
一
「
異
邦
人
」
論
争

ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
処
女
小
説
『
異
邦
人
』
が
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た

の
は
、
一
九
四
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

11

従
来
の
文
語
で
あ
っ
た
単
純
過
去
形

（
p
a
ss・
sim
p
le）
で
は
な
く
、
口
語
体
の
複
合
過
去
形
（
p
a
ss・
co
m
p
o
s・
）

を
用
い
た
文
体
と
、
独
特
の
「
不
条
理
」
の
思
想
に
よ
っ
て
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ン
を
巻
き
起
こ
し
、
カ
ミ
ュ
は
一
躍
フ
ラ
ン
ス
の
、
ひ
い
て
は
世
界
の
有
名
作
家

の
一
人
と
な
る
。

『
異
邦
人
』
の
邦
訳
は
一
九
五
一
年
、
元
号
で
言
え
ば
昭
和
二
十
六
年
、
雑
誌

『
新
潮
』
の
六
月
特
大
號
に
出
た
、
窪
田
啓
作
に
よ
る
も
の
が
最
初
で
あ
る
。
こ

の
間
、
カ
ミ
ュ
は
『
異
邦
人
』
と
同
じ
年
に
エ
ッ
セ
イ
『
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神
話
』、

一
九
四
七
年
に
は
『
ペ
ス
ト
』
を
発
表
し
、
い
ず
れ
も
高
い
評
価
を
受
け
、
い
よ

い
よ
二
十
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て

い
た
。
実
は
、
邦
訳
は
『
ペ
ス
ト
』
の
方
が
『
異
邦
人
』
よ
り
も
ほ
ぼ
ち
ょ
う
ど

一
年
早
く
、
宮
崎
嶺
雄
に
よ
る
も
の
が
創
元
社
か
ら
出
て
い
る
。
原
著
と
は
逆
を

い
く
よ
う
な
順
序
で
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
は
あ

ろ
う
が
、
興
味
深
い
。
現
在
で
は
『
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神
話
』
と
し
て
日
本
で
通
っ

て
い
る
作
品
も
、
『
シ
ジ
フ
ォ
ス
神
話
』
と
い
う
題
で
『
異
邦
人
』
と
同
じ
年
に

矢
内
原
伊
作
が
訳
し
て
い
る
。

22

『
新
潮
』
に
は
白
井
浩
司
に
よ
る
、
サ
ル
ト
ル
の
こ
れ
も
有
名
な
「「
異
邦
人
」

の
解
説
」
の
抄
訳
と
、
三
島
由
紀
夫
と
阿
部
知
二
と
に
よ
る
感
想
が
併
載
さ
れ
て

い
る
。
カ
ミ
ュ
の
翻
訳
権
を
得
て
、
後
に
全
集
も
編
む
こ
と
に
な
る
新
潮
社
の
意

気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
阿
部
知
二
は
、
「
有
り
て
い
に
い
え
ば
、
こ
の
前
半

第
一
部
で
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
は
、
い
い
印
象
を
受
け
た
が
、
全
體
と
し
て
の
そ

れ
は
、
あ
い
ま
い
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
時
と
し
て
平
板
で
あ
り
、
主
人
公
の
精

神
の
う
ご
き
に
も
、
素
直
に
は
蹤
い
て
行
け
な
か
っ
た
」
と
留
保
し
て
い
る
も
の

の
、
「
こ
う
い
う
も
の
を
讀
む
と
、
わ
れ
わ
れ
の
小
説
が
、
何
と
お
く
れ
て
い
る

か
、
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
五
十
年
か
百
年
か
は
知
ら
な
い
、
と
に
か
く
、
レ
イ

ス
・
コ
ー
ス
で
一
廻
り
ほ
ど
後
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
」
と
、
こ
の
作
品

を
賞
賛
し
て
い
る
。

以
後
、
カ
ミ
ュ
が
「
実
存
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
伴
い
、
サ
ル
ト
ル
と
並
び
称

さ
れ
る
形
で
、
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
作
家
や
知
識
人
に
影
響
を
与
え
て
い
っ

た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
振
り
返
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
初
訳
か
ら
ほ
と
ん
ど
時
を
置
か
ず
し
て
、
広
津
和
郎
と
中
村
光
夫
と
の
間
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に
、「『
異
邦
人
』
論
争
」
な
る
も
の
が
起
こ
る
（
以
下
、「
論
争
」
と
略
記
）。
こ

れ
は
、
広
津
が
六
月
十
二
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
東
京
新
聞
に
書
い
た
「
カ
ミ
ュ

の
「
異
邦
人
」
」
と
い
う
、
こ
の
作
品
に
批
判
的
な
論
評
に
対
し
、
中
村
が
翌
七

月
の
二
一
日
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
同
じ
紙
上
で
、
逆
に
そ
れ
を
擁
護
す
る
論

陣
を
は
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

33『
異
邦
人
』
に
つ
い
て
書
い
た
の
は
こ
の
二
人

だ
け
で
は
な
い
。
丹
羽
文
雄
や
福
田
恆
存
な
ど
も
既
に
書
い
て
い
た
。
一
つ
の
翻

訳
に
対
し
て
、
非
常
な
反
響
の
早
さ
と
大
き
さ
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
作
品
が
日

本
の
文
人
た
ち
に
与
え
た
衝
撃
の
ほ
ど
が
分
か
る
と
い
う
も
の
だ
。

広
津
は
、
阿
部
知
二
が
控
え
め
に
漏
ら
し
た
、
主
人
公
ム
ル
ソ
ー
の
「
素
直
に

は
蹤
い
て
い
け
な
い
」
心
理
や
行
動
に
つ
い
て
大
い
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
。
こ

の
作
品
に
は
読
者
の
「
神
経
に
引
つ
か
か
る
と
こ
ろ
」
が
「
ク
ロ
ー
ス
・
ワ
ー
ヅ
・

パ
ッ
ヅ
ル
」
の
よ
う
に
「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
撒
き
散
ら
し
て
置
い
」
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
と
い
う
。

44

彼
の
作
品
に
対
す
る
評
価
は
こ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ク
ロ
ー
ス
・
ワ
ー
ヅ
の
如
何
に
も
引
つ
か
か
り
さ
う
な
鍵
を
並
べ

て
置
い
て
、
常
識
人
が
そ
れ
に
引
っ
か
か
っ
て
一
つ
の
解
釋
に
達
す
る
の
と
、

「
そ
れ
は
違
ふ
」
と
い
っ
て
見
た
い
と
こ
ろ
に
こ
の
力
作
の
目
的
が
あ
る
の
で

あ
る
。［
…
］
こ
れ
は
こ
の
作
者
の
心
理
實
驗
室
で
の
遊
戯
で
あ
る
。

そ
し
て
作
者
の
實
驗
室
的
な
考
へ
方
に
よ
っ
て
、
不
條
理
人
と
い
ふ
も
の
が

推
定
さ
れ
る
。
常
識
人
か
ら
見
る
と
一
つ
の
異
邦
人
な
の
で
あ
る
。

…
…
こ
の
邊
の
と
こ
ろ
は
甚
だ
し
く
納
得
行
か
な
く
、
不
明
朗
で
、
難
解
な

點
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
實
驗
室
的
な
考
へ
方
か
ら
一
體
何
が
生
み
出
さ
れ
よ

う
と
す
る
か
と
い
ふ
事
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
問
題
な
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
此
處

か
ら
は
何
も
生
れ
て
來
な
い
で
あ
ら
う
。
唯
、
末
梢
的
な
、
ひ
と
り
よ
が
り
な

作
者
の
「
人
間
解
釋
」
が
生
れ
る
外
は
。

さ
ら
に
、
広
津
は
ア
ラ
ブ
人
を
殺
害
し
た
理
由
を
裁
判
で
「
太
陽
の
せ
い
」
と

述
べ
る
ム
ル
ソ
ー
を
、
「
分
裂
症
に
か
か
つ
た
人
間
」
、
「
精
神
が
異
常
で
あ
る
」
な

ど
と
罵
倒
し
、
作
品
を
賞
賛
す
る
阿
部
知
二
の
発
言
に
つ
い
て
も
強
く
反
対
す
る
。

こ
れ
が
五
十
年
も
百
年
も
進
ん
で
ゐ
る
小
説
な
ら
、
小
説
の
進
歩
な
ど
凡
そ

あ
り
が
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
末
期
的
な
も
の
の
中
に
二
進
も
三
進
も
動
け
な
く
な
る
よ
り
は
、
同

じ
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
で
も
五
十
年
前
百
年
前
の
西
歐
文
化
の
興
隆
期
の
小
説
を

讀
ん
で
ゐ
る
方
が
わ
れ
わ
れ
の
参
考
に
な
る
。

阿
部
は
ア
ラ
ブ
人
を
殺
害
し
た
主
人
公
ム
ル
ソ
ー
が
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
物
語

の
第
二
部
を
、
社
会
の
「
因
習
」
や
「
迷
蒙
」
に
対
す
る
「
重
大
な
質
問
」
を
突

き
つ
け
て
く
る
も
の
と
し
て
、
特
に
褒
め
て
い
た
。
だ
が
、
広
津
か
ら
見
れ
ば
ム

ル
ソ
ー
の
よ
う
な
人

物
の

造
型
は
、
「

社
會
の

虚
偽
を
あ

ば
か
う
と
し
た
興
隆
期

の
追
求
心
な
ど
で
は
凡
そ
な
く
、
寧
ろ
ど
う
で
も
好
い
と
投
げ
や
り
に
な
っ
て
ゐ

る
末
期
の
精
神
病
弱
の
諸
現
象
」
で
あ
っ
た
。

中
村
の

最
初
の
反
論
、
「

廣
津

氏
の
「
異
邦
人
」
論
に
つ
い
て
」
は
東
京
新
聞

の
編
集
者
の
求
め
に
応
じ
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
彼
も
阿
部
知
二
の
発
言

を
ま
ず
批
判
し
て
い
る
。

［
…
］
こ
ん
な
お
座
な
り
の
チ
ャ
ラ
ッ
ポ
コ
を
い
わ
れ
て
は
、
原
作
者
も
呆

れ
る
か
怒
る
よ
り
ほ
か
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
も
生
眞
面
目
な
カ
ミ
ュ
は
、

小
説
の

世
界
に
は
た
し
て
「
進
歩
」
は
あ
り
得
る
か
、
「

お
く
れ
て
い
る
」
と

は
ど
う
い
う
意
味
か
と
眞
顔
で
問
い
か
え
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う

無
意

味
な

自
卑
と

表
裏
す
る
、
「
新
し
さ
」
へ
の
ス

ノ
ビ

ズ
ム
と

五
〇
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い
ゝ
た
い
よ
う
な
ふ
ん
圍
氣
の
な
か
で
外
國
の
文
學
作
品
が
紹
介
さ
れ
、
そ
こ

で
受
け
取
ら
れ
た
作
品
が
更
に
こ
の
ふ
ん
圍
氣
を
強
め
る
と
い
う
惡
循
環
に
對

す
る
廣
津
氏
の
警
告
は
時
宜
を
得
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

中
村
の
批
判
は
阿
部
一
人
に
対
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
阿
倍
の
発
言
に
典
型

的
な
、
日
本
の
西
洋
文
学
の
受
容
の
あ
り
方
の
全
体
に
対
し
、
そ
れ
は
向
け
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
彼
は
さ
ら
に
続
け
て
言
う
。

む
ろ
ん
ぼ
く
は
現
代
の
外
國
語
作
品
の
紹
介
に
反
對
し
て
い
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
も
っ
と
盛
に
な
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
さ
え
思
い
ま
す
。
し
か
し
ど
こ

の
國
の
文
學
で
も
、
そ
れ
が
我
國
の
讀
者
を
對
象
と
し
て
日
本
語
に
譯
さ
れ
た

以
上
は
、
ぼ
く
等
は
そ
れ
を
日
本
の
文
學
と
同
様
に
、
ぼ
く
等
自
身
の
生
活
感

情
に
照
ら
し
て
、
遠
慮
な
く
批
評
す
べ
き
で
す
。［
…
］

外
國
の
作
品
は
ぼ
く
等
の
精
神
か
ら
見
て
、
必
ず
異
質
の
何
物
か
を
含
む
と

す
れ
ば
、
こ
の
異
質
な
も
の
に
た
い
す
る
抵
抗
、
批
判
、
疑
問
を
經
ず
に
そ
れ

を
理
解
し
、
消
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
明
治
以
來
の
西
歐
の
作
品
を
ま
ず
お
手
本
と
見
る
習
癖
が
今
日
も

な
お
脱
け
な
い
せ
い
か
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
や
批
判
を
自
己
の
精
神
の
生
き
た

根
か
ら
「
新
し
い
」
外
國
作
品
に
む
か
っ
て
提
出
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

そ
れ
は
た
だ
「
時
代
お
く
れ
」
に
な
り
た
く
な
い
一
部
の
人
々
が
、
淺
薄
な
表

情
で
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
得
々
と
か
つ
ぐ
だ
け
で
、
や
が
て
跡
型
な
く
消
え

失
せ
る
の
が
常
例
で
し
た
。
抵
抗
の
な
い
追
從
か
ら
は
、
理
解
の
端
緒
さ
え
つ

か
め
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
す
。

55

中
村
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
東
大
仏
文
科
出
身
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
、
フ
ロ

ベ
ー
ル
や
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
の
仕
事
か
ら
批
評
家
と
な
っ
た
人
物
で
あ

る
。

66

第
一
回
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
留
学
生
で
も
あ
る
。
彼
の
日
本
文
学
に
対

す
る
手
厳
し
い
批
判
は
、
常
に
フ
ラ
ン
ス
の
十
九
世
紀
の
文
学
を
規
矩
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
次
か
ら
次
へ
と
流
行
の
移
り
変
わ
る
、
近
代
日
本
の

西
洋
文
化
の
摂
取
の
あ
り
方
に
は
常
に
不
満
を
抱
い
て
も
い
た
。「
移
動
の
時
代
」

や
「
近
代
へ
の
疑
惑
」
と
い
っ
た
、
戦
前
に
書
か
れ
た
論
文
に
も
既
に
そ
れ
は
表

れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
中
村
の
論
文
は
広
津
に
対
し
て
ま
ず
は
賛
同
を
し
て
始
ま
っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
後
は
「
僕
は
氏
の
所
論
の
全
部
に
反
対
で
は
な
い
」
と
前
置
き
は

し
て
い
る
も
の
の
、
一
転
、
呵
責
の
な
い
攻
撃
へ
と
移
る
。
ム
ル
ソ
ー
を
否
定
す

る
広
津
に
対
し
、
「
氏
の
ム
ー
ル
ソ
オ
に
対
す
る
攻
撃
は
、
ま
っ
た
く
既
成
道
徳

の
通
り
一
遍
の
常
識
を
で
ず
、
そ
こ
ら
の
頑
固
親
爺
が
伜
に
む
か
っ
て
「
近
ご
ろ

の
若
い
者
は
」
と

説
教
す
る
の
と
ま
る
で

選
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
」
「
か
つ

て
の
「
神
經
病
時
代
」
の
作
者
の
「
神
經
」
も
、
今
で
は
こ
う
い
う
常
識
道
德
の

代
瓣
者
に
な
り
下
が
つ
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
齢
は
と
り
た
く
な
い
も
の
で
す
」

と
ま
で
言
い
放
つ
。
そ
し
て
、
広
津
が
こ
の
作
品
を
「
遊
戯
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
否
定
し
、
「
大

正
期
の
作
家
に

共
通
す
る
氏
の
「

リ
ア

リ
ズ
ム
」
に
対
す
る
偏
見
」
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
。

中
村
は
広
津
が
『
異
邦
人
』
を
「
心
理
的
実
驗
室
で
の
遊
戯
」
と
呼
ん
だ
こ
と

に
「
的
外
れ
」
だ
と
し
、
「
お
そ
ら
く
ど
こ
の
國
の
い
つ
の
時
代
の
文
學
を

考
え

て
も
、
こ
の
「
異
邦
人
」
ほ
ど
「
遊
戯
」
的
で
な
い
小
説
は
類
例
が
な
い
で
し
ょ

う
。
全
編
を
通
じ
て
ニ

コ
リ
と
も
し
な
い
作
者
の
息
苦
し
い
ほ
ど
の
生
眞
面
目
さ

は
ほ
と
ん
ど
こ
の
小
説
の
缺
點
と
言
っ
て
よ
い
の
で
す
」
と
や
や
大
げ
さ
に
反
対

す
る
。

広
津
の
年
齢
を
攻
撃
す
る
中
村
で
あ
る
が
、
最
初
の
論
文
で
は
『
異
邦
人
』
を

カミュを読む中村光夫

五
一
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「
新
し
さ
」
に
よ
っ
て
擁
護
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

〔
広
津
〕
氏
の
青
年
期
の
創
作
が
、
あ
る
い
は
氏
の
先
輩
で
あ
っ
た
自
然
主

義
の
諸
作
家
の
作
品
が
こ
と
に
そ
の
主
人
公
の
行
動
が
、
當
時
の
社
會
の
「
健

全
」
な
大
人
た
ち
か
ら
、
ど
ん
な
批
判
を
浴
び
た
か
を
氏
は
思
い
出
し
て
見
る

べ
き
で
す
。

お
そ
ら
く
そ
の
と
き
氏
は
歴
史
の
あ
ま
り
に
正
確
な
く
り
か
え
し
に
愕
然
と

す
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
氏
が
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
小
説
に
み
と
め
た
「
人

間
社
會
の
虚
偽
を
あ
ば
こ
う
と
し
た
興
隆
期
の
追
求
心
」
が
、
氏
等
か
、
そ
れ

と
も
カ
ミ
ュ
ら
か
、
ど
ち
ら
に
よ
っ
て
正
當
に
う
け
つ
が
れ
て
い
る
か
も
あ
わ

せ
て
理
解
す
る
は
ず
で
す
。（［

］
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。
以
下
の
引
用
に

お
い
て
も
同
様
）

中
村
は
広
津
の
言
葉
を
逆
手
に
と
っ
て
、
カ
ミ
ュ
を
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
伝
統
の

中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
無
意
識
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

自
ら
の
通
暁
す
る
領
野
で
論
戦
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
戦
略
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

彼
は
サ
ル
ト
ル
の
解
説
に
同
意
し
て
、
パ
ス
カ
ル
、
ル
ソ
ー
の
名
前
を
出
し
、

『
異
邦
人
』
の
文
体
を
「
古
典
的
」
と
も
言
う
。

そ
の
後
、
両
者
は
雑
誌
『
群
像
』
に
場
を
移
し
て
再
び
反
論
を
ぶ
つ
け
合
う
。

中
村
に
応
え
た
広
津
の
「
再
び
「
異
邦
人
」
に
つ
い
て
」
は
、
八
月
号
に
掲
載
さ

れ
た
。
最
初
の
論
文
よ
り
ず
っ
と
長
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
広
津
は
ま
ず
、
中

村
の
反
論
に
「
或
は
畑
違
ひ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
に
つ
い
て
言
を
な
し
た
と

い
ふ
事
に
對
す
る
多
少
の
反
感
の
匂
ひ
が
な
い
で
も
な
い
」
と
穿
っ
て
い
る
。

77

そ
し
て
、
年
齢
を
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
に
答
え
て
、
カ
ミ
ュ
の
「
不
条
理
」
の
思
想

を
「
特
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
彼
も
ま
た
サ
ル
ト
ル
の
解
説
に
な
ら
っ

て
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
」
の
名
を
先
行
者
と
し

て
挙
げ
た
う
え
で
、
『
異
邦
人
』
は
「
中
村
光
夫
が
大
正
期
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
馴

れ
た
作
家
達
に
は
解
る
ま
い
、
と
得
意
気
に
叫
ぶ
程
解
り
に
く
い
小
説
で
も
な
け

れ
ば
、
六
ケ
敷
い
小
説
で
も
な
い
」
と
反
論
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
前
の
論
文

で
も
述
べ
て
い
た
、
ム
ル
ソ
ー
の
「
納
得
の
行
か
な
い
」
言
動
の
例
を
詳
細
に
挙

げ
て
い
き
、
そ
れ
ら
が
全
て
「
不
條
理
」
が
さ
せ
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
小
説

の
論
理
は
「
驚
く
ほ
ど
素
朴
な
宿
命
論
」
だ
と
結
論
す
る
。

つ
ま
り
こ
の
思
想
小
説
は

徹
頭

徹
尾

W
H
A
T

IS
L
IF

E
を

取
扱
っ
た
素
朴

な
も
の
で
、

H
O
W

T
O

L
IV

E
の

問
題
は

此
處
で
は
全
然

取
扱
わ
れ
て

ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
唯
前
に
述
べ
た
や
う
な
、
不
條
理
人
が
不
條
理
に
對
し
て
如
何

に
し
て

生
き
る
か
と
い
ふ

抽
象
的
な

H
O
W

T
O

L
IV

E
が
多
少
な
い
事
は
な

い
が
、
そ
れ
は

結
局

W
H
A
T

IS
L
IF

E
の

範
圍
の

問
題
で
あ
っ
て
、
人
間

生

活
に
最
も
必
要
な

H
O
W

T
O

L
IV

E
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

広
津
は
前
論
文
で
は
感

覚
的
に
語
ら
れ
て
い
た
自
ら
の
『
異
邦
人
』
に
対
す

る
不
満
を
、
こ
う
理
論
化
し
て
み
せ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
言
う
「

W
H
A
T

IS

L
IF

E
」

や
「

H
O
W

T
O

L
IV

E
」
を

扱
っ
た
「
實
驗
小
説
」
な
ら
ば
既
に
ロ
シ

ア
帝
政
末
期
の
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
な
ど
の
作
品
に
、
よ
り
優
れ
た
も
の
が
あ

り
、
さ
ら
に
、
中
村
が
揶
揄
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
し
た
広
津
自
身
の
『
神

経
症
時
代
』
も
「

H
O
W

T
O

L
IV

E
か
ら
出
發
し
た
作
な
の
で
あ
る
」
と
論
文

を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

中
村
の
再
反
論
、「
カ
ミ
ュ
の
「
異
邦
人
」
に
つ
い
て
―
廣
津
和
郎
氏
に
答
ふ
―
」

は
、
同
じ
雑
誌
の
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
分
量
は
、
自
身
の
最
初
の
論
文
の

お
よ
そ
八
倍
、
広
津
の
二
番
目
の
論
文
と
比
べ
て
も
倍
以
上
あ
る
。
六
、
七
、
八
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月
と
続
け
て
出
て
い
た
や
り
と
り
が
、
こ
こ
で
三
ヵ
月
の
間
を
置
く
こ
と
に
な
っ

た
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
中
村
の
論
文
は
、
先
攻
の
広
津
に
対
し
て
後
攻
め
の

有
利
を
示
す
よ
う
に
、
周
到
に
準
備
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

広
津
の
「
畑
違
ひ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
に
つ
い
て
言
を
な
し
た
と
い
ふ
事

に
對
す
る
多
少
の
反
感
の
匂
い
」
と
い
う
言
を
、
中
村
は
「
僕
が
あ
の
文
章
で

「
反
發
」
し
た
の
は
、
頑
迷
な
「
常
識
道
德
の
代
弁
者
に
成
り
下
が
つ
て
し
ま
っ

た
」
氏
の
所
説
に
對
し
て
で
あ
り
、
「
畑
違
い
」
な
ど
と
い
ふ
吝
な
繩
張
り
意
識

か
ら
で
は
夢
に
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
断
っ
て
い
る
。

88

そ
の
う
え
で
、
中
村
は
広

津
の
『
異
邦
人
』
に
つ
い
て
の
「
客
觀
的
事
實
の
正
確
な
認
識
」
を
問
題
に
す
る
。

広
津
は
こ
の
作
品
を
、
特
に
「
不
條
理
」
の
思
想
を
「
曲
解
」
「
誤
解
」
し
て
い

る
と
、
執
拗
に
攻
め
立
て
て
い
る
。
広
津
が
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
の
作
品
と
比

べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

カ
ミ
ュ
の
先
祖
は
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
だ
と
い
ふ
や
う
な
云
ひ
方
を
す
る
の

は
、
カ
ミ
ュ
の
根
を
下
ろ
し
て
ゐ
る
廣
大
な
、
同
時
に
健
全
な
傅
統
を
ま
っ
た

く
無
視
す
る
も
の
で
、
「
大
正
期
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
馴
れ
た
作
家
た
ち
」
に
固

有
の
偏
見
と
い
ふ
の
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

中
村
は
ま
た
も
や
、
広
津
の
「
世
代
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
の

攻
撃
対
象
は
広
津
一
人
で
は
な
く
、
「
大
正
期
の
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
」
全
体
に
向

け
ら
れ
て
い
る
。

吉
田
悦
志
は
こ
の
論
争
に
お
け
る
中
村
の
主
眼
目
が
、
カ
ミ
ュ
の
作
品
の
擁
護

を
通
じ
て
日
本
の
大
正
期
リ
ア
リ
ス
ト
作
家
を
糾
弾
す
る
こ
と
に
あ
る
と
分
析
し

て
い
る
。

99

当
時
、
広
津
は
六
〇
歳
、
中
村
は
四
十
歳
で
あ
っ
た
。
芸
術
院
の
会

員
に
も
な
り
、
や
が
て
文
壇
の
大
御
所
的
存
在
と
な
ろ
う
と
し
て
い
た
広
津
に
対

し
、
中
村
は
こ
れ
か
ら
活
躍
の
頂
点
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
争
を
通
し
て
、
中
村
が
日
本
の
文
壇
を
戦
場
に
、
あ
る
種
の
世
代
間
抗
争

を
意
図
的
に
仕
掛
け
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
現
在
か
ら
見
れ
ば
、

『
異
邦
人
』
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
論
争
の
中
で
、
中
村
の
こ
の
よ
う
な

論
の
展
開
は
い
さ
さ
か
突
飛
な
も
の
に
も
見
え
な
く
も
な
い
が
、
彼
は
こ
の
「
論

争
」
の
前
年
に
か
の
『
風
俗
小
説
論
』
を
出
し
、
「
論
争
」
の
翌
年
に
は
『
谷
崎

潤
一
郎
論
』
を
、
そ
の
二
年
後
に
は
『
志
賀
直
哉
論
』
を
上
梓
し
、
日
本
の
近
代

文
学
を
築
き
上
げ
て
き
た
年
長
作
家
た
ち
を
次
々
に
批
判
し
て
い
こ
う
と
す
る
時

期
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
「
論
争
」
に
お
け
る
中
村
の
論
の

性
格
も
、
彼
の
こ
う

し
た
批
評
活
動
の
進
み
行
き
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
中

村
が
繰
り
返
し
責
め
る
の
は
、
広
津
が
ム
ル
ソ
ー
と
カ
ミ
ュ
を
「
同
一
視
」
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
村
が
倦
む
こ
と
な
く
繰
り
返
し
た
日
本
の

私
小
説
批
判
と
同
じ
構
え
で
あ
る
。

ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
に
対
す
る
攻
撃
は
一
度
な
ら
ず
、
執
拗
で
あ
る
。
中
村

は
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
を
「
末
流
作
家
」
と
呼
び
問
題
と
せ
ず
、
カ
ミ
ュ
と
類

縁
が
あ
る
の
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
で
あ
る
と
正
確
に
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
カ
ミ
ュ

自
身
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
初
歩
の
常
識
に
属
す

る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
対
比
も
ま
た
、

広
津
と
中
村
の
世
代
差
を
は
か
ら
ず
も
浮
き
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ロ
シ

ア
の
二
人
の
作
家
は
、
世
代
で
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
方
が
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー

シ
ェ
フ
よ
り
旧
い
。
だ
が
、
久
し
く
世
界
の
文
学
史
の
中
に
埋
も
れ
た
存
在
で
あ
っ

た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
評
価
が
、
西
欧
で
急
速
に
高
ま
っ
て
い
く
の
は
二
十
世

紀
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
反
対
に
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
は
ほ
と
ん
ど

忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
広
津
は
い
か
に
も
「
流
行
遅
れ
」
の
作
家
の
名

カミュを読む中村光夫
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前
を
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

中
村
の
言
う
、
「
カ
ミ
ュ
の
根
を
下
ろ
し
て
い
る
廣
大
な
、
同
時
に
健
全
な
傅

統
」
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
文
学
の
そ
れ
で
あ
る
。
ゾ
ラ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
フ
ロ

ベ
ー
ル
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ラ
ク
ロ
、
ラ
マ
ル
チ
ー
ヌ
、
ヴ
ィ
ニ
ー
、
ユ
ゴ
ー
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
メ
リ
メ
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ジ
イ
ド
、
ク
ロ
ー

デ
ル
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
ア
ラ
ン
、
と
、
中
村
は
実
に
大
量
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
の

名
前
を
出
し
て
カ
ミ
ュ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
議
論
の
土
俵
を
こ
の
よ
う
に
し

つ
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
広
津
は
い
か
に
も
分
が
悪
く
な
る
。

元
々
の
手
前
の
知
識
に
加
え
て
、
中
村
は
カ
ミ
ュ
に
関
す
る
当
時
の
最
新
の
知

識
に
も
通
じ
て
い
た
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
解
説
や
、
広
津
が
読
ん
で
い
な
い
ら
し

い
『
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神
話
』
や
『
ペ
ス
ト
』
を
も
彼
は
熟
読
し
、
そ
の
他
の
カ

ミ
ュ
に
関
す
る
議
論
も
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
広
津
の
批
判
し

た
「
不
條
理
」
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
中
村
は
常
識
的
で
ま
っ
と
う
な
解
説
を
付

け
る
。

す
な
わ
ち
彼
〔
カ
ミ
ュ
〕
に
と
っ
て
「
不
條
理
」
と
は
時
代
の
現
実
の
な
か
に

實
際
生
き
た
も
の
と
し
て
「
見
出
さ
れ
る
」
感
覚
、
ま
た
は
感
情
な
の
で
あ
り
、

「
哲
學
」
で
あ
る
ま
へ
に
、
時
代
の
生
活
感
覺
の
な
か
に
、
彼
自
身
の
肉
眼
で

と
ら
へ
た
「
發
見
」
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
彼
は
こ
の
論
文
で
は
『
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神
話
』
も
援
用
し
な
が
ら
、

カ
ミ
ュ
の
「
現
代
性
」
と
「
世
界
性
」
も
強
調
し
て
い
る
。

「
起
床
、
電
車
、
事
務
所
或
ひ
は
工
場
で
の
四
時
間
」
と
い
ふ
生
活
は
、
ア
ル

ヂ
ェ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ

ス
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
ソ
連
で
も
、
日
本
で
も
、
お
よ
そ
近
代
の
機
械
文
明

の
洗
禮
を
受
け
た
都
會
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
必
ず
見
ら
れ
る
生
活
様
式
で
す
。

同
じ
生
活
は
同
じ
感
情
を
呼
び
起
こ
さ
ず
に
ゐ
ま
せ
ん
。

1100

詩
は
説
明
さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
存
在
す
る
か
し
な
い
か
で
す
。

そ
し
て
現
代
生
活
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
コ
ン
フ
ォ
ル
ミ
ズ
ム
の
重
壓
は
た
と
へ

「
不
條
理
」
の
哲
學
を
知
ら
ぬ
者
に
も
、「
不
條
理
」
の
感
情
は
味
は
せ
ま
す
。

「
不
條
理
」
の
詩
は
現
代
生
活
自
體
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
も
、
ア
ル
ヂ
ェ
リ
ア
に
も
、
印
度
に
も
、
日
本
に
も
、
戦
爭
中
に

も
、
戦
後
に
も
あ
り
ま
す
。

中
村
は
広
津
が
問
題
に
し
た
「

H
O
W

T
O

L
IV

E
」
に
つ
い
て
は
、
カ
ミ
ュ

の
第
二
作
『
ペ
ス
ト
』
が
既
に
取
り
扱
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
広
津

の
年
齢
に
つ
い
て
最
後
の
一
撃
を
加
え
る
。

そ
れ
に
關
連
し
て
僕
等
は
も
し
氏
が
本
當
に
「

若
い
者
」
の
つ
も
り
で
、
「

靑

年
の
事
を
主
と
し
て
考
へ
」
現
代
の
文
學
事
象
に
つ
い
て
發
言
す
る
つ
も
り
な

ら
、

外
國
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、

我
國
の

昭
和
時
代
に
な
っ
て
か
ら

「
靑
年
」
た
ち
が
き

づ
き
あ

げ
た
文
學
の
理

念
が
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
「
大

正

時
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
ど
れ
ほ
ど
違
つ
た
も
の
か
を
、
は
っ
き
り
知
っ
て
も

ら
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
兩
者
の
喰
ひ
違
ふ
點
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
の
差

異
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
、
ま
た
そ
の
優
劣
を
ど
う
見
る
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
明
瞭
な
判
斷
を
持
た
ず
に
、
い
た
づ
ら
に
自
分
の
考
へ
だ
け
に
固
執
し
て
變

な
風
に
新
し
が
る
の
は
、
氏
の
嫌
ひ
な
「
老
い
の
一
徹
」
と
い
ふ
も
の
で
は
な

い
で
せ
う
か
。

五
四
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こ
こ
で
、
中
村
が
「
僕
等
」
と
い
う
一
人
称
複
数
の
主
語
を
用
い
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
彼
は
「
大
正
時
代
」
に
対
す
る
「
昭
和
時
代
」
の
「
靑
年
」
を

代
弁
し
て
い
る
。
先
に
引
い
た
吉
田
は
、
こ
の
論
争
の
「
バ
ッ
ク
・
モ
テ
ィ
ー
フ
」

に
「
青
春
」
論
の
視
点
が
隠
顕
し
て
い
る
と
し
、
中
村
と
て
け
っ
し
て
若
い
年
齢

で
は
な
い
の
に
、
「
そ
の
こ
と
だ
け
を
み
る
と
、
奇
な
る
感
慨
を
、
私
は
持
っ
た

の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
で
、
吉
田
は
中
村
の
「
青
春
」
の
問
題
は

「
よ
わ
い
の
問
題
」
で
は
な
い
の
だ
と
論
を
進
め
て
い
く
の
だ
が
、「
青
春
」
の
問

題
は
こ
こ
で
は
お
く
と
し
て
、
あ
え
て
年
齢
に
つ
い
て
の
指
摘
を
付
け
加
え
る
と
、

カ
ミ
ュ
は
一
九
一
三
年
生
ま
れ
で
、
中
村
に
と
っ
て
は
二
つ
年
下
の
、
ま
さ
に
同

世
代
の
作
家
で
あ
っ
た
。

中
村
の
『
異
邦
人
』
に
つ
い
て
の
ま
と
め
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

事
實
、
そ
の
技
法
の
上
で
は
斷
固
た
る
古
典
主
義
者
で
あ
る
カ
ミ
ュ
は
、
現

代
世
界
文
學
に
最
大
の
波
紋
を
描
い
て
ゐ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
影
響
を
強

く
う
け
る
と
同
時
に
、
「
明
晰
」
と
い
ふ
點
で
は
ほ
と
ん
ど
十
八
世
紀
風
の
頑

強
な
知
性
の
體
現
者
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
の
傅
統
の
も
っ
と
も
根

強
い
、
精
髄
が
あ
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
の
小
説
は
、
い
は
ゞ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
中
人
物
が
、
ス
タ
ン
ダ
ア

ル
の
手
法
で
書
い
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
論
文
の
締
め
く
く
り
で
あ
る
。

僕
等
が
彼
の
作
品
に
感
心
す
る
の
は
、
現
在
僕
等
も
生
き
て
ゐ
る
問
題
に
つ

い
て
、
彼
が
そ
の
條
件
と
才
能
を
驅
使
し
て
、
残
念
な
が
ら
我
國
の
作
家
の
企

及
し
得
ぬ
結
果
を
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
面
に
お
い
て
あ
げ
た
か
ら
で
、
彼
の

傑
作
で
あ
る
「
ペ
ス
ト
」
に
對
し
て
、
同
じ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
系
の
惑
星
で

あ
る
小
林
秀
雄
が
、
微
妙
な
近
親
感
と
反
撥
を
示
し
て
ゐ
る
の
も
そ
の
た
め
で

す
。僕
は
日
本
文
學
の
世
界
性
は
現
實
に
は
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
の

だ
と
思
ひ
ま
す
。
外
國
の
文
学
作
品
を
自
分
の
目
で
見
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
こ

れ
以
外
に
な
い
と
信
じ
て
ゐ
ま
す
。

そ
れ
と
も
廣
津
氏
の
や
う
に
相
手
の
實
體
を
無
視
し
て
、
闇
雲
に
非
難
す
る

の
が
民
族
の
獨
立
心
を
宣
揚
す
る
所
以
な
の
で
せ
う
か
。

小
林
秀
雄
は
中
村
に
と
っ
て
、
同
じ
フ
ラ
ン
ス
文
学
へ
の
傾
倒
か
ら
批
評
を
始

め
た
先
輩
で
あ
り
、
言
わ
ず
も
が
な
の
日
本
の
近
代
批
評
文
学
の
代
表
的
人
物
で

も
あ
る
。
我
が
国
の
西
洋
文
学
受
容
の
歴
史
に
お
い
て
、
二
葉
亭
四
迷
以
来
の
ロ

シ
ア
文
学
の
系
譜
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
文
学
が
特
権
的

な
地
位
を
占
め
続
け
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
中
村
は
そ
の
特
権

的
な
知
の
所
有
者
と
し
て
、
広
津
個
人
に
そ
の
優
位
を
見
せ
つ
け
る
と
と
も
に
、

彼
の
属
す
る
年
長
世
代
の
作
家
全
体
を
討
ち
、
日
本
の
文
壇
に
お
け
る
新
た
な
ヘ

ゲ
モ

ニ
ー
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
こ
の
論
文
の
途
中
で
、
中
村
は
小
林
秀

雄
の
、「
批
評
す
る
と
は
自
己
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
作
品
を
ダ
シ
に
使
っ

て
自

己
を
語
る
こ
と
で
あ
る

1111」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
小
林
は
「
批

評
と
は

竟
に

己
の

夢
を

懐
疑
的
に
語
る
こ
と
で
は
な
い
の
か

1122」
と
も
言
っ
て
い

る
。
中
村
は
「
『
異
邦
人
』
論
争
」
に
お
い
て
、
ま
さ
に
カ
ミ
ュ
の
作
品
を
「
ダ

シ
」
に
し
て
「
己
の
夢
」
を
語
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ミ
ュ
の
作
品
の

解
釈
を
め
ぐ
っ
て
広
津
を
こ
れ
ほ
ど
激
し
く
追
窮
し
な
が
ら
、
中
村
は
「
カ
ミ
ュ

の
小
説
的
才
能
は
そ
れ
ほ
ど
ゆ
た
か
で
は
な
い
」
な
ど
と
も
言
っ
て
い
る
。
彼
の

論
文
は
、
当
時
の
最
新
の
知
識
を
盛
り
込
ん
で
の
カ
ミ
ュ
の
紹
介
と
、
日
本
の
文

カミュを読む中村光夫

五
五
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壇
内
の
「
政
治
」
に
お
け
る
個
人
的
な
思
惑
と
が
、
奇
妙
に
綯
交
ぜ
に
な
っ
て
表

れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二
そ
の
後
の
『
異
邦
人
』
論

「
論
争
」
の
翌
年
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
、
の
一
月
十
五
日
付
朝
日

新
聞
の
朝
刊
に
、「
カ
ミ
ュ
会
見
記
」
と
い
う
記
事
が
出
た
。

1133

こ
れ
は
あ
ら
か
じ

め
手
紙
で
要
旨
を
伝
え
て
お
い
た
「
論
争
」
に
つ
い
て
、
カ
ミ
ュ
本
人
に
パ
リ
で

特
派
員
が
聞
い
た
も
の
で
あ
る
。
会
見
の
中
で
、
カ
ミ
ュ
は
「
全
く
同
様
の
論
争

が
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
行
わ
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
私
の
小
説

�異
邦
人

�の
主
人

公
ム
ー
ル
ソ
オ
が
、
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
批
評
は
、
方
々
で
な
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
中
村
氏
が
彼
に
息
苦
し
い
ほ
ど
の
真
実
性
を
見
ら
れ
た

こ
と
は
、
私
と
し
て
は
う
れ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、

広
津
の
提
起
し
た
「

W
H
A
T

IS
L
IF

E
」
と
「

H
O
W

T
O

L
IV

E
」
の
問
題
に

つ
い
て
も
、
「
そ
れ
は
、
中
村
氏
が
言
わ
れ
る
通
り
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
切
り

は
な
さ
な
い
で
も
、
私
が
お
話
し
し
た
よ
う
に
自
分
に
正
直
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
命
が
け
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が

�異
邦
人

�の
モ
ラ
ル
で
あ
れ
ば
、
や
は

り
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
行
動
の
規
範
が
生
ま
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
、
ま
た
も
中
村
に
賛
成
し
て
い
る
。

朝
日
新
聞
側
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
「
論
争
」
の
「
要
旨
」
の
内
容
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
『
異
邦
人
』
に
関
わ
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
カ
ミ
ュ
が
、
広
津
と
中
村
の
や
り
と
り
を
、
か
な
り
詳
し
く

正
確
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
彼
は
自
作
の
意
図
を
説
明
す
る
中

で
、
パ
ス
カ
ル
の
名
に
触
れ
て
い
る
。
広
津
は
「
論
争
」
の
中
で
、
「
こ
の
小
説

で
パ
ス
カ
ル
な
ど
持
ち
出
す
事
は
や
め
て
貰
ひ
た
い

1144」
と
中
村
に
反
発
し
て
い

た
。
こ
の
「
会
見
記
」
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
中
村
に
よ
る
カ
ミ
ュ
の
紹
介
の
正
確

さ
を
、
本
人
が
追
認
し
た
か
っ
こ
う
と
な
っ
た
。

「
会
見
記
」
か
ら
三
日
後
、
同
じ
紙
上
に
広
津
と
中
村
の
感
想
が
載
せ
ら
れ
る
。

広
津
の
も
の
は
「
ま
だ
納
得
で
き
な
い
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
ム
ル
ソ
ー
の
ア
ラ

ブ
人
殺
害
の
場
面
に
つ
い
て
、
従
前
と
ほ
ぼ
同
じ
主
張
を
繰
り
返
し
た
。

カ
ミ
ュ
に
軍
配
を
上
げ
ら
れ
た
中
村
は
「
立
派
な
あ
い
さ
つ
」
と
題
し
て
、
カ

ミ
ュ
の
真
摯
な
回
答
を
喜
ん
だ
う
え
で
、
カ
ミ
ュ
を
「
フ
ラ
ン
ス
、
ま
た
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
旧
国
家
意
識
か
ら
、
戦
後
世
代
の
な
か
で
も
一
番
完
全
に
自
由
に
な
っ

た
作
家
」
だ
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
「
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
、
キ
リ
ス
ト
教
的

偏
見
か
ら
の
自
由
」
と
言
い
換
え
て
、
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。

彼
の
人
柄
に
親
し
み
を
感
じ
た
の
を
機
縁
に
、
ぼ
く
は
も
う
少
し
カ
ミ
ュ
に

つ
い
て
よ
く
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
彼
に
関
す
る
ぼ
く
の
知
識

は
間
に
合
わ
せ
の
貧
弱
な
も
の
で
す
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
感
想
を
結
ん
だ
中
村
の
言
葉
は
、
単
な
る
社
交
辞
令
で
は
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
「
論
争
」
が

原
因
で

求
め
ら
れ
て
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
中
村
が
そ
の
後
も
学
会
の
講
演
会
で
カ
ミ
ュ
に
つ
い
て
話
を
し
た

り
、
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
明
治
大
学
で
『
異
邦
人
』
購
読
の
授
業
を
行
な
っ
た
り

し
て
い
た
と
い
う

証
言
が

残
っ
て
い
る
。

1155

窪
田

啓
作
の
『
異
邦
人
』
の

訳
に
つ

い
て
、
学
生
の
前
で
批
判
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
中
村
は
カ
ミ
ュ
に
対
し

て
一
定
の
関
心
を
抱
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
一
月
四
日
、
そ
の
カ
ミ
ュ
が
不
慮
の
自
動
車
事
故
で
突
然
こ
の
世

を
去
る
。
ま
だ
四
六
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
中
村
は
二
つ
の
追

悼
文
を

書
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
も

短
い
も
の
だ
が
、
「
論
争
」
の
と
き
と
は

違
う

五
六
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角
度
か
ら
の
カ
ミ
ュ
の
紹
介
と
な
っ
て
い
る
。
中
村
が
「
論
争
」
以
後
に
興
味
を

深
め
て
い
た
の
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
い
う
出
自
に
起
因
す
る
、
カ
ミ
ュ
作
品
の

持
つ
風
土
性
で
あ
っ
た
。
東
京
新
聞
の
一
月
十
二
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て
書
か

れ
た
文
章
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

1166

多
く
の
詩
人
と
同
様
、
彼
に
も
ま
た
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
と
の
最
初
の
接

触
が
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
ゐ
ま
す
。
初
期
の
散
文
詩
に
現
は
れ
た
自
然
が
、

フ
ラ
ン
ス
文
学
の
な
が
ら
く
枯
れ
て
ゐ
た
樹
液
が
と
つ
ぜ
ん
甦
っ
た
や
う
な
新

鮮
さ
を
持
つ
の
は
、
は
じ
め
て
ア
フ
リ
カ
の
強
烈
な
光
を
み
づ
か
ら
所
有
し
た

官
能
の
歓
び
が
、
み
づ
み
づ
し
い
自
信
で
現
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
す
。
幼
時
の

貧
し
い
生
活
や
、
ア
ラ
ビ
ア
人
の
悲
惨
を
見
聞
し
た
こ
と
が
、
彼
の
思
想
の
方

向
を
定
め
た
の
も
、
そ
れ
と
関
連
が
あ
り
ま
す
。

1177

中
村
に
よ
れ
ば
、
『
異
邦
人
』
が
日
本
で
大
い
に
読
ま
れ
た
理
由
の
一
つ
に
も
、

こ
の
カ
ミ
ュ
の
非
フ
ラ
ン
ス
的
出
自
が
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
彼
が
ア
フ
リ
カ
生
れ
の
ア
フ
リ
カ
育
ち
で
あ
り
、
無
神
論
者
で
あ
っ

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
土
に
も
、
ま
た
ま
た
そ
の
精
神
の
な
が
い
伝
統
に
も
、
あ

る
点
で
は
無
縁
な
「
異
邦
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
き
ま

す
。
軍
人
、
農
工
業
を
支
配
す
る
資
本
家
、
官
吏
な
ど
が
絶
対
権
を
持
つ
フ
ラ

ン
ス
の
薄
い
支
配
層
の
も
と
に
、
千
年
の
ア
ラ
ビ
ア
文
化
を
感
じ
、
さ
ら
に
廃

墟
の
形
で
ロ
ー
マ
、
カ
ル
タ
ゴ
の
存
在
を
意
識
し
て
成
人
し
た
彼
が
、
異
質
の

文
化
の
重
な
り
合
ひ
の
な
か
に
生
き
る
僕
等
と
、
感
受
性
の
動
き
に
、
極
め
て

近
い
類
縁
を
持
っ
て
ゐ
て
も
、
不
思
議
は
な
い
の
で
す
。

1188

同
年
の
『
文
學
界
』
三
月
号
に
書
か
れ
た
「
ア
フ
リ
カ
育
ち
」
と
題
さ
れ
た
一

文
で
は
、
祖
父
が
普
仏
戦
争
の
影
響
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
移
り
住
ん
だ
ア
ル
ザ
ス

出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
母
親
は
ス
ペ
イ
ン
系
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
カ
ミ
ュ
の
よ

り
詳
細
な
出
自
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
村
は
植
民
地
の
特
殊
性
に
も

目
を
向
け
て
い
る
。

お
そ
ら
く
植
民
地
の
生
活
に
も
っ
と
も
欠
け
て
ゐ
る
の
は
精
神
で
あ
り
、
生

き
た
宗
教
感
情
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
、
彼

の
や
う
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
神
な
し
で
育
っ
て
き
た
や
う
な
精
神
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
珍
し
い
の
で
す
。

1199

植
民
地
の
住
民
に
見
ら
れ
る
「
精
神
」
の
欠
如
と
い
う
よ
う
な
状
況
は
、
カ
ミ
ュ

の
初
期
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

2200

さ
ら
に
、
カ
ミ
ュ

の
母
親
は
、
夫
を
第
一
次
世
界
大
戦
で
亡
く
し
た
貧
し
い
寡
婦
で
、
耳
が
不
自
由

で
あ
り
、
非
識
字
者
で
あ
っ
た
。
家
庭
に
は
本
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
母
親
は
い
つ

も
沈
黙
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。
中
村
は
当
時
そ
こ
ま
で
カ
ミ
ュ
の
家
庭
環
境
に

詳
ら
か
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
彼
の
指
摘
は
概
ね
適
切
だ
と
言
え
よ
う
。

カ
ミ
ュ
が
死
ん
だ
の
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
独
立
戦
争
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
植
民

者
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
住
民
と
ア
ラ
ブ
系
や
ベ
ル
ベ
ル
系
の
被
植
民
者
と
の
平

和
的
共
存
を
訴
え
て
い
た
彼
は
、
孤
立
を
深
め
て
い
た
。
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
燃
え
盛
り
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
は
サ
ル
ト
ル
を
は
じ
め
と
す
る
左
翼
系
知

識
人
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
を
支
持
し
、
植
民
者
を
「
コ
ロ
ン
」
と
呼
ん
で
批

難
し
て
い
た
。
中
村
は
文
学
作
品
を
離
れ
た
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
政
治
状
況
と
カ

ミ
ュ
の
立
場
に
つ
い
て
も
注
視
し
て
い
た
。

カミュを読む中村光夫
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事
実
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
拷
問
と
同
時
に
ア
ラ
ブ
側
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
非
難
し
、

左
翼
と
右
翼
に
む
か
つ
て
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
反
射
運
動
」
を
は
な
れ
て
「
理

性
の
言
葉
」
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
要
望
す
る
彼
の
議
論
は
、
た
と
へ
彼
自
身

の
云
ふ
や
う
に
現
地
で
平
和
に
生
活
す
る
こ
と
を
願
つ
て
ゐ
る
フ
ラ
ン
ス
人
が

ア
ラ
ビ
ア
人
の
善
良
な
大
衆
の
願
ひ
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
政
治
的

な
解
決
と
し
て
は
無
力
で
あ
ら
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
結
局
彼
は
「
わ
れ
わ
れ
の

狂
気
の
真
の
原
因
は
わ
れ
わ
れ
の
知
識
的
、
政
治
的
社
会
の
風
俗
の
機
能
の
な

か
に
あ
る
」
こ
と
を
確
信
す
る
ほ
か
な
く
な
り
ま
す
。

こ
こ
に
ゐ
る
の
は
、
現
代
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
あ
る
ひ
は
ム
ー
ル
ソ
オ
氏
で

す
。
「
無
邪
気
」
で
あ
る
こ
と
が
、
今
日
い
か
な
る
悪
徳
か
、
彼
は
身
に
応
へ

て
知
つ
た
は
ず
で
す
。

2211

カ
ミ
ュ
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
に
死
ん
で
い
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
激
し
く

交
錯
し
合
う
状
況
の
中
で
、
中
村
の
理
解
は
冷
静
か
つ
的
確
で
あ
る
。

全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
中
村
に
よ
る
最
後
の
ま
と
ま
っ
た
カ
ミ
ュ

論
は
、
「
カ
ミ
ュ
に
お
け
る
肉
体
と
自
然
」
と
題
さ
れ
た
、
講
演
を
も
と
に
し
た

文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
カ
ミ
ュ
の
出
自
と
そ
の
意
味
が
、
さ
ら
に
詳
し
く
検

討
さ
れ
て
い
る
。
中
村
は
、
カ
ミ
ュ
が
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
育
ち
」
で
、
「
貧
し
い

生
ま
れ
」
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
点
を
、
フ
ラ
ン
ス
作
家
の
な
か
で
例
外
的
な
こ

と
と
し
て
強
調
す
る
。
さ
ら
に
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
出
身
で
あ
る
こ
と
を
、
フ
ラ
ン

ス
文
学
史
と
も
関
連
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

ア
フ
リ
カ
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
国
と

異
質
な
国
で
す
。
人
種
も
違
ふ
し
、
宗
教
も
違
ふ
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
住
ん
で

ゐ
ま
す
。
で
す
か
ら
い
つ
も
旅
の
先
に
あ
る
。
そ
こ
へ
行
く
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
に
と
っ
て
は
、
現
実
か
ら
の
脱
出
で
す
。
い
ろ
ん
な
芸
術
家
が
ア
フ
リ
カ

へ
行
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
例
へ
ば
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
が
ゐ
ま
す
。
ジ

イ
ド
に
は
、
ア
フ
リ
カ
は
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
環
境
か
ら
脱
出
し
て
、
別
の

価
値
を
見
い
だ
す
と
こ
ろ
で
す
。
ア
フ
リ
カ
の
自
然
な
ど
と
い
ふ
も
の
も
、
や

は
り
さ
う
い
ふ
風
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
。
ジ
イ
ド
は
ず
ゐ
ぶ
ん
偏
見
の

な
い
人
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
活
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
で
、

さ
う
い
ふ
意
味
で
は
、
ア
フ
リ
カ
と
は
、
あ
く
ま
で
、
外
来
の
、
旅
人
の
関
係

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ミ
ュ
は
そ
こ
で
生
ま
れ
て
そ
こ
で
育
っ
た
。
さ
き
に

云
ひ
ま
し
た
ア
フ
リ
カ
的
な
い
ろ
い
ろ
な
要
素
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
得
た
も

の
、
生
活
の
脱
出
や
な
に
か
の
結
果
で
な
く
て
、
彼
に
と
っ
て
は
生
活
そ
の
も

の
で
、
い
っ
て
み
れ
ば
自
然
の
も
の
で
す
。

2222

カ
ミ
ュ
の
出
自
と
そ
の
作
品
と
の
関
係
は
、
後
年
、
英
語
圏
で
は
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
ル
批
評
の
隆
盛
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
も
九
〇
年
代
以
降
、
精
緻
に
論

じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
議
論
と
中
村
の
カ
ミ
ュ
論
を
同
列
に
は

比
べ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
の

引
用
な
ど
は
、
例

え
ば
、
「
カ
ミ
ュ
の

小
説
と

物
語
は
結
局
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
横
領
の
伝
統
、
固
有
語
法
、

そ
し
て
、
言
説
的
な
諸
戦
略
を
か
な
り
正
確
に
蒸
留
し
て
見
せ
る
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
、
カ
ミ
ュ
を
帝
国
主
義
的
な
「
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
」
に
数
え
入
れ
て
し

ま
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
に
比
べ
て
も
、
歴
史
的
、
社
会
学
的
に
よ
り
公

平
な

考
察
と
言

え
る
。

2233

カ
ミ
ュ
は
ジ
イ
ド
か
ら
大
き
く

影
響
を

受
け
て
出

発
し

た
作
家
で
あ
る
が
、
植
民
地
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
の
関
係
に
お
け
る
両
者
の
違
い
を

中
村
は
正
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
批
評
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
、
社

会
学
的
視
点
の
鋭
敏
さ
は
、
ほ
か
で
も
随
所
に
見
ら
れ
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
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「
論
争
」
以
後
の
三
つ
の
カ
ミ
ュ
論
の
中
で
、
中
村
は
三
回
と
も
『
結
婚
』
に

言
及
し
て
い
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
自
然
と
の
交
感
を
謳
い
上
げ
る
こ
の
作
品
が
、

彼
に
と
っ
て
、
『
異
邦
人
』
と
同
等
か
そ
れ
以
上
に
、
カ
ミ
ュ
の
「
異
質
性
」
を

感
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
中
村
は
「
結
婚
」
と
い
う
邦
題
が
原

語
《
N
o
ces》

の
広
い
意
味
合
い
を
伝
え
き
れ
て
お
ら
ず
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、

と
繰
り
返
し
、
「
ノ
オ
ス
」
も
し
く
は
「
婚
礼
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
だ
と
も
主
張

し
て
い
る
。
中
村
の
カ
ミ
ュ
へ
の
こ
だ
わ
り
は
尽
き
な
か
っ
た
。

三
翻
訳

『
異
邦
人
』
の
邦
訳
で
、
現
在
も
最
も
普
及
し
て
い
る
の
は
、
新
潮
文
庫
に
収

め
ら
れ
て
い
る
窪
田
啓
作
の
も
の
で
あ
ろ
う
が

2244、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
中

村
は
そ
れ
に
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
彼
自
身
の
訳
が
存
在
し
て
い
る
。
一
九
六

五
年
に
同
じ
新
潮
社
か
ら
出
さ
れ
た
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学

13人
集
』
と
い
う
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
の
ち
に
は
、

や
は
り
新
潮
社
の
『
カ
ミ
ュ
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
七
四
年
）
な
ど
に
も
入
っ
て

い
る
。

河
底
尚
吾
の
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
窪
田
に
よ
る
初
訳
は
、
実
は
広
津
と

中
村
の
「
論
争
」
に
お
い
て
意
見
の
食
い
違
い
を
生
む
一
つ
の
き
っ
か
け
を
作
っ

て
い
る
。

2255

河
底
は
原
典
と
の
異
同
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ

を
補
っ
て
お
く
。

主
人
公
の
ム
ル
ソ
ー
は
母
親
の
葬
儀
の
翌
日
に
海
水
浴
を
し
て
、
そ
こ
で
か
つ

て
の
職
場
の
同
僚
マ
リ
ー
と
出
会
い
、
一
緒
に
遊
び
、
そ
の
ま
ま
関
係
を
持
つ
。

自
分
の
こ
と
を
愛
し
て
い
る
か
と
問
う
マ
リ
ー
に
、
ム
ル
ソ
ー
は
「
そ
れ
は
な
ん

の
意
味
も
な
い
こ
と
だ
が
、
愛
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
」
《
J
e
lu
i
a
i

r・p
o
n
d
u
q
u
e
cela

n
e
v
o
u
la
it
rien

d
ire,
m
a
is
q
u
・il
m
e
sem
b
la
it
q
u
e

n
o
n
.》

2266と
答
え
る
。
こ
の
場
面
が
、
広
津
の
「
神
経
に
引
つ
か
か
る
と
こ
ろ
」

の
一
つ
と
な
り
、
彼
は
書
い
て
い
る
。

此
處
も
引
つ
か
か
る
。
「
前
か
ら
憎
か
ら
ず
思
つ
て
ゐ
た
」
と
そ
の
前
に
は
述

べ
て
ゐ
な
が
ら
、
女
か
ら
訊
か
れ
る
と
「
恐
ら
く
愛
し
て
ゐ
な
い
だ
ら
う
」
と

答
へ
る
。「
憎
か
ら
ず
」
と
「
愛
す
る
」
と
は
違
ふ
ら
し
い
。

「
憎
か
ら
ず
思
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
は
窪
田
の
訳
の
引
用
で

2277、
マ
リ
ー
の
登

場
場
面
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
文
で
は
、
《
M
a
rie
C
a
rd
o
n
a
,
u
n
e

a
n
cien
n
e
d
a
cty
lo
d
e
m
o
n
b
u
rea
u
d
o
n
t
j・a
v
a
is
en
v
ie

・
l・・p
o
q
u
e.

2288》

と
な
っ
て
い
る
。
《
en
v
ie》
と
い
う
語
は
、
女
性
に
対
し
て
用
い
れ
ば
性
的
な

「
欲
望
」
を
示
唆
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
実
際
、
ム
ル
ソ
ー

が
マ
リ
ー
の
内
面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ず
、
視
線
を
彼
女
の
髪
や
胸
、
肌

に
何
度
も
走
ら
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
マ
リ
ー
に
対
す
る
態
度
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
矛
盾
な
く
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
中
村
は
こ
の
広
津
の
批
判
に
対
し
て
、
「
女
か
ら
積
極
的
に
好
意
を
持

た
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
む
か
っ
て
、
君
は
好
き
で
な
い
と
云
へ
る
男
は
正
直
な
善

人
で
は
な
い
か
」
と
反
論
し
て
い
る
。
彼
自
身
の
訳
で
は
こ
こ
は
、
「
そ
の
こ
ろ

僕
の
欲
情
の
対
象
だ
っ
た

2299」
と
な
っ
て
い
る
。「
論
争
」
当
時
、
中
村
が
既
に
原

語
の
正
確
な
意
味
合
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
反
論
を
し
て
い
た
の
か
は
判
然
と

し
な
い
が
、
と
も
か
く
、
《
en
v
ie》
の
訳
が
「
欲
望
」
な
り
「
欲
情
」
と
な
っ
て

い
れ
ば
、
広
津
は
少
な
く
と
も
こ
の
場
面
は
「
引
つ
か
か
」
ら
ず
に
済
ん
だ
可
能

性
は

大
い
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
《
en
v
ie》
と
い
う
語
は
そ

の
後
も
何
度
も
出
て
き
て
、
他
の
箇
所
で
は
窪
田
も
「
欲
望
」
と
訳
し
て
い
る
。
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フ
ラ
ン
ス
語
で
も
「
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
裏
切
る
こ
と
で
あ
る
」
《

T
ra

d
u
ire,

c・est
tra

h
ir.》

と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
翻
訳
が
生
み
が
ち
な
問
題
の
一
つ
が
こ

こ
に
あ
る
。

マ
リ
ー
の
登
場
場
面
で
は
、
ム
ル
ソ
ー
の
彼
女
に
対
す
る
性
的
な
「
欲
望
」
と

い
う
意
味
合
い
が
窪
田
の
訳
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
中
村
の
訳
と
の
比

較
に
お
い
て
、
こ
れ
と
ち
ょ
う
ど
逆
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
場
面
と
い

う
の
も
あ
る
。
ム
ル
ソ
ー
と
同
じ
ア
パ
ー
ト
に
住
む
レ
イ
モ
ン
と
い
う
男
が
い
る
。

こ
の
男
が
情
婦
と
揉
め
事
を
起
こ
し
、
ム
ル
ソ
ー
に
相
談
を
持
ち
か
け
る
。
彼
は

自
分
を
騙
し
た
と
い
う
そ
の
情
婦
に
復
讐
を
し
よ
う
と
企
み
、
ム
ル
ソ
ー
に
協
力

を
求
め
る
の
だ
が
、
そ
の
際
、
ム
ル
ソ
ー
は
レ
イ
モ
ン
の
話
を
要
約
し
て
《［

q
u
・］

il
a
v
a
it

en
co
re

u
n
sen

tim
en

t
p
o
u
r
so
n
co
・t

3300》
と
言
う
。
《

co
・t》
と
い

う
の
は
「
性
交
」
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
意
味
の
単
語
で
あ
る
。
窪
田
が
「
彼
が

な
ほ
そ
の
女
の
體
に
若
干
の
未
練
を
感
ず
る

3311」
と
訳
す
の
に
対
し
、
中
村
は

「
彼
が
ま
だ
女
の
も
の
に
未
練
が
あ
る

3322」
と
、
や
や
曖
昧
に
し
て
い
る
。

窪
田
の
そ
れ
と
比
べ
た
と
き
の
、
中
村
の
翻
訳
の
特
徴
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検

討
し
た
い
。
ま
す
は
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
小
説
の
冒
頭
の
一
節
。

け
ふ
、
マ
マ
ン
が
死
ん
だ
。
も
し
か
す
る
と
、
昨
日
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
に

は
分
ら
な
い
。〔
窪
田
〕

3333

今
日
、
マ
マ
が
死
ん
だ
。
そ
れ
と
も
昨
日
か
、
僕
は
知
ら
な
い
。〔
中
村
〕

3344

窪
田
は
母
親
を
指
す
フ
ラ
ン
ス
語
の
幼
児
語
、
あ
る
い
は
、
く
だ
け
た
表
現
で

あ
る
《

m
a
m
a
n
》
を
言
語
の
発
音
そ
の
ま
ま
に
表
記
し
て
い
る
。
「
マ
マ
ン
」
が

母
親
を
意
味
す
る
こ
と
が
、
今
日
の
日
本
で
あ
る
程
度
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
窪
田
の
翻
訳
で
有
名
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
の

中
村
は
、
現
在
ま
で
日
本
の
家
庭
で
も
普
及
し
て
い
る
「
マ
マ
」
を
選
択
し
て
い

る
。
冒
頭
か
ら
二
人
の
訳
者
の
姿
勢
の
違
い
が
表
れ
て
い
る
。
窪
田
は
原
語
の
発

音
を
あ
え
て
生
か
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
単
行
本
の
解
説
で
も
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
を
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ィ
」
と
し
た
り
、
カ
ミ
ュ
の
エ
ッ
セ
イ
を
「
シ
ジ
フ
の
神
話
」

と
書
い
て
い
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
が
、
物
語
中
の
訳
で
も
「
フ
ラ
ー

ル
」
や
「
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
」
な
ど
の
表
記
が
見
ら
れ
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
首

都
ア
ル
ジ
ェ
も
初
訳
で
は
「
ア
ル
ジ
ェ
ー
」
だ
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
は
、
一
種
の

異
化
効
果
を
生
ん
だ
り
、
読
者
に
異
国
情
緒
を
与
え
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
り
す

る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
対
し
て
中
村
は
、
な
る
べ
く
当
時
の
日
本
語

の
中
に
馴
染
む
訳
語
を
選
択
し
よ
う
と
心
が
け
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

「
フ
ラ
ー
ル
」
は
「
ネ
ッ
カ
チ
ー
フ
」
、
「
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
」
は
「
軽
演
劇
」
と

訳
し
、
読
者
に
意
味
が
伝
わ
り
や
す
い
よ
う
に
い
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
も

う
一
箇
所
、
取
り
上
げ
て
み
る
。
ム
ル
ソ
ー
と
マ
リ
ー
が
通
り
で
レ
イ
モ
ン
と
落

ち
合
う
場
面
で
あ
る
。

彼
は
口
笛
を
吹
き
な
が
ら
降
り
て
來
た
が
、
大
し
た
御
機
嫌
だ
っ
た
。
彼
は
、

「
よ
う
、
と
つ
つ
あ
ん
」
と
私
に
云
ひ
、
マ
リ
イ
を
「
マ
ド
モ
ア
ゼ
ル
」
と
呼

ん
だ
。〔
窪
田
〕

3355

彼
は
階
段
を
降
り
な
が
ら
口
笛
を
ふ
き
、
ひ
ど
く
満
足
そ
う
だ
っ
た
。
僕
に

は
『
よ
う
、
元
気
か
』
と
い
っ
て
、
マ
リ
ー
に
は
丁
寧
に
『
さ
ん
』
を
つ
け
た
。

〔
中
村
〕

3366

窪
田
が
「
と
つ
つ
あ
ん
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
《

v
ieu

x
》
と
い
う
単
語
で
あ

六
〇
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る
。
こ
れ
を
日
本
語
に
す
る
の
は
難
し
い
。
辞
書
の
第
一
義
は
「
老
人
」
と
い
う

意
味
で
、
い
さ
さ
か
侮
蔑
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
親
し

み
を
込
め
た
表
現
に
も
な
り
う
る
。

3377

中
村
は
訳
す
の
を
避
け
て
い
る
。「
マ
ド
モ

ア
ゼ
ル
」
の
方
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
一
般
に
未
婚
の
若
い
女
性

に
対
す
る
「
敬
称
」
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、
日
常
で
ご
く
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る

語
で
、
そ
れ
ほ
ど
う
や
う
や
し
い
意
味
合
い
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。「
丁
寧
に
」

と
い
う
の
は
、
原
文
に
は
直
接
そ
れ
と
対
応
す
る
語
は
な
く
、
「
敬
称
」
で
あ
る

こ
と
を
考
え
て
、
中
村
が
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
《

M
a
d
em

o
iselle》

程
度
な

ら
ば
、
窪
田
の
よ
う
に
処
理
し
た
ほ
う
が
、
意
味
も
伝
わ
り
や
す
い
よ
う
に
も
思

え
る
が
、
中
村
の
、
原
語
そ
の
ま
ま
を
写
す
表
記
は
用
い
な
い
、
と
い
う
方
針
は

こ
こ
で
も
一
貫
し
て
い
る
。

窪
田
と
中
村
の
違
い
で
も
う
一
つ
目
を
引
く
の
は
、
一
人
称
の
訳
語
の
違
い
で

あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
一
人
称
の
主
格
代
名
詞
は

《
je》
と
い
う
形
し
か
存
在
し
な
い
。
中
村
は
そ
れ
の
訳
語
と
し
て
「
僕
」
を
採

用
し
て
い
る
。
「
私
」
か
「
僕
」
か
の
選
択
は
、
原
語
と
は
関
わ
り
の
な
い
、
純

粋
に
日
本
語
の
「
語
感
」
の
問
題
で
あ
る
。
『
異
邦
人
』
は
主
人
公
ム
ル
ソ
ー
の

一
人
称
の
語
り
で
、
口
語
、
も
し
く
は
会
話
体
に
よ
る
回
想
か
、
私
的
な
日
記
で

あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
文
体
と
な
っ
て
い
る
。
中
村
は
こ
の
こ
と
を
考

慮
し
て
、
一
般
に
「
私
」
よ
り
も
く
だ
け
た
印
象
を
与
え
る
「
僕
」
を
選
ん
だ
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
窪
田
と
中
村
の
翻
訳
の
文
体
の
違
い
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う

な
箇
所
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ア
ラ
ブ
人
殺
害
の
か
ど
で
死
刑
判
決
を

受
け
、
刑
務
所
に
い
る
ム
ル
ソ
ー
の
頭
の
中
を
流
れ
る
想
念
の
記
述
で
あ
る
。

私
の
善
意
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
こ
う
し
た
傲
然
た
る
確
實
性
を
受
け
容
れ
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
ふ
の
は
、
要
す
る
に
、
確
實
性
に
基
礎
を
與
え

た
判
決
と
、
判
決
が
言
渡
さ
れ
て
か
ら
の
、
そ
の
冷
酷
な
施
行
と
の
あ
ひ
だ
に

は
、
滑
稽
な
不
均
衡
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
判
決
が
十
七
時
に
で
は
な
く
二
十
時

に
言
渡
さ
れ
た
と
い
ふ
事
實
、
判
決
が
全
く
別
様
に
書
か
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
と

い
ふ
事
實
、
判
決
が
下
着
を
と
り
か
へ
る
人
間
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
ふ
事

實
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
人
民
（
或
は
ド
イ
ツ
人
民
、
或
は
シ
ナ
人
民
）
と
い
ふ

よ
う
な
曖
昧
な
觀
念
に
依
遽
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
實
、

か
う
し
た
す
べ
て

は
、
こ
の
や
う
な
決
定
か
ら
、
多
く
の
眞
面
目
さ
を
、
取
り
去
る
や
う
に
思
は

れ
た
。〔
窪
田
〕

3388

僕
は
善
意
は
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
人
を
馬
鹿
に
し
た
確
実
性
を
う
け
い
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
確
実
性
を
基
礎
づ
け
た
判
決
と
、
そ

れ
が
宣
告
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
の
、
判
決
の
冷
酷
な
施
行
と
の
間
に
は
、
滑
稽
な

不
調
和
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
判
決
文
が
十
七
時
に
読
ま
れ
ず
に
二
十
時
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
ま
る
き
り
別
の
も
の
に
も
な
り
得
た
こ
と
、

そ
れ
が
肌
着
を
と
り
か
え
る
人
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン

ス
人
民
（
ド
イ
ツ
で
も
シ
ナ
で
も
よ
い
わ
け
だ
。
）
と
い
う
曖
昧
な

概
念
の

利

益
の
た
め
に
下
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
僕
に
は
こ
ん
な
決
定
の
真

面
目
を
大
き
く
阻
害
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。〔
中
村
〕

3399

《
in
so
len

te》
と
い
う
原
語
に
窪
田
が
「
傲
然
た
る
」
と

漢
文
調
の

硬
い
訳

を
あ
て
る
の
に
対
し
、
「
人
を
馬
鹿
に
し
た
」
と
い
う
、
そ
れ
よ
り
は
く
だ
け
た

訳
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
《

le
fa
it》
を
「
事
實
」
と
は

せ
ず
に
「
こ
と
」
と

開
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
全
く
別
様
」
と
「
ま
る
き
り
別
の
も
の
」
、
《

le
p
eu

p
le

fra
n
・a
is（

o
u

a
llem

a
n
d
,
o
u

ch
in
o
is）
》
と
い
う

部
分
に
「
フ
ラ
ン
ス
人
民

（
ド
イ
ツ
で
も
シ
ナ
で
も
い
い
わ
け
だ
。）
と
、
文
脈
に
沿
っ
た
会
話
調
の
補
足
を

カミュを読む中村光夫

六
一
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付
け
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
等
々
は
、
す
べ
て
中
村
が
原
文
の
文
体
を
考
慮
し
た

結
果
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

中
村
は
こ
の
他
に
も
、
窪
田
の
誤
訳
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
い
く
つ
か
修
正
し

て
い
る
。
窪
田
に
は
初
訳
を
引
き
受
け
る
者
が
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
不
利
が
当
然

あ
り
、
そ
れ
を
責
め
る
に
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
両
者
の
訳
の

優
劣
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。
窪
田
の
訳
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
中
村
の
そ
れ
が

生
ま
れ
た
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
中
村
は
自
ら
が
蓄
積
し
た
『
異
邦
人
』

に
つ
い
て
の
知
識
を
加
味
し
、
窪
田
の
訳
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

中
村
光
夫
に
は
『
二
十
世
紀
の
小
説
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
そ
こ
で
主
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
、
ロ
ジ
ェ
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー

ル
、
そ
し
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
で
あ
る
。
中
村
は
戦
前
の
留
学
中
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・

ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
、
既
に
老
大
家
と
な
っ
て
い
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
講
義
を
聞
い
て

い
る
。
年
代
だ
け
が
「
新
し
さ
」
や
作
品
の
重
要
性
を
決
め
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん

な
い
が
、
「
二
十
世
紀
」
と
題
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
本
で
取
り
上
げ
ら

れ
た
作
家
た
ち
は
皆
、
十
九
世
紀
に
生
ま
れ
、
青
年
期
を
送
っ
た
人
物
ば
か
り
で

あ
る
。『
チ
ボ
ー
家
の
人
々
』
と
『
贋
金
つ
く
り
』
が
論
じ
ら
れ
た
後
に
は
、「
ボ

オ
ド
レ
エ
ル
と
フ
ロ
オ
ベ
ル
」（

!）「
ヴ
ァ
レ
リ
イ
と
フ
ロ
オ
ベ
ル
」
と
い
う
章

が
続
い
て
い
る
。
初
版
は
一
九
四
九
年
。
日
本
で
は
ま
だ
サ
ル
ト
ル
や
カ
ミ
ュ
の

本
格
的
な
紹
介
が
よ
う
や
く
始
ま
り
か
け
た
頃
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
世

紀
が
後
半
に
進
ん
で
も
、
中
村
が
自
分
と
同
じ
二
十
世
紀
生
ま
れ
の
外
国
作
家
た

ち
を
力
を
入
れ
て
論
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
八
八
年
に
死
去
す
る
ま
で
、
結

局
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
彼
の
近
代
文
学
観
は
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
へ

の
参
照
に
よ
っ
て
、
確
固
不
動
の
も
の
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
ん

な
な
か
、
カ
ミ
ュ
に
つ
い
て
は
幾
分
か
例
外
的
に
、
「
論
争
」
を
含
め
て
五
つ
の

文
章
が
彼
の
全
集
に
残
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
三
年
の
『
文
學
界
』
の
創
刊
五
十
周
年
記
念
十
一
月
特
大
号
に
お
け
る
、

中
村
光
夫
、
江
藤
淳
、
磯
田
光
一
に
よ
る
鼎
談
で
、
三
者
は
「『
異
邦
人
』
論
争
」

を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

4400

磯
田
論
争
と
し
て
覚
え
て
い
る
の
は
、
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
を
め
ぐ
っ

て
の
、
広
津
和
郎
さ
ん
と
中
村
さ
ん
の
論
争

ね
。
『
異
邦
人
』
が
「
新

潮
」
に

載
っ
た
の
は
、
二
十
六
年
の
六
月
で
、
占
領
中
で
す
。
あ
の
と
き
大
正
時
代
の

作
家
、
つ
ま
り
、
ぼ
く
ら
が
文
学
全
集
や
、
鎌
倉
文
庫
で
読
ん
で
き
た
大
作
家

と
、
昭
和
二
十
年
代
を
代
表
す
る
評
論
家
が
、
あ
れ
だ
け
激
し
い
対
立
を
し
た

こ
と
で
、
非
常
に
緊
張
し
て
読
ん
だ
覚
え
が
あ
る
。

江
藤
あ
れ
は
文
壇
を
超
え
た
論
争
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
一
時
期
を
画
す
る

論
争
で
し
た
よ
。
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
一
生
懸
命
読
ん
だ
覚

え
が
あ
り
ま
す
。（

笑
）

中
村
あ
れ
は
い
ま
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。（

笑
）

江
藤

御
当
人
が
そ
ん
な
こ
と
言
っ
ち

ゃ
、

困
る
。
（

笑
）
で
も
、
論
争
っ

て
し
ば
し
ば
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

中
村
そ
う
で
す
ね
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
し
て
も
、
論
争
は
そ
れ
と
し
て
、

存
在
の
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
ま

す
が
。（

笑
）

江
藤
そ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
論
争
が
あ
っ
た
と
い

う
事
自
体
の
存
在
感
と
い
う
ん
で
す
か
。
そ
れ
は
『
異
邦
人
』
論
争
に
は
は
っ
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き
り
と
あ
り
ま
し
た
ね
。

中
村
は
と
ぼ
け
て
い
る
が
、
「
論
争
」
を
生
で
経
験
し
た
者
の
実
感
が
よ
く
伝

わ
る
証
言
で
あ
る
。
さ
ら
に
磯
田
は
「
『
異
邦
人
』
論
争
で
は
、
大
正
時
代
に
活

躍
し
た
方
々
は
、
世
代
が
何
と
な
く
終
止
符
が
打
た
れ
た
印
象
が
大
変
強
か
っ
た

ん
で
す
」
と
も
発
言
し
て
い
る
。
や
は
り
、
「
論
争
」
は
日
本
の
文
壇
内
に
お
け

る
世
代
間
対
立
と
し
て
の
印
象
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

江
藤
は
『
異
邦
人
』
の
「
今
日
、
マ
マ
ン
が
死
ん
だ
」《

A
u
jo
u
rd

・h
u
i
m
a
m
a
n

est
m
o
rte.》

と
い
う
冒
頭
の
一
節
に
つ
い
て
、
「
あ
れ
は
実
際
驚
い
た
ね
。
あ

ん
な
ふ
う
な
小
説
の
書
き
出
し
と
い
う
の
は
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
」
と
回
顧
す

る
。
そ
れ
に
対
し
、
中
村
は
「
カ
ミ
ュ
は
や
は
り
い
ろ
い
ろ
破
壊
的
作
業
を
追
善

し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
ね
」
「
ほ
ん
と
、
お
か
し
い
ん
だ
な
」
と
答
え

て
い
る
。

「
論
争
」
の
当
初
、
中
村
は
既
存
の
知
識
の
枠
組
で
カ
ミ
ュ
を
理
解
し
よ
う
と

し
、
そ
の
作
品
を
「
古
典
的
」
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
そ
の

よ
う
な
枠
組
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
カ
ミ
ュ
の
現
代
性
や
異
質
性
に
、
彼
は
徐
々

に
気
が
つ
い
て
い
っ
た
。
精
力
を
注
い
だ
「
論
争
」
の
後
に
書
い
た
、
三
編
の
さ

さ
や
か
な
カ
ミ
ュ
論
に
、
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。「
ほ
ん
と
、
お
か
し
い
ん
だ
な
」

と
い
う
胸
に
引
っ
か
か
る
感
覚
が
、
彼
に
そ
れ
ら
の
文
章
を
書
か
せ
た
の
だ
。
中

村
は
さ
ら
に
、
窪
田
啓
作
の
初
訳
か
ら
十
数
年
も
経
っ
て
か
ら
、
自
ら
骨
の
折
れ

る
新
訳
ま
で
手
が
け
た
。

日
本
の
文
壇
史
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
「
論
争
」
以
外
に
、
中
村
光
夫
の

カ
ミ
ュ
論
が
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
管
見
で
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
中
村
の
長
年
に
わ
た
る
カ
ミ
ュ
に
対
す
る
継
続
的
な
関
心
は
、
彼
の
批

評
活
動
を
振
り
返
る
際
に
、
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
、
「
論
争
」
や
翻
訳
の
問
題
は
、
中
村
個
人
を
超
え
て
、
日
本
に

お
け
る
外
国
文
学
作
品
の
受
容
の
あ
り
方
と
、
そ
の
理
解
の
進
展
、
と
い
う
よ
り

広
い
問
題
を
考
え
さ
せ
る
、
一
つ
の
興
味
深
い
実
例
を
示
す
も
の
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
。

（
了
）

註

1

カ
ミ
ュ
は
一
九
三
〇
年
代
よ
り
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
を

始
め
、
ロ
ー
カ
ル
な
知
識
人
と
し
て
は
当
時
既
に
一
定
の
地
位
を
得
て
い
た
。『
異
邦
人
』

以
前
に
も
戯
曲
『
カ
リ
ギ
ュ
ラ
』
や
数
冊
の
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
異

邦
人
』
の
原
型
と
も
言
え
る
『
幸
福
な
死
』
が
最
初
の
小
説
執
筆
と
し
て
試
み
ら
れ
て

い
た
が
、
未
完
の
ま
ま
放
棄
さ
れ
、
彼
の
死
後
ま
で
世
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

2

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
語
（
S
isy

p
h
e）
の
発
音
を
忠
実
に
片
仮
名
に
写
す
な
ら
「
シ
ジ
フ
」

と
い
う
表

記
が
最
も

近
く
な
る
だ
ろ
う
。
窪
田
啓
作
も
新

潮
社
の

単
行
本
の
解
説
で
こ

の
作
品
に
触
れ
た
際
に
は
「

シ
ジ

フ
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
中
村
と
広

津
は
、

本
文
中
で
も
触
れ
た
、

サ
ル
ト
ル
の
「
「
異
邦
人
」
解
説
」
の

白
井

浩
司
の

抄
訳
中
に
出

て
く
る
「

シ
ジ

ポ
ス
」
と
い
う
表

記
に

倣
っ
て
い
る
。
「

シ
ー

シ
ュ

ポ
ス
」
は
ギ
リ

シ
ア

語
の
発

音
を

写
し
た
も
の
で
、

清
水

徹
が

採
用
し
、
こ
れ
が
現

在
ま
で

普
及
し
て
い
る
。

こ
の
ギ
リ

シ
ア

神
話
の

登
場
人

物
の

名
前
に
つ
い
て
は
、

他
に
も
、
「

シ
シ
ュ

ポ
ス
」
、

「
シ
ジ

フ
ォ
ス
」
や
、

英
語
の
発

音
に

近
い
「

シ
シ
ュ

フ
ォ
ス
」
な
ど
の
表

記
が
見
ら
れ

る
。
こ
こ
に
も
、
西
洋
の
文
化
を
貪
欲
に
吸
収
し
よ
う
と
様
々
な
人
々
が
様
々
な
言

語

を
学
ん
で
作
り
上
げ
て
い
く
、
日
本
の
翻
訳
文
化
の
軌
跡
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

3

こ
の
論
争
の
全
文
は
、
臼

井
吉
見
監
修
『
戦
後
文
学
論
争
史
』
下
巻
、
番
町
書
房
、

一
九
七
二
年
、
一
一
頁
―
六
六
頁
に
、
吉
田

�生
の
「
解
題
」
付
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

4

以
下
、
広

津
の
「
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
」
か
ら
の
引

用
は
、
『
戦
後
文
学
論
争
史
』

下
巻
、
前
掲
書
、
十
五
―
十
六
頁
。

カミュを読む中村光夫
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5
以
下
、
中
村
の
「
廣
津
氏
の
「
異
邦
人
」
論
に
つ
い
て
」
か
ら
の
引
用
は
、
『
戦
後
文

学
論
争
史
』
下
巻
、
前
掲
書
、
十
七
―
二
〇
頁
。

6

中
村
は
戦
前
、
ま
だ
文
壇
で
本
格
的
に
活
躍
し
始
め
る
前
に
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
書
簡

集
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
『
ベ
ラ
ミ
』
の
翻
訳
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
十
五
年
に

は
『
フ
ロ
オ
ベ
ル
と
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
』
を
出
し
て
お
り
、
こ
れ
が
単
行
本
と
し
て
は
、

昭
和
十
一
年
の
『
二
葉
亭
四
迷
論
』
に
次
ぐ
第
二
作
目
で
あ
っ
た
。

7

以
下
、
広
津
の
「
再
び
「
異
邦
人
」
に
つ
い
て
」
の
引
用
は
、
『
戦
後
文
学
論
争
史
』

下
巻
、
前
掲
書
、
二
〇
―
三
二
頁
。
な
お
、
広
津
が
名
前
を
出
し
て
い
る
「
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
」
は
、
サ
ル
ト
ル
が
解
説
で
挙
げ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

8

以
下
、
中
村
の
「
カ
ミ
ュ
の
「
異
邦
人
」
に
つ
い
て
―
廣
津
和
郎
氏
に
答
ふ
―
」
の

引
用
は
、『
戦
後
文
学
論
争
史
』
下
巻
、
前
掲
書
、
三
三
―
六
〇
頁
。

9

吉
田
悦
志
「
中
村
光
夫
と
広
津
和
郎
―
「
異
邦
人
論
争
」
の
主
眼
目
―
」
、
論
究
の

会
編
『
中
村
光
夫
研
究
』
、
七
月
堂
、
一
九
九
五
年
、
一
四
一
―
一
五
三
頁
。
な
お
、
吉

田
の
最
終
的
な
結
論
は
、
中
村
の
「
本
来
の
敵
」
は
志
賀
直
哉
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

10

「
起
床
、
電
車
、
事
務
所
或
ひ
は
工
場
で
の
四
時
間
」
と
い
う
文
句
は
、
『
異
邦
人
』

で
は
な
く
『
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神
話
』
に
あ
る
も
の
で
、
サ
ル
ト
ル
が
「
『
異
邦
人
』
の

解
説
」
の
中
で
触
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

11

小
林
秀
雄
「
ア
シ
ル
と
龜
の
子
Ⅱ
」
、
『
文
芸
評
論
』
上
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四

年
、
所
収
、
四
〇
頁
。

12

小
林
秀
雄
「
様
々
な
る
意
匠
」、『
文
芸
評
論
』
上
巻
、
前
掲
書
、
四
頁
。

13

こ
の
「
会
見
記
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
の
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
の
は

残
念
で
あ
る
。

14

広
津
和
郎
「
再
び
「
異
邦
人
」
に
つ
い
て
」
、
『
戦
後
文
学
論
争
史
』
下
巻
、
前
掲
書
、

三
一
頁
。

15

中
村
光
夫
先
生
を
偲
ぶ
会
編
『
世
に
あ
る
も

世
を
去
る
も

中
村
光
夫
先
生
追

悼
文
集
』
、
明
治
大
学
仏
文
研
究
室
、
一
九
八
九
年
、
所
収
の
、
矢
野
浩
三
郎
、
倉
橋
由

美
子
、
小
副
川
明
、
の
回
想
。
三
人
は
昭
和
三
十
四
、
ま
た
は
、
三
十
五
年
に
明
治
大

学
に
入
学
し
て
い
る
。

16

中
村
が
カ
ミ
ュ
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
は
『
中
村
光
夫
全
集
』
第
十
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
二
年
、
所
収
。
そ
の
巻
末
に
付
け
ら
れ
た
解
題
に
よ
れ
ば
、
東
京
新
聞
に
出
た

当
時
の
、
各
日
付
の
題
は
「
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
時
だ
っ
た
」
（
十
二
日
）
、
「
「
善

良
な
野
蛮
人
」
と
し
て
の
振
る
舞
い
」
（
十
三
日
）
、
「
現
代
の
感

覚
と

古
典
の

伝
統
の
結

合
」
（
十
四
日
）
と
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
全
集
で
は
そ
れ
ら
が
一
本
に
ま
と
め
ら
れ
、

題
も
「
カ
ミ
ュ
の
提
出
し
た
問
題
」
と
な
っ
て
い
る
。

17

『
中
村
光
夫
全
集
』
第
十
巻
、
前
掲
書
、
二
二
八
頁
。

18

同
右
、
二
三
〇
頁
。

19

同
右
、
二
二
四
頁
。

20

カ
ミ
ュ
は

初
期
の

エ
ッ

セ
イ
『
結

婚
』
に
収
め
ら
れ
た
「
ア
ル

ジ
ェ
の

夏
」
と
い
う

文
章
の
中
で
、
ア
ル

ジ
ェ

市
民
を
「

過
去
」
《
p
a
ss・

》
や
「

教
訓
」
《
le・o
n
》
、
「

伝
統
」

《
tra
d
itio
n
》
を

持
た
な
い
人
々
だ
と

述
べ
て
い
る
。
A
lb
ert
C
a
m
u
s,

N
oces

d
a
n
s

・
u
v
res

com
p
l・tes,

G
a
llim
a
rd
,《
P
l・ia
d
e》,
2006,

p
.117,

124.

さ
ら
に
こ
の
主
題
は
彼
の
死
後
、
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
遺
作
、『
最
初
の
人
間
』

L
e
P
rem

ier
H
o
m
m
e
に
お
い
て
、
再
び
現
れ
る
。

21

『
中
村
光
夫
全
集
』
第
十
巻
、
前
掲
書
、
二
二
七
頁
。

22

同
右
、
二
三
七
―
二
三
八
頁
。

23

E
d
w
a
rd
W
.
S
a
id
,
C
u
ltu

re
a
n
d
Im

p
eria

lism
,
N
ew
Y
o
rk
:
V
in
ta
g
e
B
o
o
k
s,

1993,
p
.184.

24

現
在
の

版
で
は
、

旧
仮
名

づ
か
い
を
新

仮
名

づ
か
い
に
し
、

旧
漢

字
は
新

字
体
に

す

る
、
一

部
の

漢
字
を
ひ
ら
が
な
に

開
く
、

等
の

改
訂
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
訳
文

自
体

に
は

初
出
の
も
の
か
ら
大
き
く

変
更

さ
れ
た

部
分
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
上
記
の
よ
う

な
処

理
が
な

さ
れ
た
だ
け
で
も
、

読
者
が

受
け
る

視
覚
的

印
象
は
、

初
出
の
そ
れ
と

ず

い
ぶ
ん
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

25

河
底
尚
吾
『
中
村
光
夫
論
』、

武
蔵
野
書
房
、
一
九
九
八
年
、
九
八
―
九
九
頁
。

26

A
lb
ert
C
a
m
u
s,

・
tra

n
g
er,
d
a
n
s
・
u
v
res

com
p
l・tes,

op
.
cit.,

p
.161.

27

『
新
潮
』
昭
和
二
六
年
六
月
特
大
號
、
一
三
頁
。

28

C
a
m
u
s,

・
tra

n
g
er,

op
.
cit.,

p
.151.
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29
中
村
光
夫
、
他
訳
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学

13人
集
』
第
一
巻
、
新
潮
社
、
一
九
六
五

年
、
一
六
頁
。

30

C
a
m
u
s,

・
tra

n
g
er,

op
.
cit.,

p
.158.

31

『
新
潮
』
昭
和
二
六
年
六
月
特
大
號
、
一
八
頁
。

32

中
村
光
夫
、
他
訳
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学

13人
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
二
二
―
二

三
頁
。

33

『
新
潮
』
昭
和
二
六
年
六
月
特
大
號
、
六
頁
。

34

『
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学

13人
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
七
頁
。

35

『
新
潮
』
昭
和
二
六
年
六
月
特
大
號
、
二
六
頁
。

36

『
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学

13人
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
三
二
頁
。

37

筆
者
が
使
用
し
て
い
る
小
学
館
の
『
ロ
ベ
ー
ル
仏
和
大
辞
典
』（
電
子
辞
書
版
）
に
は
、

「
《
呼
び
か
け
で
》
ね
え
、
君
」
と
い
う
訳
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
「
年
齢
に
関
係
な
く
用

い
ら
れ
、
親
愛
を
表
す
」
と
い
う
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

38

『
新
潮
』
昭
和
二
六
年
六
月
特
大
號
、
五
二
頁
。

39

『
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学

13人
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
六
四
頁
。
な
お
、
原
文
の
該
当

箇
所
は
、
C
a
m
u
s,

・
tra

n
g
er,

op
.
cit.,

p
.205.

40

以
下
、
鼎
談
か
ら
の
引
用
は
、
「
〈
特
別
鼎
談
〉
「
文
學
界
」
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