き
な
援
助
を
頂
き
ま

し
た
。
お
陰
を
も
っ
て
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。
選
考
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
お
よ

び
関
係
者
の
方
々
の
ご
好
意
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
研
究
社
出
版
部
の
津
田
正
さ
ん
に
は
、
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
つ
た
な
い
原
稿
を
読
み
出
版
に
向
け
て
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
編
集
の
過
程
で
は
字
句
の

修
正
は
も
と
よ
り
、
内
容
に
ま
で
踏
み
込
む
適
切
な
指
摘
を
頂
き
ま
し
た
。
津
田
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
け
れ
ば
、

本
書
が
こ
の
よ
う
な
形
で
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

本
書
で
は
十
九
世
紀
を
中
心
に
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
考
え
ま
し
た
。
何
年
か
か
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

一
九
六
九
年
の
ス
ト
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
反
乱
で
ゲ
イ
リ
ブ
が
盛
り
上
が
る
前
ま
で
の
二
十
世
紀
の
作
家
に
つ
い
て
、
次

は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
そ
の
思
い
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
本
書
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ

た
方
々
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
二
年
十
二
月

本　

合　
　

陽
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Autobiography 161）。
（63）　『王子と乞食』に関し、“Mark Twain and Homosexuality” でアンド

リュー・J・ホフマンは、王子とヘンドンとの間ではなく、王子と乞食
のトムの関係にホモエロティシズムを見出そうとしている（Hoffman, 

“Mark Twain” 45–46）。
（64）　この点についてはピーター・ストーンリーも紹介しているが（Stone-

ley 99–100）、アンドリュー・ホフマンの指摘の方が明確である（Hoff-

man, Inventing Mark Twain 364–65）。
（65）　例えば、A・L・ヴィンセントとクレア・ビンズは Gilles De Rais: 

The Original Bluebeard （1926）の序文で、“Gilles de Rais was a homo-

sexual, a sexual invert” （Vincent & Binns 14）と記している。ヴィンセン
トの本は、ジャンヌ・ダルクとの関わりが、ジル・ド・レの人生におい
ていかに大きかったかを論じている。
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る（Loving 199）。
（60）　クリスティーナ・ズワーグはトウェインがジェンダー概念の転覆を
ねらっていたとまで考えている。彼女のフェミニスト的な読みは強引で
あるが、魅力はある（Zwarg 57–72）。また、トウェインと女性との付き
合いに関してはローラ・E・スキャンデラ＝トロンブリーのMark Twain 

in the Company of Women （1994）に詳しい（Skandera-Trombley, Mark 

Twain 1–198）。リンダ・A・モリスは、“Twain’s overarching fascination 

with Joan of Arc, however, as it is revealed in his text, was that she was an 

archetypal liminal  gure. She moved between earthliness and saintliness, 

between the centuries, between childhood and adulthood, between mascu-

line and feminine.” と述べ、ジャンヌの「従属と女性性」を見る従来の
説に異論を唱え、ジャンヌの異性装に積極的な意味づけを見出そうとす
る（Morris 98–101）。なお、語り手の二重性について、エヴァリット・
エマーソンは、“Mark Twain presents Conte as having simultaneously two 

attitudes that the author himself shared: sentimentality and cynicism” と評
している（Emerson 211）。

（61）　ホイットマンの “comradeship” にホモエロティシズムを指摘した批
評家の例としては、バーン・R・S・フォーンを参照されたい（Fone, 

Masculine Landscapes 94–95）。
（62）　「ウォルト・ホイットマン論争」をトウェインは出版する意図はな
かったのではないかと、ジェローム・ラヴィングは書いているが、ト
ウェインの議論は、ホイットマンを検閲する一方で、あらゆる類のポル
ノグラフィを印刷し続けている “hypocrisy” を指摘するものだとしてい
る（Loving 252）。少なくとも、トウェインがホイットマンを好意的に読
んでいたことだけは確かなようだ。ストッダードとの交友関係といい、
ホモエロティックな欲望を擁護する姿勢をトウェインが持っていた可能
性はある。ちなみに、ストッダードはトウェインのロンドン行きに同行
し、秘書として滞在したが、トウェインは当時の様子を『自伝』に記し
ており、ストッダードのことを “comrade” という言葉を用いて紹介して
いる。“Ostensibly Stoddard was my private secretary; in reality he was 

merely my comrade ̶ I hired him in order to have his company.” （Twain, 
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scapes 267）。
（54）　ホーソーンに評価されたという事実はとても興味深い。注（41）を参
照のこと。

（55）　ただし、ジョン・ボズウェルは、義理の妹タマールをレイプするア
ムノンの話と比較し、同じ「愛」という語が使われるダビデとヨナタン
にも男性同士の性的情熱が存在することを認めつつも、ダビデがヨナタ
ンを「私の兄弟」と捉えることの方が重要と述べている（Boswell 136–

37）。またデイヴィッド・M・ハルプリンも次のように述べ、性的な愛
情に力点を置いた解釈には疑問を提示している。“Jonathan’s love for 

David was astonishing because ̶ even without a sexual component ̶ it 

was stronger and more militant than sexual love.” （Halperin 83）。

第八章　マーク・トウェインの『ジャンヌ・ダルクの個人的な回想』

（56）　史実との関連を論じるジェイソン・G・ホーンなどの論文もある
（Horn 173–94）。

（57）　「理想の女性」がセックスレスであることを論じるピーター・ストー
ンリーは、筆者の論点である少女性の強調とつながる点がある（Stoneley 

9–17）。
（58）　トウェインは、『ジャンヌ・ダルク』が自分の作品のなかで一番好き

であると語ったそうだ（Cox 249–50, Emerson 213）。また、サミュエル・
ラングホーン・クレメンスの娘、オリヴィア・スーザン・クレメンス
（Olivia Susan Clemens）は “as deep & earnest an interest in the book as if 

it were her own” と思ったと、トウェインが報告しているそうだ（Emer-

son 213）。
（59）　例えば 2010年に出版されたジェローム・ラヴィングによる伝記は、

ロジャー・オースティンの Genteel Pagan: The Double Life of Charles 

Warren Stoddard （1991）を参照し、本文でも紹介したようにチャール
ズ・ウォレン・ストッダードとの関係を詳しく述べている一方で、ネ
ヴァダやハワイで “a personal history of unconventional sexual behavior” 

を持った可能性があると指摘するが、“albeit heterosexual” と注記してい
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Literature in English from 1748 to 1914 に収められている（Mitchell & 

Leavitt 185–205）。
（50）　例えばジャスティン・D・エドワーズやリチャード・チェイス、エ
ドウィン・ハヴィランド・ミラーなどの議論を参照のこと（Edwards 27; 

Chase 11; Miller, Melville 48–49）。
（51）　この点に関しウィリアム・ヒースは、キャプテン・デイヴィッド・
ポーター（Captain David Porter）の A Voyage in the South Seas, in the 

Years 1812, 1813, and 1814 （1823）の記述を紹介し、雑婚制のためにカッ
プルの間に嫉妬の感情がなく、それゆえメルヴィルが両性の間にプラト
ニックな関係を見たとしている（Heath 50）。

（52）　デイヴィッド・バーグマンが “Cannibalism becomes for Tommo a 

marker for the anxiety he feels at equality with a homosexual partner, since 

such equality would mean becoming the occasional passive receptor of 

another man’s desire.” と論じている（Bergman 148–49）。ケイレブ・ク
レインもカンニバリズムと同性愛を論じ “cannibalism and homosexuality 

violate the distinctions between identity and desire; between self and other; 

between what we want, what we want to be, and what we are.” と述べてい
る（Crain, “Lovers” 34）。

第七章　ベイヤード・テイラーの『ジョゼフと友達』

（53）　ミシェル・フーコーは、“We must not forget that the psychological, 

psychiatric, medical category of homosexuality was constituted from the 

moment it was characterized ̶ Westphal’s famous article of 1870 on ‘con-

trary sexual sensations’ can stand as its date of birth ̶ less by a type of 

sexual relations than by a certain quality of sexual sensibility, a certain way 

of inverting the masculine and the feminine in oneself.” （Foucault 43）と
記している。ただし、“homosexual” という言葉が初めて活字として見
られるのは、正確には 1869年、オーストラリア系ハンガリー人翻訳家、
カール・マリア・カートベニー（Karl Maria Kertbeny）によって書かれ
た二冊の匿名のパンフレットにおいてである（Fone, Masculine Land-
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が伝えている（Miller, Melville 119）。もちろん出版されることを優先し
たのは間違いないが、うがった見方をすれば削除を求められた箇所が、
メルヴィルの真の意図からすれば必要のない個所であったと言うことも
できる。削除された箇所は主に西洋文明批判につながる記述である。

（45）　ジャスティン・D・エドワーズも同様の指摘をしている。“Tom may 

thus be read as a seeing-man who ‘peep[s] at Polynesian life’ without dis-

enfranchising the imperial rhetoric inherent to the nineteenth-century travel 

narrative. Tom, read as Typee’s seeing-man, might be considered a precur-

sor to the twentieth-century sexual tourists, for the island serves as a space 

where he can explore different forms of eroticism while resisting a loss of 

self or cultural identity.” （Edwards 32）。
（46）　エドウィン・ハヴィランド・ミラーはこの場面を論じ、“Although 

the narrator alleges that she is a Polynesian Aphrodite, here as elsewhere 

she plays the role of a protective mother.” （Miller, Melville 128）と述べて
いる。なお、ジョン・ラファージ（John LaFarge）というアメリカ人の
画家が、“Fayaway Sails Her Boat, Samoa” と題し、1895年頃に水彩画で
この場面を描いている。その絵では、タッパを陸に向けはためかせてい
る様子が描かれるが、これでは帆として役に立っているとは言えない。

（47）　ロバート・K・マーティンはフェイアウェイをめぐる記述を論じ、
“she is not drawn with the same passionate conviction as the male charac-

ters and . . . she does not  ll a place in Melville’s symbolic universe” と述
べ、フェイアウェイは “the traditional  gure of romance” に過ぎないとし
ている（Martin, Hero 36）。また、エドウィン・ハヴィランド・ミラー
は、“She is a sentimental confection, not a brown-hued embodiment of 

feminine sexuality. It is dif  cult for her to play Venus to Tommo.” と述べ、
エロティックな存在として描かれていないと論じている（Miller, Melville  

48）。
（48）　ジャスティン・D・エドワーズもこの場面の持つエロティシズムを
指摘している（Edwards 28）。

（49）　この作品は、マーク・ミッチェルとデイヴィッド・レーヴィットの
Pages Passed from Hand to Hand: The Hidden Tradition of Homosexual 
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補強するだろう。
（40）　例えばクリスティン・M・コメントは、“Ormond’s jealousy clearly 

raises the possibility of a sexual relationship between the two women” と
述べている（Comment 65）。

（41）　ここでナサニエル・ホーソーン『緋文字』の例を持ち出すことは可
能かもしれない。第 13章、“Another View of Hester” でヘスター・プリ
ンは、女性の存在のために何ができるかと自問するが、女性が “a fair 

and suitable position” を獲得するためには男性が変化する必要がある。そ
して、女性自身も変わらないとそれを享受できない。しかし女性が変わ
ると、“the ethereal essence, wherein she has her truest life” がなくなると
言い（Hawthorne 120）、当時の女性の枠を乗り越えようとはしない。作
者が乗り越えるのを拒んだような印象を与えるのだ（本合87–97）。『オー
モンド』で、ソフィアという語り手がコンスタンシアを当時の女性の枠
にとどめようとしていたとしても、作者がとどめようとしたとは言えな
い（See Shapiro 377）。

第六章　ハーマン・メルヴィルの『タイピー―ポリネシアの生
活覗き見』

（42）　ジャスティン・D・エドワーズが、チャールズ・アンダーソンの
Melville in the South Seas （1939）に従い、メルヴィルのポリネシア滞在
の事実関係を要領よくまとめてくれている（Edwards 21）。

（43）　メルヴィルが『タイピー』の原稿をハーバー社に送ったが、「あまり
にも空想的」という理由で断られたため、イギリスのジョン・マレー社
に送る際には、見たとおりのことを書いているだけだと強調する手紙を
添え、メルヴィルが『タイピー』を本物の旅行記であると主張した経緯
があるという（Edwards 21–22）。

（44）　アメリカ版出版に際し、出版社から 36ページにも及ぶ削除を求めら
れたが、芸術を損なう行為だと批判することもなく、出版社に宛てて、
“The book is certainly calculated for popular reading, or for none at all.” と
書き、出版社の意向に従ったことをエドウィン・ハヴィランド・ミラー
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works of  ction. In this self-consciousness he seems quite modern.” （Bell, 

“The Double-Tongued Deceiver” 151）と述べるが、ブラウンの「自意識」
は興味深いテーマである。

（33）　ここで筆者は、オーモンドの思想の分析および思想的背景について
は考察しない。これらに関しては前出のロバート・リグビィ・ヘアなら
びにロバート・S・レヴァインが詳しい（Levine 15–57）。なお、オーモ
ンドを中心に考えて、この物語の結末に不満を述べる批評家も多い
（Ringe 43; Warfel 138）。

（34）　ここで、この作品にくり返し登場する「類似（resemblance）」につい
て述べておいてもよいだろう。例えば、ロバート・リグビィ・ヘアが、
主要な女性登場人物四人―コンスタンシア、ソフィア、マーティネッ
ト、ヘレナ―は、同一人物の様々な面を表していると述べているが 

（Hare 178）、登場人物間に「類似」があるという記述が目につくのは確
かだ。これはオーモンドとコンスタンシアにも当てはまる。例えば、
“Constantia, however, discovered a suf  cient resemblance between their 

theories of virtue and duty.” （Brown, Ormond 130）など。この辺りに彼女
に成り代わって復讐する根拠を見出すこともできるかもしれない。

（35）　それゆえ、ジェイムズ・R・ラソウのように、薬屋をやっていた男
の娘であるから、コンスタンシアが、実は毒殺したのだという大胆な推
察をする批評家もいるのだろう（Russo 218–20）。

（36）　レスリー・フィードラーは次のように書いている。“Ormond pursues 

Constantia out of some dark need to symbolize in her violation his triumph 

over the female principle.” （Fiedler, Love and Death 102）。
（37）　オーモンドの “super-male-chauvinism” を指摘したウィリアム・ヘッ

ジズは、この文脈では的を射ている（Hedges 117）。
（38）　アーネスト・マーチャンドも “a completely rounded personality” に至
るという成長説をとっている（Marchand xxx）。

（39）　感傷小説には、普段女性には参加することのできない政治などに関
する議論が持ち込まれていて、それを読むことで読者である女性が知識
を得るという、教育的な側面もあったと Cathy N. Davidsonが指摘して
いるが（Davidson, Revolution 123–25）、こういった考え方も筆者の説を
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べきであるというポール・ウィザリントン（Paul Witherington）の言葉
を受け、ブラウンが故意に “an unreliable narrative” を用い、“carefully 

he plotted Ormond so as to obscure the truth in a rich fabric of semiplausi-

ble lies” と論じる（Russo 205–27）。魅力的な議論だが、論証が力業に過
ぎないところもある。また、この作品の欠陥については、シドニー・
J・クラウスやポール・C・ロジャーズ・ジュニアを参照のこと（Krause 

144–47; Rodgers, Jr. 18）。
（30）　ブラウンの “narrative method” には一貫性があり、“the satiric Man-

ichaen mock-heroic” が彼の語りの特徴であると考えると、曖昧さという
仕掛けにより、哲学的熱狂者の狭くて抑圧的な感性を批判することにな
ると考えるポール・W・ネルソン （Nelson, “Brown’s Manichaen Mock-

Heroic” 27–28; “A Just Reading” 170）や、芸術、想像力といった作家と
してのブラウンの問題と、宗教上などのモラリストとしての問題を、と
もに全能の視点をもつオーモンドとソフィアに重ね合わせ、その葛藤を
描く作品であると考えるポール・ウィザリントン（Witherington 175–

91）、「隠蔽」という言葉に注目しつつ論じるマイケル・ダヴィット・ベ
ル（Bell, “The Double-Tongued Deceiver” 143–52）などの議論がある。あ
との二人は、隠蔽のなかにブラウンの自意識を見出し、それをアメリカ
文学の特徴と結びつけていく点で興味深い。なお、彼らの論文から大い
に啓発されたことを記しておく必要がある。また、W・B・バーソフの 

“‘A Lesson on Concealment’: Brockden Brown’s Method in Fiction” から
も学ぶところが多かったことを記しておく（Berthoff 45–57）。

（31）　この辺りの事情についてはハリー・R・ウォーフェルやリンダ・K・
カーバー、ロバート・リグビィ・ヘアが詳しい（Warfel 42; Kerber 

210–21; Hare 32–33）。
（32）　ブラウンが小説を発表していた時期、小説を読むことは、特に女性

にとって堕落であるという論議が盛んであった（Davidson, Revolution 

45–47; Brown, Sentimental Novel 4–8）。そのような時代に、小説、しか
も女性の誘惑の主題を扱う作品を描くのであれば、マイケル・ダヴィッ
ト・ベルが “What makes Brown fascinating is the self-consciousness with 

which he made the conventional fear of  ction a central preoccupation of 
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（27）　筆者の観点を補強するものとして、セジウィックがThe Epistemology 

of the Closet （1990）で展開する『ビリー・バッド』論を批判してケイレ
ブ・クレインが次のように述べる言葉を紹介しておこう。“Most gay 

readings depend in part on a sentimental identi  cation with the text. Read-

ers sense, more strongly than with other texts, that Melville is talking about 

someone like them. The readings are therefore vulnerable to disparagement 

as emotional impressions rather than critical facts . . . . By repacking it as 

an epistemology, Sedgwick moves gay reading to what seems to be higher, 

safer ground.” （Crain, American Sympathy 244）。
（28）　ちなみに、フラーの同性愛を前提に伝記を書いたケネス・スキャン
ブレイは、作品の結末は二人の別れを示していると解釈しているが
（Scambray 151）、最後の場面で二人が同じ家で暮らしているという報告
の手紙をくれるかもしれないと言っているので、二人の別れが暗示され
ているとは思えない。

第五章　チャールズ・ブロックデン・ブラウンの『オーモンド、あ
るいは秘密の目撃者』

（29）　いくつか例を示そう。ソフィアが、コンスタンシアの情報を、「途絶
えることのない手紙のやりとり」（22）から得たと初めのほうで述べて
いるが、後半、語り手ソフィア自身が物語に登場する少し前に、「二人
［ソフィアとコンスタンシア］が四年前に別れて以来、彼女［ソフィア］
はこの女性から何の報せも受けていなかった」（156）とあり、明らかに
矛盾している。また、昔、父の経営する商店の使用人であり、後に売上
げを横領し逃げていたクレイグと思われる人物に、コンスタンシアが
オーモンド邸で面会を申し込む場面で、クレイグが思ったことや言った
言葉等は、全知の視点でなければ知り得ない情報が含まれており、設定
されたソフィアの視点と矛盾する。ただこれに対し、ジェイムズ・R・
ラソウは、コンスタンシアとクレイグが恋人だったと考えており（Russo 

213–22）、その説が正しければ、コンスタンシア経由で情報が入ったこ
とになる。ラソウは、ブラウンの視点やスタイル、形式にもっと注目す
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クシュアリティが主題であるとした上で、それを扱うには十分に大胆と
も言えず、それ以外に見るべきものはないとする（Brown, Jr. 226）。ト
ウェイン評伝シリーズのジョン・ピルキントン・ジュニアに至っては、
この作品にほんの二頁弱しか割かず、“his failure to deal adequately with 

the impact of sexual abnormality upon the lives of his characters” のために 

“an unsuccessful novel” であると評している（Pilkington, Jr. 151）。また、
『あのゲームを演じて―アメリカにおけるホモセクシュアル小説』
（1977）でロジャー・オースティンは、同性愛に関する対話を描いたザ
ヴィエル・メイン（本名 Edward Irenaeus Prime-Stevenson）の『イムレ
―覚書き』（1906）と比較し、退行しているとする（Austen, Playing 

27）。ジェイムズ・レヴィンの『アメリカにおけるゲイ・ノヴェル』
（1991）も、より赤裸々にホモセクシュアリティを描けなかったために、
作品はつまらないものとなっていると書いている（Levin 16）。ブラウン
やピルキントンはともかく、公に出版する意図のない『イムレ』と比較
するオースティンや、「ゲイ小説」の歴史を書こうとするレヴィンは、
当時の時代背景を考慮に入れて評価しているとは思えない。

（23）　“a middle-aged bachelor” であるバジル・ランドルフを視点的人物と
見る考えもある（Austen, Playing 28）。1998年版のテクストに後書きを
書いたアンドリュー・ソロモンは、“The most articulate voice in the novel 

belongs to Joe Foster” （Solomon 294）と述べる。また、バートラムをこ
の大学町での様々な人間関係に引き入れた未亡人、メドーラ・フィリッ
プスの目から見ていると読める箇所もあり、混乱した印象を与えるのは
事実だ。

（24）　エドマンド・ホワイト（Edmund White）は、この作品が “Fuller’s 

best” （Qtd. in Solomon 298）であると賞賛し、この作品には、“a kind of 

philosophic theme which seems to me to raise it well above the  ction of 

social surfaces of the school of William Dean Howells” （Qtd. in Scambray 

9）があるとまで言っている。
（25）　アンドリュー・ソロモンは 1998年版の後書きで、“The novel treads 

gently around the edge of the erotic” （Solomon 291）と述べている。
（26）　この点に関しては ジェイムズ・レヴィンも指摘している（Levin 15）。
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as . . . the play on the stage is in view, night after night, for the  ddlers. He 

remained thus, in his own theatre, in his single person, perpetual orchestra 

to the ordered drama, the con  rmed “run”; playing low and slow . . . for the 

situations of most importance.” （James, Wings 316）。
（18）　谷本泰子は、アリス・ジェイムズの日記の存在をジェイムズが知っ
たことを根拠に、ミリーのモデルをアリスだと論じる（谷本 70–72）。ま
たアデライン・R・ティントナーとヘンリー・D・ジャノウィッツは、
ミリーの病名を “chlorosis” （萎黄病）とする論文に反論し、アリスの病
気に言及しながら癌であると論じている（Tintner & Janowitz 73–76）。

（19）　ロレンス・ラーナーは、主人公の病気に関してジェイムズがノート
に記した記述を引用した上で、“But by the time he came to write the 

novel, James went out of his way not only to conceal the nature of Milly’s 

illness, but to draw attention to the concealment.” （Lerner 290–91）と書
き、ジェイムズは病名を隠すことに注意を引きつけようとしていると論
じている。

（20）　フィリップ・ホーンは、“Many recent James scholars （especially 

［Eve Kosovsky］ Sedgwick and Fred Kaplan） have brought James and 

James studies out of the closet to the point where we can almost take 

James’s homosexuality for granted.” （Qtd. in Horne, “Henry James” 76）と
リーランド・S・パースン・ジュニアが書いている言葉を枕に、セジ
ウィックの The Epistemology of the Closet における “The Beast in the 

Jungle” 論は仮説に仮説を重ねる議論だと批判しているが、その際に “Is 

the Rectum Straight?: Identi  cation and Identity in The Wings of the Dove” 

での議論も同様であると述べている（Horne, “Henry James” 79–82）。

第四章　ヘンリー・ブレーク・フラーの『バートラム・コープの年』

（21）　ジョージ・チョーンシーは第二次大戦前の世界を指して、“it was not 

a world in which men were divided into ‘homosexuals’ and ‘heterosexu-

als’” （Chauncey 12）と述べている。
（22）　先行する伝記作者バーナード・R・ブラウン・ジュニアは、ホモセ
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（14）　ブラム・ダイクストラは、19世紀後半の病弱な女性が、次のように
表象されていると論じている。“Throughout the second half of the nine-

teenth century, parents, sisters, daughters, and loving friends were kept 

busy on canvases everywhere, anxiously nursing wan, hollow-eyed beau-

ties who were on the verge of death. For many a Victorian husband his 

wife’s physical weakness came to be evidence to the world and to God of 

her physical and mental purity ̶ that precious commodity which would 

ultimately secure for him spiritual succor from the world of sordid business 

affairs and rescue his soul from perdition. Late nineteenth-century painters 

were eager to oblige his sense of virtue with affecting images of feminine 

weakness bearing such titles as “A Shadow,” “A Lull,” “Anxiety,” “The 

Dying Mother,” “In Excelsis,” and so on.” （Dijkstra 25）。
（15）　ウィリアム・ジェイムズが『鳩の翼』を評し、“You’ve reversed every 

traditional canon of story-telling （especially the fundamental one of telling 

the story, which you carefully avoid） and have created a new genre litté-

raire which I can’t help thinking perverse, but in which you nevertheless 

succeed for I read with interest to the end （many pages, and innumerable 

sentences twice over to see what the dickens they could possibly mean） 
and all with un  agging curiosity to know what the upshot might become” 

（Qtd. in Gard 317）と手紙に書き送っているが、その言葉も筆者が論じ
てきた曖昧さを指摘するものと考えることができる。

（16）　『パンチ』は 19世紀末に、「新しい女」を「男になろうとする女」、
「男になった女」と受け止め、イラスト入りで風刺する詩や揶揄する記
事をたびたび掲載していた（川本 176–85）。スーザン・C・シャピロに
よれば、「ニッカーボッカーをはいた『合理』服の二人の自転車乗りの
婦人」（Shapiro, “Mannish” 510）をからかう 1896年の風刺漫画に見られ
るように、「新しい女」の「男性性」を揶揄するものが多かったようだ
（Shapiro, “Mannish” 510–14）。ミリーはそういった女性像を肯定的に見
ていたことになる。

（17）　ケイトとの一度だけの関係を回想する場面は次のように書かれる。
“［The renewed act, almost the hallucination, of intimacy］ was in view 



280

できなかったために、筆を折るしかなかったと論じている（Kirchhoff 

425–40）。
（8）　ニール・コックスは主人公の死を描く児童文学の系譜に照らし、『ティ

ム』が主人公の死を作中で描かない点に注目し、“Tim’s absence of 

qualities and body extends to an idea of Tim being necessarily absent from 

the text itself. . . . The fact that death is not contained within the text points 

to the idea that Tim is not contained within the text.” （Cocks 54）と論じる
が、一種の仕返しとして無条件の愛を注ぐ主体となる主人公を描く作品
ととらえると、死は描く必要がなかったと言うこともできる。

（9）　E. M. フォースター自身は “I don’t think I was in  uenced by him, 

though there are some similarities between Sainty and Rickie” と述べ、影
響関係は否定している（Qtd. in Stone 65）。しかし、二人の主人公に類似
が見られることは確かである。

第三章　ヘンリー・ジェイムズの『鳩の翼』

（10）　ジェイムズは、主人公の男性が “not be all passivity & nullity” ではい
けないと指摘した（Qtd. in Kaplan 456）。

（11） ヴァージニア・Ｃ・ファウラーはミリーが自分自身のアイデンティ
ティを持たないと論じ、“her course in the novel moves consistently in the 

direction of greater and greater passivity ̶ until, in fact, James completely 

removes her from the novel” と書いている（Fowler 61）。
（12）　ただし、デイヴィッド・Ｈ・ハーシュはミリーの性的な側面がない
ことを論じている（Hirsch 48–49）。

（13）　リリアン・フェダマンは “such a revolutionary aspect of romantic 

friendship went largely unobserved by American male novelists of the 

nineteenth century” （Faderman, Surpassing 169）と述べ、男性作家の作品
が描く女性の間の愛情の例を挙げているが、ヘンリー・W・ロングフェ
ローの場合を例に取れば、“Longfellow can thus characterize love between 

two women as ‘a rehearsal in girlhood of the great drama of woman’s life” 

（170）と書いている。
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第一章　ヘンリー・ジェイムズの『ボストニアンズ』

（1）　実際、ヴェリーナはアンナ・エリザベス・ディキンソン（Anna Eliza-

beth Dickinson）をモデルにしているらしい（Davis 571）。
（2）　この点に関し、アルフレッド・ハベガーは “Olive’s pet idea, ‘the his-

toric unhappiness of women’. . . has nothing to do with any possible pro-

gram of action . . . . The trouble is, she is clearly meant to say something 

negative about feminism and about women, and she continues to be inter-

preted in this way” （Habegger 218）と述べている。
（3）　デイヴィッド・ヴァン・リアは、“The only successful relationship, a 

true ‘Boston marriage’ though not so called and not parasitic on heterosex-

ual models, is that of Birdseye and Prance.” （Van Leer 107）と書いてい
る。

第二章　ハワード・オヴァリング・スタージスの『ティム』と『ベ
ルチェンバー』

（4）　ニール・コックスは『ティム』を児童文学という枠組みで論じている
（Cocks 47–60）。

（5）　フレデリック・カーカフもこの部分を引用し、“the mixture of conven-

tionally male and female traits in his demeanor” （Kirchhoff 427）を描いて
いると述べている。

（6）　ジェイムズ・ギフォードがこの点に言及している（Gifford 70）。
（7）　フレデリック・カーカフは、『ベルチェンバー』の最終部分における 

“a collapse of the narrative conventions” （Kirchhoff 425）を指摘し、作者
が目指す目的を達成するために必要な新しい小説形式を生み出すことが
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Marie Priest　78

ヘア、ロバート・リグビー　Robert 
Rigby Hare　151

ペイジ、フィリップ　Philip Page　
29, 30
ヘイン、ポール・ハミルトン　Paul 

Hamilton Hayne　229
ヘインズ、 ウィリアム　William 

Haynes　177
ヘクト、ベン　Ben Hecht　120
ヘテロセクシズム　48, 49
ヘミングウェイ、 アーネスト　

Ernest Hemingway　10, 21
ベル、ミリセント　Millicent Bell　

3, 29, 32, 79, 87, 113
ベンソン、A・C　A. C. Benson　

51, 75, 76

ホイットマン、 ウォルト　Walt 
Whitman　9, 14, 43, 94, 141, 142, 
199, 200, 201, 202, 205, 208–09, 
213, 218, 219, 226, 228, 229, 230, 
248, 249, 251, 258
「カラマス詩篇」　The “Calamus” 

poems　14, 199, 201, 209, 248
「君、デモクラシーに」　“For You, 

O Democracy”　209, 248
『草の葉』　Leaves of Grass　248
「自分自身の歌」　“ Song  o f 

Myself”　94
『フランクリン・ エヴァンズ』　
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21
同志　comrade(s)　209, 241, 242, 

247, 248, 249, 250, 251
～の絆　comradeship　14, 142, 

201, 215, 240, 241, 244, 245, 
248, 250, 251, 252, 253

同胞愛　fraternity　200
ドライサー、シオドア　Theodore 

Dreiser　120
トランスジェンダー　194
ドリモア、 ジョナサン　Jonathan 

Dollimore　55–56
トリリング、ライオネル　Lionel 

Trilling　32
ド・レ、ジル　Gilles de Rais　255–

57
ドレイク、ジョゼフ・ロッドマン　

Joseph Rodman Drake　222

〔な行〕
ノートン、グレース　Grace Norton　

46, 113

〔は行〕
「媒体」　mediator　67, 68, 123, 244　
→　cf.欲望の三角形
バイロン　George Gordon Byron　

213
ハウエルズ、ウィリアム・ディーン　

William Dean Howells　116
バーグマン、デイヴィッド　David 

Bergman　14, 15, 136
ハーシュ、デイヴィッド・H　David 

H. Hirsch　80
ハ ッ チ ン ソ ン、 ア ン　A n n 

Hutchinson　16
鳩（のシンボリズム）　80–81, 110
バトラー、 ジュディス　Judith 

Butler　5, 6, 15, 67

パフォーマティヴ　performative　4, 
5, 6, 7, 13, 14, 15, 67, 83, 259

ハベガー、アルフレッド　Alfred 
Habegger　26, 32

ハリス、スーザン・K　Susan K. 
Harris　236

ハレク、フィッツ＝グリーン　Fitz-
Greene Halleck　222

ハーレム・ルネッサンス　119
ハンセン、マリー　Marie Hansen　

222
バンタ、マーサ　Martha Banta　25

ビアス、アンブローズ　Ambrose 
Bierce　231

ピジョン、エレイン　Elaine Pigeon　
91, 109
ピーボディ、エリザベス　Elizabeth 

Peabody　26

ファウラー、ヴァージニア・C　Vir-
ginia C. Fowler　77, 103, 106

『ファニー・ヒル』　Fanny Hill　177
ファファフィネ　Fa’afa  ne　194
フィッシュキン、シェリー　Shelley 

Fisher Fishkin　236
フィードラー、レスリー　Leslie A. 

Fiedler　10, 21, 143, 144, 165, 
175, 235
フィリップス、ウェンデル　Wendell 

Phillips　26
フェダマン、 リリアン　Lillian 

Faderman　32, 112, 142, 166, 174
フェタリー、 ジュディス　Judith 

Fetterley　18, 28, 32, 39, 144
フェミニズム　18, 28, 39, 44
フォースター、E・M　E. M. Forster　

51, 52, 56, 60, 75, 76
『果てしなき旅』　The Longest 

Journey　75, 76
フォーン、 バーン・R・S　Byrne 



302

258
ソロモンの雅歌　Psalms of Solomon　

80
ソンタグ、スーザン　Susan Sontag　

103, 106

〔た行〕
タイ　189, 191, 192, 193, 194, 196, 

197
ダイクストラ、 ブラム　Bram 

Dijkstra　82
竹下節子　256
竹村和子　48
太宰治　184
ダビデとヨナタン　David and 

Jonathan　59, 60, 227, 247
「タブー」　191, 192, 193
「ダモンとピュティアス」　“Damon 

and Pythias”　184, 185, 188, 227
男性性　manhood, masculinity　8, 

11, 13, 18, 53, 69, 232
男性優位思想　48, 49
男装　238, 239, 244, 250, 253, 256, 

257　→　cf.異性装
ダンディズム　131
耽美主義　130

チェイス、 リチャード　Richard 
Chase　190

超絶主義　142
チョーンシー、ジョージ　George 

Chauncey　13, 237

ディキンソン、アンナ・エリザベス　
Anna Elizabeth Dickinson　26
デイナ、 リチャード・ ヘンリー　

Richard Henry Dana　177, 198
『帆船旅行記』　Two Years before 

the Mast　177
テイラー、 ベイヤード　Bayard 

Taylor　21, 199–229, 230, 232, 
251, 257, 258
『ジョゼフと友達』　Joseph and 

His Friend　21, 199–229
『一八五三年のインド、中国、そし
て日本への訪問』　A Visit to 
India, China, and Japan in the 
Year 1853　21

『ハンナ・サーストン』　Hannah 
Thurston　219

「双子の愛」　“Twin-Love”　227, 
228

デュ・モーリア、ジョージ　George 
du Maurier　115
『ピーター・アベットソン』　Peter 

Ibbetson　115
デール、アラン（アルフレッド・J・
コーヘン）　Alan Dale（Alfred J. 
Cohen）　185
『零度以下の結婚』　A Marriage 

below Zero　185

トウェイン、マーク　Mark Twain　
21, 200, 230–59　→　cf.クレメン
ス、サミュエル
『イノセンツ・アブロード』　The 

Innocents Abroad　255
「ウォルト・ホイットマン論争」　

“The Walt Whitman Controversy”　
248

『王子と乞食』　The Prince and the 
Pauper　245, 248, 251, 256

『ジャンヌ・ダルクの個人的回想』　
Personal Recollections of Joan of 
Arc by the Siuer Luois de Conte 
(Her Page and Secretary)　21, 
230–59

「聖ジャンヌ・ ダルク」　“Saint 
Joan of Arc”　233

『ハックルベリー・フィンの冒険』
Adventures of Huckleberry Finn　
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ジェンダーの二分法　109
シカゴ・ルネッサンス　116
シモンズ、ジョン・アディントン　

John Addington Symonds　14, 44, 
45, 201, 213, 228
『ギリシャの倫理における問題』　

A Problem in Greek Ethics　45
「デイヴィッドとジョナサンの出
会い」　“The Meeting of David 
and Jonathan”　228

ジャゴーズ、 アンナマリー　
Annamarie Jagose　31, 32, 34
シャピロ、スティーヴン　Susan C. 

Shapiro　145, 164, 167
ショウォールター、 エレイン　

Elaine Showalter　25, 112
女性権運動　25, 27, 38, 39, 49, 219, 

220
ジラール、ルネ　Rene Girard　68, 

122–24, 133, 244
真の女性性　true womanhood　11
シンフィールド、 アラン　Alan 

Sin  eld　10, 130, 131

スキャンデラ＝トロンブリー、ロー
ラ　Laura Skandera-Trombley　
233–34
スキャンブレイ、ケネス　Kenneth 

Scambray　119
スージー、 クレメンス　Susy 

Clemens　233, 254
スタージス、ハワード・オヴァリン
グ　Howard Overing Sturgis　18, 
19, 48–76, 77, 78, 81, 258
『すべて可能なこと』　All That 

Was Possible　53, 54
『ティム』　Tim　53, 54, 55, 56, 

57–64, 65, 75
『ベルチェンバー』　Belchamber　

52, 54, 55, 56, 57, 63, 64–76, 77, 
78

スタール、J・D　J. D. Stahl　243, 
255

スターン、ジュリア・A　Julia A. 
Stern　145
スタントン、エリザベス・ケイディ　

Elizabeth Cady Stanton　38
スティーヴンズ、 ヒュー　Hugh 

Stevens　76, 80, 112
ストッダード、チャールズ・ウォレ
ン　Charles Warren Stoddard　
177, 198, 199, 207, 230, 231, 232
『南海牧歌』　South-Sea Idyls　198
ストッダード、リチャード・ヘン
リー　Richard Henry Stoddard　
207
スプリンジ、ウィリアム　William 

Springe　16
スミス、 エリヒュー・ ハバード　

Elihu Hubbard Smith　149, 150, 
151, 172

スミス＝ローゼンバーグ、キャロル　
Carroll Smith-Rosenberg　27, 38, 
143

性科学　27
性的倒錯者　pervert　7
セジウィック、イヴ・コソフスキー　

Eve Kosofsky Sedgwick　107, 
108, 109, 122, 123, 236, 255
セネカ・フォールズでの女性の権利
大会　Seneca Falls Convention　
38
セルフメイド・マン　self-made man　

12
全米女性参政権協会　The National 

Woman’s Suffrage Association　38

ソドミー　17, 49, 53, 108
ソドム　42
ソロー、ヘンリー・デイヴィッド　

Henry David Thoreau　142, 184, 
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クレイン、ケイレブ　Caleb Crain　
15, 151, 171, 172, 186
クレヴクール　Michel-Guillaume-

Jean de Crèvecœur　12
『アメリカ人農夫の手紙』　Letters 

from an American Farmer　12
クレメンス、サミュエル　Samuel 

Clemens　234, 236, 242, 254, 255　
→　cf.トウェイン、マーク

ゲイ小説　141, 185, 200, 218
ゲイ・スタディーズ（ゲイ・リー
ディング）　53, 205, 235
ゲーテ　Johann Wolfgang von 

Goethe　230
『ファウスト』　Faust　230

行為遂行的　→　パフォーマティヴ
ゴシック・ノヴェル　152
ゴス、エドマンド　Edmund Gosse　

44, 45
ゴドウィン、ウィリアム　William 

Godwin　148, 149, 151
『政治的正義』　An Enquiry con-

cerning the Principles of Politi-
cal Justice　148

コナロウ、ジョエル　Joel Conarroe　
119
コメント、クリスティン・M　Kris-

tin M. Comment　144
コロニアリズム　177, 181

〔さ行〕
佐々木徹　29, 30, 33
サッフォー　Sappho　121
サマーズ、クロード・J　Claude J. 

Summers　130
サムエル記　Books of Samuel　59, 

60, 227–28, 247
サリヴァン、 ロバート　Robert 

Sullivan　180
サンタヤーナ、ジョージ　George 

Santayana　50, 52, 53
サンプソン、デボラ　Deborah 

Sampson　167
サン＝メリー、モロー・ド　Moreau 

de Saint-Méry　142

シ ェ イ ク ス ピ ア　W i l l i a m 
Shakespeare　137
『終わりよければすべてよし』　

All’s Well that Ends Well　137
ジェイムズ、アリス　Alice James　

46, 103, 113
ジェイムズ、ウィリアム　William 

James　26, 39
ジェイムズ、ヘンリー　Henry 

James　1, 3, 4, 6, 7, 12,17, 18, 19, 
20, 25–47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 
56, 65, 75, 76, 77–114, 118, 122, 
137, 138, 143, 258
「絨緞の下絵」　“The Figure in the 

Carpet”　1–7
『ねじの回転』　The Turn of the 

Screw　1
『鳩の翼』　The Wings of the Dove　

19, 77–114, 118, 138
「『ベルトラフィオ』の著者」　

“The Author of Beltraffio”　
44–47, 49, 56

『 ボ ス ト ニ ア ン ズ 』　 The 
Bostonians　18, 19, 20, 25–47, 
48, 49, 55, 56, 65, 100, 101, 102, 
109, 111, 112, 113, 114, 118, 
122, 137, 138, 143, 144, 245

「密林の獣」　“The Beast in the 
Jungle”　1

ジェンダー規範　60
ジェンダー・システム　57, 69, 70, 

73
ジェンダーの越境　169
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205, 228
エデル、レオン　Leon Edel　32, 44, 

56, 65, 75, 113
エマソン、 ラルフ・ ウォルドー　

Ralph Waldo Emerson　142, 258
エリス、ハヴェロック　Havelock 

Ellis　9
エンジェル・フィッシュ　Angel  sh　

233, 234

「丘の上の町」　“A City upon a Hill”　
15
オズグッド、J・R　James  R . 

Osgood　26
オースティン、J・L　J. L. Austin　

4, 5
オースティン、 ロジャー　Roger 

Austen　141, 198, 200, 218, 231, 
235

〔か行〕
カーカフ、フレデリック　Frederick 

Kirchhoff　57, 61, 62, 63, 69, 75,
カーギル、オスカー　Oscar Cargill　

28
語り手　29–37, 40, 234–35, 237–45, 

252, 253, 254
～の「二重の特性」（～の二重性）　

237–40, 253–54
カッツ、ジョナサン・ネッド　Jona-

than Ned Katz　142, 175
カーバー、リンダ　Linda K. Kerber　

20
カプラン、フレッド　Fred Kaplan　

113
カーペンター、エドワード　Edward 

Carpenter　201
カポーティ、トルーマン　Truman 

Capote　117
『遠い声、 遠い部屋』　Other 

Voices, Other Rooms　117
カーモウド、 フランク　Frank 

Kermode　170
ガーランド、 ハムリン　Hamlin 

Garland　19
カンニバリズム　196

ギフォード、 ジェイムズ　James 
Gifford　15, 17, 53, 74

キャザー、 ウィラ　Willa Cather　
130
「ポールの場合―気質の研究」 

“Paul’s Case: A Study in 
Temperament”　130

キャッスル、テリー　Terry Castle　
28
キャンプ　13
強制的異性愛　48, 49, 54, 61, 62, 

64, 69, 70, 73, 74, 76, 95, 197
共和国の母　143
キンゼー、アルフレッド・C　Alfred 

C. Kinsey　117
『キンゼー報告』（『人間における男
性の性行為』）　Kinsey Reports 
（Sexual Behavior in the Human 
Male）　117

金めっき時代　25, 143, 200
キンメル、 マイケル　Michael 

Kimmel　11, 12, 13, 226, 258

クイア　6, 7, 9, 43, 53, 130, 131
工藤庸子　181
クーパー、ジェイムズ・フェニモア　

James Fenimore Cooper　10, 141
『ジャック・タイア』　Jack Tier　

141
クラフト＝エビング、リヒャルト・
フォン　Richard Freiherr von 
Krafft-Ebing　8, 27
『性的精神病理』　Psychopathia 

Sexualis　8, 27
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〔あ行〕
アイヴィソン、ダグラス　Douglas 

Ivison　177
「青髭」　“Bluebeard”　256
アグニュー、 メアリ　Mary S. 

Agnew　221
アセクシュアリティ/アセクシュアル　

57, 64, 69, 73–76, 78, 81
アダムズ、ジョン　John Adams　12
新しい女　27, 38, 236
アポロ（・ベルヴェデール）　Apollo 

Belvedére　186, 188, 206
アメリカン・ルネッサンス　258
アモンズ、エリザベス　Elizabeth 

Ammons　26
アルチュセール、 ルイ　Louis 

Althusser　5
アンソニー、スーザン・B　Susan B. 

Anthony　26, 38
アンダスン、ヘンドリック　Hendrik 

Andersen　113
アンドロギュノス/アンドロジニー
（両性具有/両性具有者）　257

異性愛（者）　60, 212
～規範　138, 174, 175, 257, 258
～至上主義　167, 197
～主義（者）　48, 49, 178, 258
異性装　166, 167, 169　→　cf.男装
一妻多夫（制）　189, 190
インターテクスチュアル　18, 19, 

136
隠蔽　147, 149, 150, 151, 152, 163, 

169, 170
～としての病い　106

索　　　引

ヴァン・ヴェクテン、カール　Van 
Vechten, Carl　119, 120, 136

ヴァン・ リア、 デイヴィッド　
David Van Leer　40
ウィザリントン、 ポール　Paul 

Witherington　168
ヴィダル、ゴア　Gore Vidal　117
『都市と柱』　The City and the 

Pillar　117
ウィルキンズ、ウィリアム・ウッド　

William Wood Wilkins　171, 172, 
228
ウィンスロップ、 ジョン　John 

Winthrop　15, 16, 17, 247
ウェルギリウス　Vergil　213
ウォートン、 イーディス　Edith 

Wharton　19, 43, 51, 52, 53, 54, 
56

ウォーナー、 マイケル　Michael 
Warner　16
ウォーフェル、ハリー・R　Harry R. 

Warfel　144
ウッズ、 グレゴリー　Gregory 

Woods　235
ウラニアン（ウラニズム）　uranian 
（uranism）　27, 55, 121, 122, 236
ウルストンクラフト、メアリ　Mary 

Wollstonecraft　149, 151
ウルリヒス、カール・ハインリッヒ　

Karl Heinrich Ulrichs　121, 236

エイムズ、ルシア・トゥルー　Lucia 
True Ames　26
エヴァンズ、 サラ・M　Sara M. 

Evans　38
エグリントン、J・Z　J. Z. Eglinton　
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