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映
画『
黄
金
時
代
』か
ら 

魯
迅
、郁
達
夫
、張
愛
玲
へ

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
い
ち
早
く
中
国
研
究
に
適
用
し
、
今
な
お
中
国
文
化
研
究
の
可
能
性
を
牽
引
し
続
け
て
い
る
李
欧
梵
氏
。 

想
起
の
瞬
間
が
、
縦
横
に
相
関
し
つ
つ
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
思
考
を
つ
む
い
で
い
く
。

李 

欧
梵〈
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
名
誉
教
授
・

香
港
中
文
大
学
講
座
教
授

〉
×

安
部 

悟〈
愛
知
大
学
現
代

中
国
学
部
教
授
〉
×
星
野
幸
代〈
名
古
屋
大
学
大
学
院
国
際

言
語
文
化
研
究
科
教
授

〉
×
楊 

韜〈
佛
教
大
学
文

学
部
講
師

〉
×
謝 

琼〈
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
博
士
課
程

〉  

司
会 

黄 

英
哲〈
愛
知
大
学
現
代

中
国
学
部
教
授
〉

　

二
〇
一
四
年
一
一
月
、
名
古
屋
に
李
欧
梵
教

授
を
招
聘
し
、
愛
知
大
学
お
よ
び
名
古
屋
大
学

に
て
学
生
向
け
講
義
、
一
般
向
け
講
演
を
開
催

し
た
。
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
お
よ
び
文

部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ｂ
「
戦
時
下

中
国
の
移
動
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

│
│
身
体
・
音
・
映
像
の
動
態
的
連
関
か
ら
」

（
課
題
番
号
２
４
３
２
０
０
３
８
、
代
表
者
：

星
野
幸
代
）
共
催
に
よ
る
。

　

こ
の
機
会
に
よ
り
李
欧
梵
教
授
を
囲
ん
で

座
談
会
を
設
け
、
米
国
、
香
港
で
教
授
職
を
歴

任
し
つ
つ
中
国
近
現
代
文
化
研
究
、
文
学
研
究

を
牽
引
し
て
き
た
李
教
授
に
、
昨
今
の
中
国
近

現
代
文
学
研
究
の
動
向
を
中
心
に
話
を
う
か

が
っ
た
。
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魯
迅
│
│
「
神
」 か
ら 「
人
」
へ 

黄
　
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
を
提
起
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
、
魯
迅
（
一
八
八
一

－

一
九
三

六
）
に
つ
い
て
で
す
。

　

二
十
数
年
前
に
李
先
生
が
出
さ
れ
た
『
鉄
屋

中
的
吶
喊
』
は
、
は
じ
め
に
英
語
で
出
版
さ

れ
、
そ
の
後
、
中
国
の
三
聯
書
店
か
ら
中
国
語

版
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
魯
迅
研
究
に
お
い

て
、
大
変
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
鉄
屋
中
的

吶
喊
』は
、
魯
迅
を
「
神
」と
し
て
で
は
な
く
、

一
人
の
「
人
間
」と
し
て
扱
っ
て
い
ま
す
。
李

先
生
に
お
尋
ね
し
た
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中

国
研
究
分
野
に
お
い
て
、
魯
迅
は
ど
の
よ
う
に

読
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
た
ち
の
魯
迅

に
対
す
る
関
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
李
先
生
の
ご
研
究
に
よ
っ
て
、
よ

う
や
く
魯
迅
を
「
神
」か
ら
「
人
」へ
戻
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
が
、
最
近
の
映
画
『
黄
金
時

代
』
で
は
再
び
魯
迅
を
「
神
」
と
し
て
祭
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
こ
の
二
点
に

つ
い
て
、
如
何
で
し
ょ
う
か
。

李
　
最
近
、
上
海
で
座
談
会
に
出
席
し
た
際
、

『
黄
金
時
代
』
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。『
黄

金
時
代
』
は
上
海
で
上
映
さ
れ
た
と
き
、
観
衆

は
少
な
い
も
の
の
、
議
論
は
非
常
に
盛
ん
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
映
画
は
蕭
軍
と
蕭
紅
の
物
語
で

す
。
映
画
の
な
か
で
魯
迅
が
登
場
す
る
シ
ー
ン

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
蕭
紅
の
魯
迅
回
顧
文

に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
の
魯
迅
は
や
は
り
「
聖

人
」
の
よ
う
に
お
高
く
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
蕭

紅
と
の
会
話
が
続
く
な
か
で
、
人
情
味
は
感
じ

ら
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
私
は
そ
の
座
談
会
で

「
や
っ
と
魯
迅
を
「
人
」に
戻
し
た
の
に
、
再
び

彼
を
「
神
」と
し
て
祭
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」

と
発
言
し
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
映
画
の
な
か

で
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
魯
迅
を
演
じ

た
俳
優
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
作
り
に
対
す
る
批
判

が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
映
画
に
は
た
く

さ
ん
の
作
家
が
登
場
し
て
い
ま
す
が
、
み
な
と

て
も
よ
く
演
じ
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
丁
玲
を

演
じ
た
俳
優
は
よ
か
っ
た
。
魯
迅
を
演
じ
た
俳

優
も
一
生
懸
命
で
し
た
が
、あ
ま
り
に
も
「
神
」

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

現
代
中
国
史
の
な
か
で
、「
神
」
と
し
て
の

毛
沢
東
は
知
識
人
に
よ
っ
て
す
で
に
打
倒
さ
れ

て
い
ま
す
、
あ
ま
り
表
に
は
出
さ
な
い
こ
と
で

す
が
。
一
方
、「
神
」
と
し
て
の
魯
迅
は
依
然

存
在
し
ま
す
。
中
国
文
学
研
究
界
に
お
い
て
、

魯
迅
の
思
想
と
作
品
か
ら
「
尊
敬
す
べ
き
」
ま

た
「
拝
謁
す
べ
き
」
も
の
を
発
掘
し
よ
う
と
す

る
研
究
者
は
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
者
を

批
判
す
る
人
も
い
ま
せ
ん
。
私
は
昨
日
の
講
演

で
張
愛
玲
を
批
判
し
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、

中
国
で
は
「
張
愛
玲
ブ
ー
ム
」
が
起
き
て
い

て
、
彼
女
に
対
す
る
批
判
を
み
な
恐
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
私
は
「
偶
像
」
を
崇
拝
し
た

り
は
し
ま
せ
ん
。
私
は
魯
迅
を
研
究
し
ま
し
た

が
、
彼
に
対
し
て
批
判
も
し
て
い
ま
す
。「
神
」

と
し
て
扱
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
い
ま
だ
深
く

検
討
し
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

魯
迅
と
近
代
性

　

私
は
日
本
の
魯
迅
研
究
者
を
大
変
重
視
し
て

い
ま
す
。
日
本
の
研
究
者
、
と
く
に
丸
山
昇
先
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生
を
代
表
と
す
る
魯
迅
研
究
者
た
ち
は
、
魯
迅

を
尊
重
し
、
魯
迅
の
思
想
に
つ
い
て
深
く
研
究

さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
神
」
と
し
て
扱
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
研
究
者
は
、
魯
迅
を

一
種
の
「
文
化
的
良
心
」
と
し
て
、
一
種
の

「
手
本
」
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
む
ろ
ん
竹た
け
う
ち内

好よ
し
み先

生
（
一
九
一
〇

－

一
九
七
七
）
は
、
は

じ
め
て
魯
迅
研
究
を
日
中
関
係
や
文
化
研
究
の

領
域
へ
と
広
げ
た
研
究
者
で
す
。
竹
内
先
生

は
、
魯
迅
を
一
種
の
「
鏡
」
と
し
て
、
魯
迅
か

ら
み
た
欧
州
近
代
性
、
魯
迅
が
代
表
す
る
東
亜

近
代
性
、
こ
の
二
者
に
お
け
る
対
峙
に
か
か
わ

る
問
題
を
研
究
課
題
と
し
ま
し
た
。
こ
ら
れ
の

観
点
は
み
な
日
本
の
研
究
者
か
ら
提
起
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　

私
は
シ
カ
ゴ
大
学
で
魯
迅
を
研
究
し
て
い
た

と
き
、
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
先
生
や
ハ
リ
ー
・

Ｄ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
先
生
な
ど
、
多
く
の

研
究
者
と
交
流
し
ま
し
た
。
彼
ら
か
ら
「
日
本

人
は
西
洋
近
代
性
を
反
省
し
、
そ
れ
に
対
抗
し

た
が
、中
国
人（
知
識
人
）は
西
洋
近
代
性
が
ア

ジ
ア
へ
渡
っ
た
あ
と
ど
の
よ
う
な
リ
ア
ク
シ
ョ

ン
を
と
っ
た
の
か
」
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
当

時
は
一
九
八
〇
年
代
半
ば
で
、
私
はM

oder-
nity

と
い
う
言
葉
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当

時
の
彼
ら
か
ら
の
質
問
は
日
本
と
西
洋
理
論
か

ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で
、
す
な
わ
ち
近
代
性
の

意
義
を
議
論
し
、
あ
る
い
は
多
種
的
近
代
性
が

存
在
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
そ

の
時
か
ら
、
二
〇
世
紀
の
中
国
の
知
識
人
や
文

学
を
検
討
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
、
ど
う
し
て
日
本
と
は
こ
ん
な
に
も
異
な
る

の
か
。
例
え
ば
、
中
国
の
五
四
運
動
期
、
陳
独

秀
は
ひ
た
す
ら
西
洋
の
こ
と
を
支
持
し
、
第
一

次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
も
反
省
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
一
方
、
少
し
保
守
的
な
知
識
人
、
例

え
ば
、
杜
亜
泉
や
梁
啓
超
の
よ
う
な
五
四
運
動

に
お
い
て
保
守
的
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
は
、
西

洋
近
代
文
化
に
も
危
機
が
あ
り
、
中
国
文
化
が

西
洋
的
な
も
の
へ
完
全
に
変
身
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
疑
問
視
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
課
題
は
日
本
の
学
者
が
最
初
に
提
起
し
た

も
の
で
す
が
、
日
本
の
学
者
に
と
っ
て
、
魯
迅

は
恰
好
の
（
比
較
文
化
や
比
較
文
学
の
）
媒
介

と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
は
と
て
も
素

晴
ら
し
い
方
法
だ
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
と
な
っ
て
い
ま

す
。
西
洋
的
文
脈
か
ら
西
洋
近
代
性
を
検
討
す

る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
多
重
的
近
代
性
の
こ
と
、

東
亜
近
代
性
の
こ
と
、
中
国
近
代
性
の
こ
と
、

こ
れ
ら
に
関
す
る
議
論
は
続
い
て
い
ま
す
。
は

た
し
て
一
つ
の
近
代
性
か
、
そ
れ
と
も
複
数
の

近
代
性
か
。
一
つ
の
近
代
性
と
考
え
る
の
が
マ

ル
ク
ス
主
義
者
に
は
多
い
よ
う
で
す
。
彼
ら
は

近
代
性
が
経
済
的
基
盤
か
ら
来
た
も
の
で
、
資

本
主
義
的
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
一

方
、
多
重
的
近
代
性
あ
る
い
は
多
元
的
近
代
性

と
は
、
西
洋
の
も
の
（
経
済
を
含
む
）
が
異
な

る
東
洋
の
文
化
に
入
り
込
む
と
き
、
も
と
も
と

に
あ
っ
た
経
済
的
基
盤
や
文
化
・
伝
統
と
混
じ

り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
が
生
じ
る
こ
と
か
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ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
代
表
的
な
多
元
的
近

代
性
の
主
張
者
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
ー
ラ
ー
で

す
。
こ
の
二
種
類
の
観
点
を
持
つ
人
の
論
争
は

ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
か
ら
ア

ジ
ア
各
国
の
異
な
る
文
化
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル

的
近
代
性
へ
の
思
索
も
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
思
考
も
日
本
の
魯
迅
研
究
者
た
ち

か
ら
引
き
つ
い
だ
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私

は
丸
山
先
生
た
ち
日
本
の
魯
迅
研
究
者
に
心
よ

り
敬
意
を
払
い
ま
す
。

　

今
回
の
来
日
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
再
考

す
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
。
私
の
『
鉄

屋
中
的
吶
喊
』
は
す
で
に
絶
版
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
最
近
ま
た
多
く
の
魯
迅
研
究

書
も
現
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
魯
迅
は
ど

の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

魯
迅
に
学
ぶ

安
部
　
先
生
が
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
日
本

の
研
究
方
法
が
独
特
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の
通

り
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
研
究
の
特
徴
は
や

は
り
反
省
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
日
本
は
明
治
維
新
以
降
、
西
洋

文
化
を
取
り
入
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
日
本
を
強

く
し
て
い
く
か
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
、
色
々

問
題
を
抱
え
な
が
ら
近
代
の
道
を
歩
ん
で
き
た

わ
け
で
す
が
、
そ
の
結
果
が
戦
争
と
い
う
悪
し

き
全
体
主
義
の
方
向
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
多
く
の
知
識
人
が
非
常

に
危
機
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
し
、
本
当
に
大

丈
夫
な
の
か
と
思
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
の
戦
争
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
が
そ
の
根
底
に
あ
る
と

思
い
ま
す
。
明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
の
あ

り
方
に
ず
っ
と
疑
問
を
感
じ
て
い
た
人
た
ち
も

い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
人
た
ち
が
、
今
後
日
本

を
ど
う
し
て
い
く
の
か
と
考
え
た
と
き
に
、
今

ま
で
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
多
分
上
手
く
い
か

な
い
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
、
明
確
に
感

じ
取
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
先
ほ

ど
の
お
話
で
言
え
ば
、
竹
内
好
は
魯
迅
研
究
を

通
し
て
、
多
様
な
近
代
性
の
あ
り
方
を
主
張
し

よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

中
国
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
す
が
、
中
国

は
こ
の
道
し
か
な
い
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て

今
ま
で
や
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
う
ま
く
魯
迅

を
利
用
し
、
神
様
の
よ
う
に
仕
立
て
あ
げ
た
。

魯
迅
研
究
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
歴
史
的
に
中
国

人
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
『
阿
Ｑ
正
伝
』
を
評

価
し
て
い
る
か
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

『
阿
Ｑ
正
伝
』
評
価
を
見
て
い
る
と
、
ど
の
よ

う
に
評
価
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
の

時
代
の
政
治
的
な
背
景
が
よ
く
わ
か
る
ん
で
す

ね
。
こ
う
利
用
し
よ
う
と
し
て
こ
う
書
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
わ
か
る
。
魯
迅

を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
も
そ
う
な
の
で
す

が
、
そ
の
結
果
と
し
て
何
を
言
お
う
と
し
て
い

る
か
が
明
確
な
ん
で
す
ね
。

　

文
学
評
論
で
あ
っ
て
も
、
政
治
と
切
り
離
せ

な
い
。
ま
さ
に
政
治
の
考
え
方
を
文
学
評
論
に

も
応
用
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
か
ら
先
生
が
お
っ
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し
ゃ
っ
て
い
る
中
国
の
文
学
評
論
と
い
う
の

は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
歴
史
を
た
ど
っ
て
来
た

の
で
し
ょ
う
。
日
本
が
中
国
と
決
定
的
に
違
う

の
は
、
戦
後
文
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
政

治
と
の
関
係
性
が
非
常
に
弱
い
と
い
う
か
、
そ

こ
ま
で
政
治
の
干
渉
は
受
け
な
い
と
い
う
か
。

個
々
人
が
ま
ず
自
己
の
あ
り
方
や
自
国
の
あ
り

方
を
反
省
し
、
今
後
ど
の
よ
う
に
進
め
ば
い
い

か
を
探
求
し
、
そ
の
拠
り
所
と
し
て
魯
迅
と
い

う
存
在
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
昔
、
日
本
で
も
「
魯
迅
に
学
ぶ
」
と
い
う

言
い
方
を
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
魯
迅
を

使
っ
て
、
何
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
宣
伝
す
る
か

で
は
な
く
、
魯
迅
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
な
の
か

と
い
う
こ
と
を
我
々
は
常
に
考
え
て
き
た
。
そ

こ
か
ら
得
た
も
の
を
ど
の
よ
う
に
日
本
に
生
か

し
て
い
く
の
か
と
い
う
、
そ
こ
が
決
定
的
に
違

う
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
研
究
者
の
基
礎
に
は

そ
れ
が
あ
る
。
竹
内
好
が
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
西

洋
一
辺
倒
だ
っ
た
日
本
の
近
代
化
に
対
し
て
疑

問
を
投
げ
か
け
て
、
近
代
化
の
あ
り
方
は
も
っ

と
多
様
で
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
と
い
う
考
え

を
出
し
て
き
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
以
降
の
研
究
者
も
、
基
本
的
に
ス

タ
ン
ス
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
日
本
の
近

代
化
に
対
す
る
考
え
で
あ
り
、
大
陸
と
は
決
定

的
に
違
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

日
本
で
も
、
魯
迅
を
知
識
人
の
筆
頭
に
位
置
づ

け
る
こ
う
し
た
研
究
に
対
し
て
批
判
的
な
論
文

は
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
魯
迅
に
学
ぶ
必

要
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は

中
国
的
な
魯
迅
研
究
に
対
す
る
批
判
も
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す

が
、
個
人
的
に
は
や
は
り
魯
迅
か
ら
学
べ
る
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

李
　
日
本
人
が
日
本
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
こ

と
は
推
測
で
き
ま
す
が
、
彼
ら
の
い
う
日
本
の

近
代
化
、
あ
る
い
は
日
本
の
近
代
化
構
想
の
な

か
に
は
東
亜
が
含
ま
れ
ま
す
。
中
国
も
そ
の
な

か
に
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

現
在
も
研
究
す
る
人
は
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
背
景
の
下
、
東
亜
と
は
何
か
、
ど
の
よ
う

に
東
亜
を
再
定
義
す
る
か
、
東
亜
は
一
つ
の

unit

と
な
り
う
る
か
、
な
ど
の
こ
と
で
す
。
個

人
的
に
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
の
哲
学
者

た
ち
に
よ
る
議
論
も
影
響
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
日
本
性Japaneseness
と
は
何

か
、
東
亜
と
は
何
か
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
こ
こ
で
は
深
入
り
し
ま
せ
ん
が
、
提
起
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在

私
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
し
て
日
本
の

研
究
者
は
依
然
魯
迅
を
研
究
し
続
け
る
の
か
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
中
国
の
魯
迅
研
究
者

は
比
較
的
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
私
の
感
想
が
正
し
い
か
ど
う

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
一
部
の
学
者
は

生
涯
に
わ
た
り
魯
迅
研
究
を
続
け
て
い
ま
す

ね
。
一
方
、
中
国
で
は
、
四
〇
年
、
五
〇
年
を

か
け
て
魯
迅
を
研
究
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
汪
暉
や
王
暁

明
、
陳
思
和
ら
は
、
み
な
ほ
か
の
研
究
テ
ー
マ

に
移
っ
て
い
る
。

　

私
は
最
近
、
李
長
之
の
『
魯
迅
批
判
』
を
読

み
ま
し
た
。
目
下
、
魯
迅
を
一
種
の
伝
統
あ
る

い
は
類
型
・
時
期
に
置
い
て
研
究
す
る
ス
タ
イ

ル
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
イ

ル
で
す
。
方
法
論
的
に
は
少
し
異
な
り
ま
す
。

以
前
の
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
な
や
り
方
は
、

魯
迅
を
哲
学
化
・
統
一
化
・
一
体
化
す
る
こ
と

で
し
た
。
さ
ら
に
魯
迅
を
一
種
の
文
化
的
象
徴

と
し
て
研
究
し
ま
す
。
現
在
、
日
本
の
魯
迅
研

究
者
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
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対
象
を
小
さ
く
絞
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

竹
内
先
生
と
は
異
な
り
ま
す
か
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
私
は
知
り
た
い
の
で
す
。
日
本
で
は
依

然
多
く
の
研
究
者
が
魯
迅
を
研
究
さ
れ
て
い
る

と
聞
い
て
い
ま
す
か
ら
。

魯
迅
研
究
の
新
た
な
展
開

安
部
　
山
田
敬
三
先
生
、
片
山
智
行
先
生
、
北

岡
正
子
先
生
、
さ
ら
に
は
代
田
智
明
先
生
、
藤

井
省
三
先
生
ら
に
よ
っ
て
魯
迅
研
究
は
着
実
に

続
い
て
い
ま
す
が
、
現
在
、
魯
迅
研
究
の
方
法

や
視
点
は
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
確
か
に
、

李
先
生
の
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
比
較
的

小
さ
い
テ
ー
マ
で
の
研
究
が
多
く
な
っ
て
い
る

気
が
し
ま
す
し
、
以
前
に
比
べ
る
と
研
究
者
も

あ
ま
り
多
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
私

は
、
時
代
が
変
わ
っ
て
も
日
本
人
に
と
っ
て
魯

迅
を
研
究
す
る
こ
と
に
は
や
は
り
意
義
が
あ

り
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
研
究
者
と
同

じ
よ
う
に
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
道
を
歩
む
べ

き
か
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
も
は
や
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
魯
迅
は

「
聖
人
」で
は
な
く
、
ひ
と
り
の
「
人
間
」
で
す
。

そ
の
「
人
間
」
魯
迅
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。「
魯
迅
に
学
ぶ
」
と
い
う
の

は
魯
迅
の
後
に
つ
い
て
歩
む
こ
と
で
は
な
く
、

重
要
な
こ
と
は
す
べ
て
テ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
実
証
的
に
研

究
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

李
　
で
は
、
最
近
は
ど
の
よ
う
な
新
し
い
研
究

が
見
ら
れ
ま
す
か
。
緻
密
な
研
究
と
し
て
の
新

し
い
突
破
は
あ
り
ま
す
か
。「
摩
羅
詩
力
説
」

に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

黄
　
そ
う
で
す
。
北
岡
正
子
先
生
に
よ
る
「
摩

羅
詩
力
説
」研
究
が
あ
り
ま
す
。

楊
　
北
岡
先
生
の
『
魯
迅 

救
亡
の
夢
の
ゆ
く

え
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
）
の
中

国
語
版
（『
魯
迅 

救
亡
之
夢
的
去
向
』）
は
現

在
校
正
中
で
、
来
年
（
二
〇
一
五
年
）
春
に
は

三
聯
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
る
予
定
だ
と
訳
者
の

李
冬
木
先
生
（
佛
教
大
学
教
授
）
か
ら
聞
き
ま

し
た
。

李
　
一
九
八
一
年
に
開
催
さ
れ
た
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
で
丸
山
昇
先
生
が
魯
迅
を
記
念
す
る
文
章

を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
私
か
ら
指

定
し
た
も
の
で
す
が
、
す
な
わ
ち
日
本
人
が
ど

の
よ
う
に
魯
迅
を
見
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
当
時
、
丸
山
先
生
は
主
に
日
本
史
、
と

く
に
竹
内
好
の
「
近
代
の
超
克
」
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
竹
内
好
の
「
近
代

の
超
克
」
は
長
期
に
わ
た
り
中
国
で
は
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
孫
歌
（
中
国
社
会
科
学

院
文
学
研
究
所
）
ら
に
よ
る
中
国
語
版
（
李
冬

木
・
趙
京
華
・
孫
歌
訳
『
近
代
的
超
克
』
北
京

三
聯
書
店
、
二
〇
〇
五
）
が
出
版
さ
れ
て
か

ら
、
よ
う
や
く
中
国
の
研
究
者
に
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
遅
す
ぎ
ま
し
た
。
上

海
で
こ
れ
に
関
連
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
開
催

さ
れ
、
こ
の
書
物
に
つ
い
て
議
論
し
た
の
で
す

が
、
そ
こ
で
「
少
な
く
と
も
二
〇
年
は
遅
れ
て

し
ま
っ
た
」
と
私
は
発
言
し
た
も
の
で
す
。
二

〇
年
以
上
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
書
物
は
一
九
三

〇
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
ね
。「
超
克
」

に
つ
い
て
、
日
本
で
は
多
く
の
人
が
関
心
を
寄

せ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
は
、
反
省
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。「
日
本
語
が
わ
か

ら
な
い
か
ら
」
と
い
う
の
は
理
由
に
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

安
部
　
日
本
は
発
信
す
る
と
い
う
こ
と
が
非
常

に
遅
れ
て
い
る
と
い
う
か
苦
手
で
す
。
そ
こ
が

非
常
に
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は

中
国
語
あ
る
い
は
英
語
の
問
題
も
あ
っ
て
、
あ
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る
程
度
中
国
語
が
で
き
て
も
、
発
信
す
る
と
い

う
こ
と
、
李
先
生
の
よ
う
に
英
語
で
発
信
す
る

と
い
う
こ
と
が
下
手
だ
っ
た
。
特
に
旧
世
代
の

先
生
方
は
世
界
に
発
信
す
る
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
こ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
の
若
い
世

代
の
人
た
ち
は
や
っ
と
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
空
白
期
間
が
あ
っ
た
の

は
そ
う
い
う
こ
と
も
大
き
い
で
し
ょ
う
。
若
い

人
が
外
に
向
け
て
発
信
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

竹
内
好
は
こ
の
時
代
に
も
う
こ
ん
な
こ
と
を
書

い
て
い
た
の
か
と
、
外
部
の
多
く
の
人
が
知
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
が
努
力
し
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
日
本
と
い
う

国
が
そ
う
だ
っ
た
。
自
分
た
ち
が
ど
う
す
る
の

か
と
い
う
の
が
ま
ず
重
要
で
、
多
く
の
人
に
そ

れ
を
知
っ
て
も
ら
う
の
は
二
の
次
だ
っ
た
の

で
す
。

楊
　
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
研
究
成
果
を
い
ち
早
く
国
外
へ
紹
介
す

る
に
は
や
は
り
翻
訳
と
い
う
作
業
も
非
常
に
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
い
る
い
わ
ゆ
る

「
華
人
」
研
究
者
の
存
在
に
も
留
意
す
べ
き
で

す
。
黄
英
哲
先
生
も
そ
の
な
か
の
お
ひ
と
り
で

す
が
。
日
本
へ
留
学
し
、
そ
の
後
日
本
の
大
学

な
ど
で
教
育
や
研
究
を
す
る
大
陸
中
国
や
台
湾

出
身
者
は
、
中
国
語
と
日
本
語
の
言
語
的
壁
を

一
定
程
度
克
服
で
き
る
し
、
専
門
分
野
に
関
す

る
理
解
も
深
い
で
す
。
彼
ら
は
翻
訳
と
い
う
作

業
を
通
し
て
日
本
の
素
晴
ら
し
い
研
究
成
果
を

中
国
や
台
湾
へ
紹
介
し
て
い
ま
す
。
と
き
に

は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
大
き
な
影
響
も
及
ぼ

し
ま
す
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
言
及
し
た
李
冬
木

先
生
が
数
年
前
に
日
本
の
「
食
人
」
言
説
と
魯

迅
の
「
狂
人
日
記
」
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し

た
あ
と
、
中
国
で
論
争
が
起
き
ま
し
た
。
李
冬

木
先
生
か
ら
直
接
に
聞
い
た
こ
と
で
す
が
、
中

国
の
魯
迅
研
究
界
か
ら
（
李
冬
木
論
文
を
）
批

判
す
る
声
は
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
論
争
の
争

点
の
一
つ
は
、
日
本
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
実
証

研
究
」
と
い
う
研
究
方
法
で
す
。
ま
た
、
中
国

の
魯
迅
研
究
界
で
は
「
日
本
か
ら
の
影
響
を
受

け
た
」
と
い
う
結
論
に
対
す
る
否
定
的
な
意
見

も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
論

争
に
つ
い
て
深
入
り
は
し
ま
せ
ん
が
、
個
人
的

に
は
こ
の
よ
う
な
論
争
が
起
き
る
こ
と
は
喜
ば

し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
少
な
く

と
も
、
中
国
の
魯
迅
研
究
界
に
新
し
い
視
点
、

新
し
い
史
料
の
提
示
が
で
き
た
こ
と
は
有
意
義

で
し
ょ
う
。

謝
　
実
は
、
日
本
・
中
国
・
台
湾
・
香
港
、
お

よ
び
韓
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
魯
迅

研
究
の
成
果
は
広
く
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
、
決

し
て
東
ア
ジ
ア
域
内
の
交
流
に
限
定
し
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
魯
迅
に

つ
い
て
学
ぶ
と
き
、
東
ア
ジ
ア
の
研
究
成
果
に

も
目
を
向
け
ま
す
。
二
〇
一
三
年
、
王
徳
威
先

生
と
王
暁
玨
先
生
が
合
同
で
「
魯
迅
と
東
ア
ジ

ア
」
と
い
う
講
義
を
設
け
、
そ
こ
で
日
本
の
魯

迅
研
究
成
果
が
多
く
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
私
た

ち
は
、
太
宰
治
の
『
惜
別
』
の
ほ
か
、
竹
内

好
・
丸
山
昇
・
丸
尾
常
喜
・
伊
藤
虎
丸
・
竹
内
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実
な
ど
諸
先
生
の
論
文
を
読
み
ま
し
た
。
当

時
、
竹
内
好
の
「
回
心
」
と
い
う
難
し
い
「
概

念
」
に
つ
い
て
か
な
り
時
間
を
か
け
て
討
論
し

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
み
な
こ
の

概
念
に
関
心
を
も
ち
、
大
い
に
議
論
と
な
っ
た

の
か
、
そ
の
原
因
の
一
つ
は
お
そ
ら
く
竹
内
好

の
魯
迅
研
究
は
ご
自
身
の
哲
学
的
境
界
に
ま
で

高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
概
念
と
魯
迅

の
作
品
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の

か
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
概
念
が
竹
内
好
に

と
っ
て
な
ぜ
重
要
な
の
か
も
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
日
本
の
魯
迅
研
究
を
読
む
際
、
日

本
思
想
に
対
す
る
理
解
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
丸
尾
常
喜
先
生
の
「
鬼
」
に
関
す
る
研
究

も
印
象
深
か
っ
た
で
す
。
魯
迅
の
作
品
を
読
む

と
き
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
感
覚
は
あ
る
け
れ
ど

主
旨
を
掴
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま

す
が
、
丸
尾
先
生
の
こ
の
研
究
は
魯
迅
の
思
想

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
と
て
も
役
に
立

ち
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
は
日
本
以
外
の

東
ア
ジ
ア
諸
国
の
研
究
も
読
み
ま
し
た
。
例
え

ば
、
台
湾
に
関
し
て
は
、
黄
英
哲
先
生
の
「
魯

迅
思
想
與
戦
後
台
湾
文
化
重
建
」（『「
去
日
本

化
」「
再
中
国
化
」
│
│
戦
後
台
湾
文
化
重
建

（1945 ‒1947

）』
の
第
六
章
、
台
北
：
麦
田
出

版
、
二
〇
〇
七
）
を
読
み
ま
し
た
。

郁
達
夫
│
│
名
古
屋
体
験
と
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義

黄
　
そ
れ
で
は
、
次
の
テ
ー
マ
へ
移
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
今
回
、
李
先
生
は
初
め
て
名
古
屋

に
来
ら
れ
ま
し
た
が
、
名
古
屋
は
郁
達
夫
（
一

八
九
六

－

一
九
四
五
）
の
ゆ
か
り
の
地
で
す
。

李
先
生
が
一
九
七
〇
年
代
に
出
さ
れ
た
『
中
国

現
代
作
家
的
浪
漫
一
代
』（The R

om
antic G

en
er ation of M

odern Chinese W
riters , H

arvard 
U

niversity Press, 1973

）
と
い
う
本
は
大
き
な

反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
郁
達
夫
を
論

じ
て
い
ま
す
。
郁
達
夫
、
お
よ
び
彼
と
日
本
の

関
係
に
つ
い
て
、
如
何
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

李
　
私
は
郁
達
夫
研
究
か
ら
し
ば
ら
く
離
れ
て

い
ま
す
が
、
家
内
は
郁
達
夫
の
作
品
が
大
変
気

に
入
っ
て
い
て
、
今
回
ご
縁
が
あ
っ
て
名
古
屋

に
来
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
郁
達
夫
が
第
八

高
等
学
校
に
通
っ
た
と
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、

第
八
高
等
学
校
が
名
古
屋
に
あ
る
と
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
昨
日
、
名
古
屋
大
学
の
キ
ャ
ン

パ
ス
で
郁
達
夫
の
像
を
見
て
は
じ
め
て
気
が
付

い
た
の
で
す
。
私
の
郁
達
夫
に
関
す
る
研
究
は

偶
然
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
数
年
前
に
、
大
連

を
訪
れ
た
際
、
あ
る
書
店
で
古
い
版
の
郁
達
夫

作
品
集
を
見
つ
け
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
前

の
表
紙
の
復
刻
版
で
す
。
そ
こ
で
『
沈
淪
』
を

買
い
ま
し
た
。
改
め
て
読
み
返
す
と
、
そ
れ
ま

で
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
郁
達
夫
像
が

現
れ
て
き
ま
し
た
。

　
『
沈
淪
』
は
、『
南
遷
』
と
『
銀
灰
色
的
死
』
と

一
緒
に
読
む
べ
き
で
す
。
郁
達
夫
自
身
も
こ
の

三
つ
の
作
品
を
三
部
曲
と
見
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
『
沈
淪
』
だ
け
に
注
目

し
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
は
も
ち
ろ
ん
名
古
屋

と
関
係
が
あ
り
ま
す
ね
。
私
が
最
も
注
目
す
る

の
は
『
南
遷
』
で
す
が
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
作
品
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の
な
か
に
ド
イ
ツ
語
が
多
数
あ
る
か
ら
で
す
。

当
時
、
私
は
ド
イ
ツ
語
が
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
一
生
懸
命
に
辞
書
を
使
っ

て
、
文
中
の
ミ
ス
を
発
見
し
よ
う
と
し
ま
し

た
。
結
果
と
し
て
は
、
あ
ま
り
ミ
ス
は
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
少
な
く
と
も
、
発
音
記
号
の
綴

り
に
つ
い
て
私
が
ミ
ス
だ
と
思
っ
た
箇
所
で
も

間
違
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
知
り
合
い
か

ら
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
す
が
、
通
常
ド
イ

ツ
語
の
発
音
記
号
の
ｏ
の
上
に
は
点
が
二
つ
付

き
ま
す
が
、『
南
遷
』
の
な
か
で
付
い
て
い
な

か
っ
た
の
は
、
当
時
の
印
刷
工
場
で
は
植
字
で

き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

驚
い
た
の
は
、
こ
の
作
品
の
な
か
で
リ
ヒ
ャ

ル
ト
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
を
引
用
し
て
い

た
こ
と
で
す
。
郁
達
夫
が
日
本
で
ワ
ー
グ
ナ
ー

の
オ
ペ
ラ
を
鑑
賞
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か

は
知
り
ま
せ
ん
が
、
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
彼
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
「
ロ
ー
エ

ン
グ
リ
ン
」、
も
と
も
と
ド
イ
ツ
人
詩
人
が
書

い
た
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
の
詩
集
か
ら
直
接
引
用

し
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は
六
カ
月
ほ
ど
ド
イ
ツ

語
を
勉
強
し
て
か
ら
再
度
確
認
し
ま
し
た
。
作

品
の
な
か
で
郁
達
夫
が
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ

の
一
部
を
中
文
に
訳
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ド

イ
ツ
の
最
も
偉
大
な
人
物
ゲ
ー
テ
の
作
品

『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
行
時

代
』
か
ら
も
引
用
し
て
い
ま
す
。『
ヴ
ィ
ル
ヘ

ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
行
時
代
』
は
若
者

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
ド
イ
ツ
各
地

へ
の
遊
歴
記
で
す
が
、
そ
の
な
か
に
は
若
い
女

性
ミ
ニ
ョ
ン
と
出
会
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り

ま
す
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
と
ミ

ニ
ョ
ン
と
の
関
係
は
、
オ
ペ
ラ
『
ミ
ニ
ョ
ン
』

で
描
か
れ
て
い
ま
す
。『
ミ
ニ
ョ
ン
』
の
「
君

よ
知
る
や
南
の
国
」
と
い
う
歌
が
あ
り
、『
南

遷
』
も
南
国
が
舞
台
な
の
で
す
が
、
舞
台
を
日

本
の
あ
る
半
島
に
置
い
て
い
ま
す
。
昨
日
、
私

は
郁
達
夫
を
研
究
さ
れ
て
い
る
高
文
軍
先
生

（
桜
花
学
園
大
学
教
授
）
に
あ
の
半
島
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
と
尋
ね
ま
し
た
。
高
先
生
は
そ
の

半
島
は
東
京
の
近
く
に
あ
り
、
三
部
曲
の
デ
ィ

テ
ー
ル
は
す
べ
て
写
実
で
あ
る
と
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
私
は
そ
れ
ま
で
引

用
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
や
は
り
郁
達
夫
と

日
本
と
の
関
係
は
深
く
、
面
白
い
で
す
ね
。
郁

達
夫
に
と
っ
て
、
自
分
の
現
実
生
活
や
教
養
、

成
長
、
さ
ら
に
創
作
に
お
い
て
も
、
異
国
で
あ

る
日
本
が
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
想
像
の
源
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仮
に
彼
が
ず
っ
と
上

海
に
い
た
な
ら
、
ミ
ニ
ョ
ン
も
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
も
思
い
付
か
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
に
来
て
は
じ
め
て
彼
の
ド

イ
ツ
的
ロ
マ
ン
主
義
は
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

郁
達
夫
は
ド
イ
ツ
語
の
本
を
多
数
所
有
し
て

い
ま
し
た
。
一
千
冊
以
上
の
よ
う
で
す
。
彼
は

フ
ラ
ン
ス
語
の
本
も
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
多

く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
英
語
も
で
き
ま
す

が
、
英
語
の
本
は
あ
ま
り
多
く
読
ん
で
い
ま
せ

ん
。
清
末
の
翻
訳
状
況
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う

に
、
半
数
以
上
は
英
語
か
ら
の
翻
訳
で
す
。
私

は
い
ま
林
琴
南
（
一
八
五
二

－

一
九
二
四
）
を

研
究
し
て
い
ま
す
が
、
林
琴
南
の
翻
訳
作
品
の

八
割
は
英
語
か
ら
で
す
。
西
洋
文
学
や
ロ
シ
ア

文
学
も
、
全
部
英
語
か
ら
訳
し
て
い
ま
す
。
翻

訳
は
、
私
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
テ
ー
マ

で
す
が
、
こ
れ
か
ら
研
究
す
る
と
し
た
ら
や
は

り
年
を
感
じ
ま
す
の
で
、
若
手
の
研
究
者
に
期

待
し
た
い
で
す
。
最
近
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
若
い

研
究
者
が
私
の
観
点
を
批
判
し
て
い
る
と
聞
き

ま
し
た
が
、
彼
の
研
究
成
果
を
期
待
し
て
い
ま

す
。
そ
の
批
判
は
、
要
す
る
に
ロ
マ
ン
で
は
な
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く
、
独
特
の
伝
統
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
自
分
の
一
大
発
見

と
思
っ
て
お
り
、
一
本
の
論
文
を
書
き
ま
し
た

（「
引
来
的
浪
漫
主
義
│
│
重
読
郁
達
夫
『
沈

淪
』
中
的
三
篇
小
説
」『
江
蘇
大
学
学
報 

社
科

版
』
二
〇
〇
六
年
〇
一
期
）。

　『
銀
灰
色
的
死
』
に
つ
い
て
、
郁
達
夫
自
身

は
英
国
作
家
ロ
バ
ー
ト
・
ル
イ
ス
・
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ソ
ン
の
小
説
、
お
よ
び
あ
る
英
国
詩
人
の

生
涯
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
私

は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
小
説
を
読
み
、
そ
の

な
か
に
バ
ー
で
働
く
女
性
や
ホ
テ
ル
な
ど
に
関

す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
が
、

「
死
」
に
つ
い
て
は
と
く
に
書
か
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
意
味
で
は
、
郁
達
夫

の
作
品
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
英
国
詩
人

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
少
し
似
て
い
ま
す
が
。

『
銀
灰
色
的
死
』
の
結
末
で
主
人
公
は
駅
で
死

ぬ
の
で
す
が
、
こ
れ
を
私
は
東
京
の
駅
だ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。『
沈
淪
』
の
舞
台
は
名
古
屋
で
し
た

か
ら
、『
銀
灰
色
的
死
』
も
名
古
屋
で
し
ょ

う
。
郁
達
夫
の
こ
の
三
部
曲
を
同
時
に
読
む

と
、
愛
や
ロ
マ
ン
に
対
す
る
憧
れ
の
最
後
に
は

必
ず
死
が
待
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ

か
り
ま
す
。
人
間
の
成
長
は
最
終
的
に
死
に
至

る
こ
と
で
す
。
こ
の
過
程
は
愛
や
ロ
マ
ン
で

す
。
人
間
は
成
長
し
た
末
に
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
に
即
し
て
言
え
ば
、
す
な
わ

ち
成
熟
し
た
人
間
と
な
っ
て
、
社
会
の
一
員
と

な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
成
長
小
説
な
ど
の
よ
う

な
欧
州
の
伝
統
は
比
較
的
に
保
守
的
で
、
個
人

は
社
会
の
価
値
体
系
に
溶
け
込
ん
で
い
き
ま

す
。
し
か
し
、
郁
達
夫
は
違
い
ま
す
。
彼
は
、

日
本
で
成
長
し
ま
し
た
。
小
説
の
な
か
で
若
者

は
最
後
に
死
に
ま
す
が
、
最
後
に
演
説
し
ま

す
。
す
な
わ
ち
、『
南
遷
』
の
中
に
あ
る
長
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
祈
禱
会
で
、

突
然
彼
は
「
貧
し
い
こ
と
は
幸
せ
で
す
」
と
発

言
す
る
の
で
す
。
現
在
の
中
国
の
若
者
に
こ
の

小
説
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
私
に

と
っ
て
、
ま
っ
た
く
予
想
外
の
発
見
で
す
し
、

郁
達
夫
研
究
の
み
に
留
ま
ら
な
い
問
題
で
す
。

素
朴
に
、
ど
う
し
て
ま
た
ド
イ
ツ
語
を
用
い
た

の
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
が
知
る
限
り
、
郁
達
夫
の
ほ
か
に
こ
れ
ほ

ど
た
く
さ
ん
の
ド
イ
ツ
語
を
自
分
の
作
品
に
書

き
こ
ん
だ
作
家
は
い
ま
せ
ん
。
私
の
関
心
は
、

ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
の
か
。
英
語
が
多
い
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
日
本
と
ド
イ
ツ
の
関

係
は
良
好
で
し
た
。
私
は
最
近
ド
イ
ツ
に
は

ま
っ
て
い
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
が
好
き
だ
か
ら
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前
、
ド
イ
ツ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
ま
っ
た
く
無
知
で
、
排
斥
し
て
い
ま
し

た
。
フ
ラ
ン
ス
や
英
国
の
こ
と
は
少
し
知
っ
て

い
ま
す
。
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
史
を

勉
強
し
た
の
で
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
浪
漫
主
義
研
究
を
自
己
批
判
す
る
な

ら
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
す
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
最

近
の
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
的
な
発
見
と
を
関
連
付

け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
る
で

興
奮
剤
の
よ
う
に
私
を
興
奮
さ
せ
ま
す
。
し
か

し
、
研
究
す
る
と
な
っ
た
ら
や
は
り
無
理
で

し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
単
に
自
分
の
発

想
を
提
起
し
て
、
皆
さ
ん
に
研
究
し
批
判
し
て

い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

安
部
　
も
と
も
と
日
本
の
近
代
を
考
え
た
と
き

に
日
本
は
ド
イ
ツ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で

い
る
ん
で
す
ね
。
ド
イ
ツ
人
の
気
質
が
、
お
そ

ら
く
日
本
人
に
合
う
ん
で
す
よ
。
ド
イ
ツ
の
国
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民
性
で
い
う
と
非
常
に
勤
勉
、
ま
じ
め
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
て
、
我
々
は
近
代
の
歴
史
の
中

で
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て
非
常
に
親
近
感
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
後
ナ
チ
ス
の
問
題

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
語

ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
歴
史
的
に
見
れ
ば

ド
イ
ツ
と
の
関
係
は
極
め
て
密
接
な
の
で
す
。

そ
れ
を
考
え
る
と
、
郁
達
夫
は
日
本
で
ド
イ
ツ

の
こ
と
を
多
く
学
ん
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ

が
作
品
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
は

興
味
深
い
ご
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
気
に

な
る
の
は
、
例
え
ば
、
稲
葉
昭
二
の
『
郁
達
夫

│
そ
の
青
春
と
詩
』（
東
方
書
店
、
一
九
八

二
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は

日
本
で
服は
っ
と
り部
擔た
ん

風ぷ
う

（
一
八
六
七

－
一
九
六
四
）

に
漢
詩
を
習
う
の
で
す
が
、
彼
の
書
い
た
漢
詩

の
形
式
は
伝
統
的
な
も
の
で
す
が
、
内
容
は
恋

愛
が
割
と
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
自

分
の
素
直
な
気
持
ち
を
、
漢
詩
に
載
せ
て
発
表

す
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

彼
は
日
本
の
伝
統
的
な
文
学
や
例
え
ば
佐
藤
春

夫
の
よ
う
な
同
時
代
の
作
家
か
ら
も
い
ろ
い
ろ

影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
重
要
な
こ
と

は
、
そ
れ
ら
に
も
す
で
に
彼
の
愛
や
ロ
マ
ン
に

対
す
る
憧
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
郁
達
夫
は
八
高
に
合
格
し
、
こ
こ
名
古
屋

で
下
宿
す
る
ん
で
す
ね
。
当
時
の
日
本
で
は
下

宿
す
る
学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
郁
達
夫
は

下
宿
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
恋
の
相
手
と

出
会
い
ま
し
た
。

李
　
下
宿
先
の
娘
に
恋
を
し
た
わ
け
で
す
ね
。

安
部
　
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、

『
沈
淪
』
の
中
で
は
主
人
公
の
、
下
宿
先
の
娘

に
対
す
る
愛
情
が
赤
裸
々
に
語
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
偶
然
そ
の
娘
さ
ん
の
裸
体
を
見
た
こ
と
で

そ
の
苦
悩
は
ピ
ー
ク
に
達
し
ま
す
。

李
　
成
長
小
説
に
は
こ
の
よ
う
な
描
写
は
必
ず

あ
り
ま
す
。

楊
　
そ
れ
は
彼
の
性
に
対
す
る
躊
躇
あ
る
い
は

戸
惑
い
と
も
言
え
ま
す
。

李
　
そ
れ
も
成
長
の
一
部
で
す
ね
。

安
部
　
愛
と
性
で
す
ね
。

李
　
混
じ
っ
て
い
ま
す
ね
。

楊　
郁
は
当
時
非
常
に
若
か
っ
た
で
す
。
彼
が

一
九
一
三
年
に
八
高
に
来
た
と
き
も
、
ま
だ
二

〇
歳
前
で
し
た
。
突
然
異
国
で
あ
る
日
本
に
来

て
こ
う
し
た
衝
撃
を
受
け
た
の
で
す
か
ら
、
影

響
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

安
部　
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
し
た
こ
と

も
あ
り
こ
の
作
品
は
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
す

が
、
ド
イ
ツ
文
学
や
漢
詩
さ
ら
に
は
日
本
文
学

か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
で
す
ね
。

楊
　
当
時
、
日
本
の
私
小
説
に
は
こ
の
よ
う
な

描
写
は
あ
り
ま
す
ね
。

李
　
そ
う
で
す
。
私
も
そ
れ
に
つ
い
て
研
究
し

て
い
ま
す
。
鄭
清
茂
（
ア
メ
リ
カ
、
台
湾
の
大

学
で
教
鞭
を
執
っ
た
中
国
文
学
者
、
日
本
文
学

者
）
は
私
小
説
か
ら
生
ま
れ
た
と
指
摘
し
て
い

ま
す
。

楊
　
先
ほ
ど
安
部
先
生
は
ド
イ
ツ
と
の
関
係
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
芸
術
史
の
視
点

か
ら
見
て
も
、
日
本
は
ド
イ
ツ
か
ら
強
い
影
響

を
受
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
星
野

先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
る
中
国
バ
レ
エ
史
や
中

国
と
台
湾
の
現
代
舞
踊
史
も
、
ド
イ
ツ
と
の
関

係
は
深
い
で
す
ね
。

　

星
野
先
生
、
こ
の
点
に
つ
い
て
如
何
で
し
ょ

う
か
。

文
学
か
ら
身
体
芸
術
へ

星
野
　
一
九
三
〇
年
代
中
国
に
い
ち
早
く
ド
イ
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ツ
系
の
現
代
舞
踊
を
も
た
ら
し
た
の
は
呉
暁
邦

（
一
九
〇
六

－

一
九
九
五
）
で
す
が
、
彼
は
日

本
で
江え

口ぐ
ち

隆た
か

哉や

（
一
九
〇
〇

－

一
九
七
七
）、

宮み
や

操み
さ

子こ

（
一
九
〇
七

－

二
〇
〇
九
）
夫
妻
に
現

代
舞
踊
を
学
び
ま
し
た
。
江
口
／
宮
は
ド
イ
ツ

現
代
舞
踊
を
代
表
す
る
一
人
、
マ
リ
ー･

ヴ
ィ

グ
マ
ン
に
師
事
し
て
い
ま
す
。
呉
は
彼
ら
か
ら

ド
イ
ツ
舞
踊
を
学
び
た
い
と
い
う
意
志
を
も
っ

て
渡
日
し
た
の
で
す
。
台
湾
の
蔡
瑞
月
（
一
九

二
一

－

二
〇
〇
五
）、
李
彩
娥
（
一
九
二
六

－

）
が
師
事
し
た
石い
し

井い

漠ば
く

（
一
八
八
六

－

一
九

六
二
）
も
エ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ダ
ル
ク

ロ
ー
ズ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
理
論
を
取
り
入
れ
て
い

ま
し
た
。
華
僑
の
ダ
ン
サ
ー
戴
愛
蓮
（
一
九
一

六

－

二
〇
〇
六
）
も
ド
イ
ツ
舞
踊
を
学
ん
だ
人

で
す
が
、
彼
女
が
中
国
へ
帰
っ
た
の
は
一
九
四

〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
す
ね
。
文
学
と
同
様

に
、
中
国
、
台
湾
は
日
本
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
の

現
代
舞
踊
を
受
容
し
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い

ま
す
。

黄
　
一
九
三
〇
年
代
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、

中
国
政
府
も
ド
イ
ツ
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
り

ま
し
た
。
ド
イ
ツ
人
軍
事
顧
問
も
中
国
に
入
っ

て
き
ま
し
た
。

李
　
中
国
の
ダ
ン
サ
ー
で
、
後
に
映
画
ス
タ
ー

に
な
っ
た
江
青
（
一
九
四
六

－

、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
舞
踊
団
を
設
立
）
と
い
う
、
私
の
親
友
が

い
る
の
で
す
が
、
彼
女
は
戴
愛
蓮
と
親
友
で
し

た
。
戴
愛
蓮
は
晚
年
、
自
分
の
こ
と
を
す
べ
て

江
青
に
話
し
て
聞
か
せ
た
の
で
す
。
呉
暁
邦
に

つ
い
て
は
中
国
に
た
く
さ
ん
の
研
究
者
が
い

て
、
戴
、
呉
の
二
人
が
中
国
の
舞
踊
界
で
は
一

番
有
名
で
す
ね
。
江
青
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い

て
、
今
は
七
〇
歳
く
ら
い
だ
っ
た
か
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
有
名
な
医
学
者
、
ノ
ー
ベ
ル
賞

受
賞
者
と
結
婚
し
て
い
ま
す
。
彼
女
は
小
さ
な

島
を
所
有
し
て
い
て
、
我
々
を
招
待
し
て
く
れ

ま
し
た
。
江
青
を
通
じ
て
戴
愛
蓮
に
つ
い
て
調

べ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
北
京
舞
踏
学
院
に
あ

る
資
料
も
参
考
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
し
て

も
、
中
国
の
研
究
は
い
つ
も
日
本
側
の
研
究
を

重
視
し
な
い
。
私
は
も
っ
と
重
視
す
べ
き
だ
と

思
う
。
あ
な
た
の
研
究
は
先
進
的
で
す
ね
、
文

学
研
究
の
領
域
か
ら
舞
踊
研
究
に
踏
み
込
む
研

究
者
は
少
な
い
で
す
か
ら
。

　

文
学
者
で
言
え
ば
田
漢
（
一
八
九
八

－

一
九

六
八
）
の
活
動
は
話
劇
、
舞
踊
、
映
画
、
そ
し

て
カ
フ
ェ
、
政
治
運
動
、
ま
た
『
少
年
中
国
』、

南
国
社
…
…
と
幅
広
い
、
で
す
か
ら
私
は
こ
の

間
、
田
漢
を
研
究
し
て
い
る
人
が
い
な
い
か
と

尋
ね
た
の
で
す
。
田
漢
は
日
本
に
滞
在
し
ま
し

た
。
私
の
学
生
で
あ
る
羅
亮
は
田
漢
に
関
す
る

本
を
書
き
、
中
国
語
版
が
出
版
さ
れ
た
ば
か
り

で
す
。
そ
の
中
で
、
田
漢
が
日
本
人
夫
婦
か
ら

ド
イ
ツ
の
劇
を
学
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
夫
婦
の
名
前
は
忘
れ
ま
し
た

が
、
田
漢
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
よ
う

で
す
。
田
漢
が
は
じ
め
て
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の

劇
と
接
触
し
た
の
で
す
。

黄
　
多
く
の
中
国
人
留
学
生
が
日
本
を
通
し
て
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ド
イ
ツ
の
も
の
を
吸
収
し
て
い
ま
す
。

李
　
日
本
の
文
化
は
満
州
で
大
連
、
ロ
シ
ア
の

文
化
と
混
ざ
り
あ
っ
て
い
ま
す
。
蕭
紅
が
そ
う

で
し
た
。
蕭
紅
が
宿
泊
し
た
の
は
ロ
シ
ア
の
ホ

テ
ル
で
、
オ
ー
ナ
ー
は
ロ
シ
ア
人
女
性
、
白
系

ロ
シ
ア
人
で
し
た
。
当
時
は
ロ
シ
ア
の
亡
命
音

楽
家
が
お
り
、
ハ
ル
ビ
ン
で
楽
団
を
組
ん
で
、

そ
こ
に
は
多
く
の
日
本
人
が
い
ま
し
た
。
数
十

年
後
、
ハ
ル
ビ
ン
の
親
友
と
の
再
会
を
果
た
し

た
日
本
人
が
い
ま
す
。
そ
の
日
本
人
は
大
阪
交

響
楽
団
の
有
名
な
指
揮
者
で
、
友
人
の
方
は
ベ

ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
の
バ
イ
オ
リ
ン
奏
者
に
な
り

ま
し
た
。
指
揮
者
の
回
想
録
（『
楽
は
堂
に
満

ち
て
│
│
朝
比
奈
隆
回
想
録
』
音
楽
之
友
社
、

二
〇
〇
一
年
。「
友
人
」
と
は
旧
満
州
出
身
で

ハ
ル
ビ
ン
交
響
楽
団
第
二
バ
イ
オ
リ
ン
、
ヘ
ル

ム
ー
ト
・
シ
ュ
テ
ル
ン
）
を
汪
暉
（
清
華
大

学
）
が
私
に
見
せ
て
く
れ
て
、
書
評
を
書
い
た

と
こ
ろ
で
す
。
中
国
東
北
地
方
と
い
う
環
境
で

あ
っ
て
は
じ
め
て
、
二
つ
の
文
化
は
出
会
っ
た

わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
の

話
で
す
。
謝
さ
ん
が
研
究
し
て
い
る
時
代
で
す

が
、
あ
な
た
の
研
究
は
東
北
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ね
？

日
本
と
い
う
位
相 

　
│
│
郁
達
夫
と
廉
想
渉
の
接
点

謝
　
東
北
も
含
み
ま
す
。
と
こ
ろ
で
郁
達
夫
の

話
が
出
ま
し
た
の
で
、
私
に
と
っ
て
懸
案
の
郁

達
夫
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て
い
た

だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
も
『
沈
淪
』『
南

遷
』『
銀
灰
色
的
死
』
を
読
み
ま
し
た
が
、『
銀

灰
色
的
死
』
は
、
郁
達
夫
と
静
子
と
い
う
日
本

人
女
性
が
恋
仲
に
な
り
そ
う
で
そ
れ
に
は
至
ら

な
い
と
い
う
物
語
で
す
。
韓
国
で
最
も
有
名
な

小
説
家
の
一
人
、
廉ヨ
ム

想サ
ン

渉ソ
プ

（
一
八
九
七

－

一
九

六
三
）
の
代
表
作
「
万
歳
前
」（
一
九
二
四
）

と
い
う
小
説
が
あ
っ
て
、「
万
歳
」
と
は
一
九

一
九
年
韓
国
で
始
ま
る
万
歳
事
件
、
三
一
独
立

運
動
を
指
し
、
そ
の
前
年
の
物
語
で
す
。
こ
の

韓
国
の
二
〇
代
半
ば
の
人
物
も
、
同
じ
く
日
本

で
静
子
と
い
う
娘
と
の
関
係
が
進
展
し
そ
う
に

な
り
ま
す
が
、
結
局
彼
は
こ
の
関
係
を
捨
て
ま

す
。
彼
が
静
子
と
関
係
を
深
め
よ
う
と
し
た
矢

先
、
故
郷
か
ら
妻
危
篤
の
電
報
が
届
き
、
急
い

で
帰
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で

す
。
道
中
、
上
船
し
て
出
航
し
、
釜
山
で
上
陸

し
故
郷
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
、
ず
っ
と
彼
は
韓

国
人
と
し
て
不
平
等
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の

を
感
じ
ま
す
。
郁
達
夫
が
『
沈
淪
』
を
創
作
し

た
と
き
、
日
本
は
ま
だ
中
国
侵
略
を
始
め
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
「
万
歳
前
」
の
執
筆

時
、
韓
国
は
す
で
に
日
本
の
植
民
地
で
し
た
。

で
す
か
ら
主
人
公
は
妻
の
葬
儀
を
終
え
て
日
本

に
戻
る
と
、
静
子
か
ら
の
誘
い
を
拒
み
、
自
分

か
ら
関
係
を
絶
つ
の
で
す
。
こ
の
二
つ
の
小
説

は
、
一
方
は
二
〇
年
代
に
民
族
が
覚
醒
し
た
ば

か
り
で
ま
だ
日
本
の
植
民
地
と
な
っ
て
い
な
い

中
国
、
も
う
一
方
は
三
〇
年
代
早
々
に
日
本
の

植
民
地
に
な
っ
た
た
め
に
民
族
意
識
が
燃
え
上

が
っ
た
韓
国
、
一
方
は
学
生
、
一
方
は
妻
帯
者

で
す
。
一
方
で
は
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
学
生
の
自

殺
が
暗
示
さ
れ
、
も
う
一
方
で
は
韓
国
に
い
る

妻
が
死
ぬ
と
い
う
事
実
が
起
き
、
さ
ら
に
そ
の

事
実
に
主
人
公
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
て
、
日

本
人
女
性
へ
の
見
方
を
変
え
ま
す
。
こ
う
し
た

違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
女
性
の
名
前
は

ど
ち
ら
も
静
子
で
す
。
私
の
日
本
語
力
で
は
静

子
と
い
う
名
前
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
の

か
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
大
分
調
べ
た
の
で
す

が
、
廉
想
渉
と
郁
達
夫
に
は
直
接
交
流
が
あ
っ

た
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
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か
が
影
響
を
受
け
て
小
説
を
書
い
た
と
は
考
え

に
く
い
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、「
静
子
」
と

い
う
日
本
人
女
性
の
名
前
は
、
当
時
日
本
に
い

る
韓
国
人
や
中
国
人
が
日
本
人
女
性
と
の
恋
愛

体
験
を
書
く
際
の
、
日
本
人
女
性
を
指
す
抽
象

的
な
記
号
、
構
造
的
な
記
号
だ
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
小
説
に
登
場
す
る

二
人
の
「
静
子
」
は
典
型
的
な
日
本
人
女
性

で
、
ど
ち
ら
も
淑
や
か
で
す
。
こ
の
記
号
化
し

た
他
者
を
通
じ
て
語
り
手
が
見
出
す
の
は
自
分

自
身
の
面
目
で
あ
り
、
ま
た
語
り
手
が
見
出
し

た
そ
の
面
目
に
は
、
そ
の
時
代
背
景
が
影
響
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
植
民
地
下
の
韓
国
人
が

静
子
を
通
し
て
見
出
す
「
私
」は
、弱
国
だ
が
ま

だ
植
民
地
で
は
な
い
中
国
の
青
年
が
静
子
を
通

し
て
見
出
す
「
私
」
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
と
、
李
先
生
が
先
ほ
ど
挙
げ
た
満
州

国
、
大
連
、
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
と
の
交
流
も

ま
た
、
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
郁
達
夫
と
廉
想
渉
と
は
直
接
会
っ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
日
本
で
暮
ら

し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
日

本
は
異
な
る
国
家
の
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
を

異
な
る
位
相
か
ら
見
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
と
な
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

李
　
そ
の
韓
国
の
小
説
は
研
究
の
余
地
が
あ
り

ま
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、

龍
瑛
宗
（
一
九
一
一

－

一
九
九
九
）
の
小
説
に

若
い
台
湾
人
が
銀
行
に
就
職
し
て
、
銀
行
の
日

本
人
の
女
性
職
員
と
親
し
く
話
す
仲
に
な
っ
た

が
、
彼
は
彼
女
を
愛
そ
う
と
は
し
な
い
と
い
う

話
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
植
民
化
さ
れ
た
男
性

な
の
で
、
こ
の
日
本
人
女
性
職
員
を
愛
そ
う
と

は
し
な
い
。
な
の
に
、
そ
の
日
本
人
女
性
は
彼

に
好
意
を
寄
せ
る
の
で
す
。
女
性
の
名
前
は
忘

れ
ま
し
た
が
、
静
子
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
な
？

（
笑
）

黄
　
日
本
と
い
う
場
所
は
、
こ
の
よ
う
に
台

湾
、
満
州
、
韓
国
を
結
び
つ
け
る
視
座
な
の

で
す
。

張
愛
玲
│
│
成
長
を
止
め
た
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス

黄
　
次
に
、
張
愛
玲
（
一
九
二
〇

－

一
九
九

五
）
に
関
す
る
昨
今
の
研
究
に
つ
い
て
お
聞
き

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
昨
日
、
李
先
生
か
ら
は

張
愛
玲
が
日
本
の
和
服
や
歌
舞
伎
を
好
ん
だ
と

い
う
問
題
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で

す
。
星
野
先
生
の
と
こ
ろ
に
は
張
愛
玲
を
研
究

す
る
学
生
が
多
く
、
安
部
先
生
の
学
部
生
本
科

論
文
に
も
張
愛
玲
を
扱
う
も
の
が
多
い
の
で
、

最
近
の
日
本
の
若
い
学
生
の
張
愛
玲
研
究
は
如

何
で
し
ょ
う
。
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星
野
　
実
の
と
こ
ろ
、
名
古
屋
大
学
の
大
学
院

で
の
指
導
生
は
ほ
と
ん
ど
留
学
生
で
、
日
本
人

学
生
は
一
割
も
い
な
い
の
で
す
が
、
最
近
の
研

究
を
少
し
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
前
に
ま
ず
、

日
本
の
張
愛
玲
研
究
は
最
初
期
に
は
池
上
貞
子

先
生
、
邵
迎
建
先
生
が
先
鞭
を
つ
け
、
続
い
て

濱
田
麻
矢
先
生
、
河
本
美
紀
さ
ん
が
一
連
の
成

果
を
あ
げ
て
お
り
、
学
生
た
ち
は
必
ず
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
上
で
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
蟹

江
静
夫
さ
ん
（
名
古
屋
外
国
語
大
学
非
常
勤
講

師
）
は
、
植
民
下
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
観
点

か
ら
「
第
一
炉
香
」
の
女
性
表
象
を
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。「
第
一
炉
香
」
の
ハ
ー
フ
の
女
性
・

周
吉
婕
は
、
占
領
下
香
港
で
西
洋
人
―
中
国
人

―
ハ
ー
フ
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
も
と
で

「
二
重
の
他
者
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
濱
田
先
生
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

周
吉
婕
は
ハ
ー
フ
の
男
性
に
も
他
者
化
さ
れ
、

一
方
で
ヒ
ロ
イ
ン
葛
薇
龍
は
、
西
洋
人
―
香
港

人
―
大
陸
中
国
人
―
大
陸
中
国
人
女
性
と
い
う

異
な
る
位
相
で
、
や
は
り
多
重
に
他
者
化
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
で
葛
薇
龍
と
周
吉
婕
の
間
に

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
女
性
同
士
の
連
帯
が
あ
る

こ
と
を
、
蟹
江
さ
ん
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。
今

在
学
中
の
或
る
留
学
生
は
「
心
経
」
と
「
第
一

炉
香
」
を
対
象
に
、
家
父
長
制
下
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
構
造
に
操
作
さ
れ
る
女
性
間
の
嫉
妬
と
い

う
枠
組
み
で
分
析
す
る
予
定
で
す
。
蟹
江
論
文

と
は
相
補
的
な
論
考
と
な
る
で
し
ょ
う
。

黄
　
で
は
李
先
生
、
張
愛
玲
研
究
は
ど
の
よ
う

な
新
し
い
方
向
へ
発
展
し
て
い
く
の
で
し
ょ

う
か
。

李
　
今
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
張
愛
玲
の

二
言
語
創
作
で
す
。
英
語
と
中
国
語
で
す
ね
。

私
は
交
通
大
学
で
、
ま
さ
に
「
張
愛
玲
の
二
言

語
創
作
」
と
題
し
て
講
演
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
特
に
彼
女
が
後
期
に
書
い
た
三
冊
は
、
英

語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
雷
峰
塔
」「
易
経
」

と
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
少
帥
」、
こ
れ
は

張
学
良
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
す
。
な
ぜ
二

言
語
創
作
と
呼
ぶ
か
と
言
え
ば
、
こ
の
三
冊
の

英
文
に
は
中
国
語
が
透
け
て
見
え
る
か
ら
で

す
。
彼
女
は
確
か
に
米
国
の
読
者
向
け
に
書
い

た
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
書
い
て
い
る
う

ち
に
そ
の
筆
致
お
よ
び
行
文
は
、
そ
の
ま
ま

そ
っ
く
り
中
文
に
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
英

文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
英

文
学
作
品
と
し
て
評
価
す
る
な
ら
、
成
功
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
典
型
的
な
「
張
愛
玲
」
調
で

す
。
彼
女
の
英
文
は
的
確
に
表
現
で
き
る
よ
う

な
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
あ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル

│
│
間
接
自
由
体
と
で
も
い
う
べ
き
語
り
口

は
、
中
国
語
な
ら
ば
非
常
に
自
在
に
表
現
で
き

ま
す
が
、
英
語
で
書
く
の
は
そ
う
簡
単
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
現
実
の
も
の
を
抽
象
化
し
て
、
一

つ
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
え
、
そ
れ
か
ら
イ
メ
ー
ジ

を
予
言
の
よ
う
な
も
の
に
変
え
る
。
そ
れ
は
英

語
、
ド
イ
ツ
語
で
そ
う
簡
単
に
書
け
る
も
の
で

は
な
く
、
長
い
時
間
が
必
要
で
す
。
張
愛
玲
は

気
軽
に
や
っ
て
の
け
ま
し
た
。
し
か
し
彼
女
の

間
接
自
由
体
を
英
語
に
直
訳
す
る
の
は
、
ふ
さ

わ
し
い
や
り
方
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

次
に
批
判
し
た
い
点
は
、
彼
女
の
創
作
時
期

に
は
世
界
各
国
で
素
晴
ら
し
い
小
説
が
た
く
さ

ん
生
ま
れ
て
い
る
の
に
、
彼
女
が
一
冊
も
読
ん

で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
カ
フ
カ
は
五
〇

年
代
に
米
国
で
流
行
っ
た
の
に
、
彼
女
は
読
ん

で
い
ま
せ
ん
。
ブ
レ
ヒ
ト
も
読
ん
で
い
ま
せ

ん
。
夫
が
ブ
レ
ヒ
ト
の
専
門
家
で
あ
っ
た
の

に
。
で
は
何
を
読
ん
で
い
た
か
と
い
う
と
、
高

全
之
の
「
本
是
同
源
性
」（『
張
愛
玲
学
』
一
方

出
版
社
、
二
〇
〇
三
）
に
よ
れ
ば
、
ジ
ョ
ン･
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マ
ー
カ
ン
ド
（
一
八
九
三

－

一
九
六
〇
、
通
俗

小
説
家
）
等
の
二
流
作
家
を
読
ん
で
い
た
の
で

す
。「
半
生
縁
」（
一
九
六
八
。
一
九
五
一
「
十

八
春
」
の
改
作
）
が
全
面
的
に
基
づ
い
て
い
る

の
が
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
カ
ン
ド
の
作
品
（H

. 
M

. Pulham
, Esquire , 1941

）
で
す
。
そ
の
後

マ
ー
カ
ン
ド
は
彼
女
に
会
い
、
彼
女
のThe 

R
ouge of the N

orth

（1967
『
北
地
臙
脂
』）
が

米
国
で
出
版
さ
れ
る
よ
う
助
力
し
て
く
れ
ま
し

た
が
、
現
在
、
誰
が
マ
ー
カ
ン
ド
を
知
っ
て
い

ま
す
か
？　

誰
も
読
む
人
は
い
ま
せ
ん
。
彼
女

が
読
ん
で
い
た
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
し
た
。

　

ま
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ナ
ー
と
い
う

米
国
人
作
家
が
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
小
説
を
書
い

て
い
て
、
英
国
の
軍
隊
の
船
員
た
ち
が
叛
乱
を

起
こ
し
て
、
南
太
平
洋
の
島
に
逃
げ
、
原
住
民

と
一
緒
に
暮
ら
す
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
映
画
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
張
愛

玲
は
こ
の
映
画
に
つ
い
て
、
長
文
エ
ッ
セ
イ
で

非
常
に
詳
し
く
語
っ
て
い
ま
す
。
彼
女
の
英
文

小
説
「
雷
峰
塔
」
は
上
海
の
家
庭
で
の
回
想
の

物
語
で
、
英
語
は
よ
く
書
け
て
い
る
ほ
う
で
す

が
、
ち
ょ
っ
と
冗
長
す
ぎ
る
。
読
む
に
耐
え
ま

せ
ん
。
思
う
に
、
彼
女
の
感
受
性
の
シ
ス
テ
ム

全
体
が
早
期
の
「
張
愛
玲
」
に
留
ま
っ
た
ま
ま

だ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
成
長
し
な
か
っ
た
。

彼
女
の
文
学
の
素
養
も
成
長
し
な
か
っ
た
。
や

は
り
一
九
四
三
、
一
九
四
四
年
が
ピ
ー
ク
で
し

た
ね
。
そ
の
こ
ろ
の
作
品
は
本
当
に
素
晴
ら

し
い
。

　

な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
彼
女
が
引
き
こ
も
っ
て
い
た
こ
と
と

関
係
が
あ
り
ま
す
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
彼
女
は
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
る
間
、
人

と
会
わ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
自
分
の
ベ
ッ
ド
の

上
が
清
潔
で
な
い
と
思
い
、
病
的
な
潔
癖
症
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
女
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
か

ら
自
閉
に
陥
っ
た
の
は
明
ら
か
で
す
。
初
め
は

ナ
ル
シ
ス
ト
で
、
自
分
は
き
れ
い
だ
と
鏡
に
向

か
う
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
で
し
た
。
引
き
こ
も
り
期

に
な
る
と
壁
を
向
い
て
、
自
宅
の
マ
ン
シ
ョ
ン

に
何
か
不
潔
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

恐
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
最
期
も
悲
惨
で
し

た
。
彼
女
の
創
作
は
、
彼
女
に
最
も
深
い
影
響

を
与
え
た
二
つ
の
時
期
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ

の
一
つ
は
、
父
親
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
時
期

で
、
も
う
一
つ
は
日
本
人
が
香
港
を
空
襲
し
た

時
期
で
す
。
そ
の
二
つ
の
時
期
が
、
彼
女
に

と
っ
て
二
つ
の
ピ
ー
ク
で
し
た
。
こ
の
時
期
に

は
絶
え
ず
書
い
て
い
た
の
で
す
。
父
親
に
閉
じ

込
め
ら
れ
て
い
た
間
、
彼
女
が
読
ん
だ
の
は
イ

ギ
リ
ス
の
小
説
『
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
』
で
し

た
。『
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
』
に
は
夫
に
よ
っ
て

屋
根
裏
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
狂
女
が
登
場
し
ま

す
。『
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
』
だ
け
で
な
く
、
彼

女
は
こ
う
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
の
要
素
を
取
り

込
ん
だ
。
後
に
米
国
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
家

が
、
こ
の
「
狂
女
」
と
は
、
男
性
に
抑
圧
さ
れ

た
女
性
の
精
神
の
象
徴
で
あ
る
と
分
析
し
て
い

ま
す
（Sandra M

. G
ilbert and Susan G

ubar, 
The M

adw
om

an in the Atti , 1979 , 

ギ
ル
バ
ー

ト
＆
グ
ー
バ
ー
『
屋
根
裏
の
狂
女
』
山
田
晴

子
・
薗
田
美
和
子
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八

六
）。
戦
時
期
に
は
、
彼
女
は
求
め
る
様
式
に

出
会
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
彼
女

が
書
い
た
最
高
の
文
章
は
「
燼
餘
録
」（
一
九

四
四
。
邦
訳 

清
水
賢
一
郎
「
香
港
│
│
焼
け

跡
の
街
」『
浪
漫
都
市
物
語
』
藤
井
省
三
監
修

所
収
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
出
版
局
、
一
九
九
一
）
で
す

ね
。
散
文
で
、
日
本
が
香
港
を
空
襲
し
た
時
期

を
書
い
た
も
の
で
す
。
彼
女
の
散
文
と
「
易

経
」
の
一
節
を
比
べ
て
み
る
と
、
散
文
の
方
が
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良
い
。「
易
経
」
は
、
散
文
の
中
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
後
に
小
説
化
し
た
も
の
で
す
。

　

先
ほ
ど
述
べ
た
創
作
人
生
の
二
つ
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
を
、
彼
女
は
永
遠
に
突
破
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
突
破
で
き
な
く
て
も
い
い
、
書
き

続
け
て
い
れ
ば
深
ま
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
す
。

人
は
成
長
す
る
も
の
で
す
か
ら
。
私
も
書
い
て

い
る
う
ち
に
、
少
な
く
と
も
以
前
よ
り
は
深
く

思
考
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
よ
。
し
か
し
彼

女
は
正
反
対
で
す
。「
少
帥
」
は
読
ま
な
い
に

限
り
ま
す
。
あ
の
歴
史
観
は
酷
す
ぎ
る
。
最
後

に
は
そ
そ
く
さ
と
次
の
歴
史
に
交
代
し
て
、

あ
っ
と
い
う
間
に
切
り
上
げ
て
し
ま
う
。
彼
女

は
も
と
も
と
十
章
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す

が
、
結
果
的
に
七
章
書
い
た
だ
け
で
止
め
て
し

ま
っ
た
。
力
不
足
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
少
々

痛
ま
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
大
し
た
批
判
も
な
い

よ
う
で
す
が
、
個
人
的
に
は
読
ん
で
失
望
し
ま

し
た
。
理
由
は
多
分
、
私
が
彼
女
と
同
時
代
の

一
流
作
家
の
作
品
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
か
ら
で

し
ょ
う
。
ブ
レ
ヒ
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
フ
カ

│
│
五
〇
〜
六
〇
年
代
、
ア
メ
リ
カ
の
書
店
に

カ
フ
カ
の
本
は
絶
対
に
置
い
て
あ
っ
た
。
英
文

版
が
出
た
ば
か
り
で
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ

ズ
ム
と
同
時
期
で
し
た
か
ら
ね
。
な
ぜ
読
ま
な

か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
張
愛
玲
が
傲
慢
だ
っ
た

か
ら
で
す
。

　

批
判
は
こ
の
く
ら
い
で
止
め
て
お
き
ま
す
。

日
本
だ
か
ら
こ
ん
な
風
に
張
愛
玲
に
対
し
て
辛

ら
つ
な
こ
と
を
言
え
る
が
、
中
国
人
読
者
が
聞

い
た
ら
バ
ッ
シ
ン
グ
に
遭
う
で
し
ょ
う
。

星
野
　
張
愛
玲
に
お
け
る
マ
ー
カ
ン
ド
の
受
容

に
つ
い
て
は
、
河
尻
和
也
さ
ん
（
台
湾
・
虎
尾

科
技
大
学
助
理
教
授
）
の
博
士
論
文
（『
張
愛

玲
の
文
明
観
の
〈
変
容
〉
に
対
す
る
考
察
│
│

外
国
人
作
家
の
作
品
の
影
響
を
中
心
に
』
名
古

屋
大
学
、
二
〇
〇
八
）
が
論
じ
て
い
ま
す
。
李

先
生
の
言
及
さ
れ
た
通
り
、
高
全
之
氏
が
ま
ず

マ
ー
カ
ン
ド
小
説
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
ま
し

た
。
河
尻
さ
ん
は
よ
り
細
か
く
プ
ロ
ッ
ト
を
分

析
し
た
上
で
、
共
産
主
義
奨
励
の
革
命
物
語
と

い
う
、
抗
日
期
と
は
異
な
る
張
愛
玲
の
創
作
方

法
が
小
説
を
破
綻
さ
せ
て
い
る
と
結
論
付
け
て

い
ま
す
。

デ
ィ
テ
ー
ル
を
描
く 

　
│
│
シ
ナ
リ
オ
作
家
・
張
愛
玲

安
部　
私
個
人
と
し
て
は
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ

ら
れ
た
、
張
愛
玲
は
ナ
ル
シ
ス
ト
だ
と
、
本
当

に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
し
て

も
初
期
の
作
品
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
私
は

学
生
に
初
期
の
作
品
を
主
に
読
ま
せ
て
い
ま
す

が
、「
金
鎖
記
」
な
ど
は
「
狂
気
」
そ
の
も
の

で
す
よ
ね
。
張
愛
玲
を
好
き
な
の
は
、
女
子
学

生
に
多
い
で
す
。
し
か
し
現
在
の
若
い
人
に
は

理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
も

女
子
学
生
た
ち
に
、
当
時
の
張
愛
玲
は
皆
さ
ん

と
同
じ
く
ら
い
の
歳
、
二
一
、二
二
歳
で
、
こ

う
い
っ
た
作
品
を
書
い
た
ん
で
す
よ
と
い
う

と
、
み
な
驚
き
ま
す
。
今
は
ま
っ
た
く
違
う
感

覚
で
す
か
ら
、
あ
の
狂
気
が
ど
こ
か
ら
出
て
く

る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
先
ほ
ど
李
先
生

が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
、
上
海
が
日
本
軍
に
よ
っ

て
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
特
殊
な
時
期
、

さ
ら
に
そ
の
前
の
香
港
の
占
領
、
そ
う
い
っ
た

特
殊
な
状
況
が
あ
っ
て
、
張
愛
玲
の
個
性
が
発

揮
さ
れ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
、
彼
女
は
決
し
て

ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
で
は
な
く
て
、
デ
ィ
テ
ー

ル
が
重
要
な
作
家
で
す
。
そ
こ
を
今
の
学
生
が

理
解
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
例
え
ば

「
傾
城
の
恋
」
の
映
画
で
香
港
陥
落
後
に
山
道

を
歩
い
て
い
る
と
き
に
范
柳
原
が
白
流
蘇
に
上



20

着
を
持
た
せ
ま
す
。
そ
れ
は
二
人
が
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
っ
た
と
い
う
関
係
性
の
変
化

が
読
み
取
れ
る
シ
ー
ン
で
重
要
な
場
面
な
の
で

す
が
、
そ
れ
が
今
の
学
生
に
は
わ
か
ら
な
い
。

張
愛
玲
は
特
殊
な
作
家
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

し
た
デ
ィ
テ
ー
ル
を
取
り
除
い
て
し
ま
っ
た

ら
、
面
白
く
な
い
の
に
。

楊
　
昨
日
、
李
先
生
は
講
演
の
な
か
で
デ
ィ

テ
ー
ル
の
処
理
が
映
画
人
に
よ
っ
て
異
な
る
と

話
さ
れ
ま
し
た
が
、
と
て
も
興
味
深
い
点
だ
と

思
い
ま
す
。
昨
日
李
先
生
に
郁
達
夫
の
記
念
碑

へ
案
内
し
た
際
に
も
話
し
ま
し
た
が
、
映
画

『
ラ
ス
ト
・
コ
ー
シ
ョ
ン
』（
原
題
『
色
，戒
』

二
〇
〇
七
、
米
・
中
・
台
・
港
合
作
、
李
安
監

督
）
が
公
開
さ
れ
て
か
ら
、
大
変
人
気
で
皆
こ

の
映
画
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
私
は
や
は
り
昔
の
『
レ
ッ
ド
・
ダ
ス

ト
』（
原
題
『
滾
滾
紅
塵
』
一
九
九
〇
、
香
港
、

厳
浩
監
督
）
が
好
き
で
す
。
今
か
ら
見
れ
ば
だ

い
ぶ
古
く
な
り
ま
し
た
が
。
私
の
関
心
は
、
張

愛
玲
研
究
を
小
説
の
テ
ク
ス
ト
以
外
に
も
、
例

え
ば
映
画
な
ど
の
映
像
メ
デ
ィ
ア
か
ら
い
か
に

突
破
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い

は
表
象
文
化
の
視
点
か
ら
再
検
討
す
る
余
地
は

あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

李
　
明
日
以
降
の
講
義
で
ま
さ
に
そ
れ
に
つ
い

て
、
つ
ま
り
張
愛
玲
の
手
が
け
た
シ
ナ
リ
オ
に

つ
い
て
話
す
予
定
で
す
。
香
港
で
書
か
れ
た
多

く
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
デ
ィ
テ
ー
ル
が
す
べ
て
で

す
。
彼
女
は
シ
ナ
リ
オ
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の

手
法
を
存
分
に
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
と
い
う

の
は
、
彼
女
は
小
説
家
で
あ
る
上
に
、
た
く
さ

ん
の
散
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
英
語
で
の
作
品

も
多
く
、
ま
た
シ
ナ
リ
オ
も
手
が
け
ま
し
た
。

今
、
香
港
で
は
多
く
の
研
究
者
が
張
愛
玲
の
こ

う
し
た
シ
ナ
リ
オ
を
取
り
上
げ
て
研
究
し
て
お

り
、
映
画
作
品
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
中
に
は
出

来
の
良
く
な
い
映
画
も
あ
り
ま
す
、『
未
了

情
』（
一
九
四
七
）
と
い
う
映
画
で
す
。
小
説

「
多
少
恨
」
と
し
て
改
作
さ
れ
、
私
が
当
初
張

愛
玲
を
研
究
し
は
じ
め
た
の
は
こ
の
作
品
が

き
っ
か
け
で
す
。「
多
少
恨
」
は
張
愛
玲
が
出

来
た
映
画
に
不
満
で
、
映
画
を
下
敷
き
に
小
説

と
し
て
書
き
な
お
し
た
も
の
で
す
。「
多
少

恨
」
は
冒
頭
シ
ー
ン
が
ま
ず
映
画
館
で
す
。
私

は
こ
の
方
面
は
ま
だ
研
究
す
る
価
値
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
『
ラ
ス
ト
・
コ
ー

シ
ョ
ン
』
の
研
究
が
極
端
に
多
い
。
外
国
の
研

究
者
は
こ
の
映
画
に
ば
か
り
膨
大
な
議
論
を
重

ね
て
、
他
の
も
の
を
研
究
し
な
い
、
こ
れ
は
問

題
で
す
。
最
近
、
香
港
大
学
で
開
催
さ
れ
た
張

愛
玲
に
関
す
る
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
論
集
が
出

ま
し
た
が
、
そ
の
半
分
以
上
が
『
ラ
ス
ト
・

コ
ー
シ
ョ
ン
』
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
台
湾
で
出

版
さ
れ
た
或
る
張
愛
玲
に
関
す
る
書
物
は
一
冊

す
べ
て
『
ラ
ス
ト
・
コ
ー
シ
ョ
ン
』
に
つ
い
て

論
じ
て
い
ま
す
。

楊
　
張
愛
玲
と
映
画
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
日

本
で
は
多
く
は
な
い
が
あ
り
ま
す
。
私
が
知
る

限
り
、
河
本
美
紀
さ
ん
が
論
文
を
発
表
さ
れ
て

い
ま
す
（「「
ス
ク
リ
ュ
ー
ボ
ー
ル
・
コ
メ

デ
ィ
」と
し
て
の
「
情
場
如
戦
場
」│
│
張
愛
玲

の
映
画
脚
本
」『
野
草
』第
七
七
号
、二
〇
〇
六
）。

動
態
的
な
語
義

星
野
　
一
九
四
〇
年
代
と
い
う
時
代
に
関
連
し

て
、
我
々
の
共
同
研
究
に
つ
い
て
先
生
の
ご
意

見
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
四
〇

年
代
舞
踊
の
研
究
を
し
て
い
る
う
ち
に
気
づ
い

た
の
で
す
が
、
舞
踊
家
の
活
動
は
演
劇
人
、
映

画
人
、
ま
た
音
楽
家
た
ち
の
活
動
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
当
時
の
舞
踊
、
話
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劇
、
映
画
、
音
楽
は
、
い
ず
れ
も
抗
日
宣
伝
は

も
ち
ろ
ん
、
国
民
党
、
共
産
党
よ
り
の
主
張
、

あ
る
い
は
大
日
本
帝
国
宣
伝
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
媒
体
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
宣
伝
し
て
各
地
を
回
る
演
劇
隊

や
舞
踊
団
が
あ
り
、
ま
た
は
個
々
人
が
戦
況
の

た
め
に
や
む
を
得
ず
避
難
し
た
り
、
あ
る
い
は

い
ず
れ
か
の
勢
力
の
本
拠
地
を
目
指
す
な
ど
、

移
動
と
い
う
特
徴
を
共
有
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
我
々
は
、
舞
踊
、
話
劇
、
映
画
、
音
楽
そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
、「
移
動
」「
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
抗
日
芸
術
研
究

チ
ー
ム
を
組
ん
で
い
ま
す
。

李
　
そ
れ
は
良
い
、
文
化
史
の
重
要
な
部
分
だ

と
思
い
ま
す
。
文
化
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
す
な

わ
ち
移
動
で
す
。
テ
ク
ス
ト
の
移
動
も
含
み
ま

す
。
中
国
で
は
党
派
の
違
い
を
重
要
視
し
ま
す

が
、
誰
も
が
党
派
が
明
確
で
あ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。
日
本
語
の
「
移
動
」
と
い
う
言
葉
は
中

国
語
で
い
う
「
移
動
」
の
意
味
に
加
え
て
、
そ

の
ほ
か
の
意
味
も
含
ん
で
い
ま
す
か
？　
「
相

互
作
用
」
の
意
味
は
あ
り
ま
す
か
？

星
野　
あ
り
ま
す
。

李
　
常
々
疑
問
に
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
現

在
英
語
でborder crossing

と
い
う
場
合
、
と

に
か
くborder

で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
構
わ
な

い
、
動
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、transgression

が
あ
る
と
こ
ろ
に
はborder

も
あ
る
。
し
か

し
実
の
と
こ
ろ
「
移
動
」
の
意
味
は
広
い
、
例

え
ば
五
四
「
運
動
」
もm

ovem
ent

で
す
。

M
arxist

な
ら
ば
社
会
運
動
や
政
治
運
動
と
結

び
つ
け
て
、m
ovem

ent

が
な
け
れ
ば
社
会
は

変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
で
し
ょ
う
。
ド
イ
ツ
の

中
国
学
者R

udolph G
. W

agner

（
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
大
学
教
授
）
が
こ
のm

ovem
ent

に
関

し
て
詳
し
く
論
じ
て
い
ま
す
。「
移
動
」
は
一

つ
の
文
化
現
象
で
あ
り
、人
のm

igration

も
含

ま
れ
ま
す
。
昨
今
の
い
わ
ゆ
るtrans culture

／
超
文
化
理
論
で
す
ね
、border crossing

と

い
う
言
葉
に
は
収
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ

れ
は
な
ぜ
か
？　

global

化
し
た
か
ら
で
す
。

あ
る
言
葉
を
扱
う
場
合
に
は
、
そ
の
言
葉
に
含

ま
れ
る
意
味
を
す
べ
て
考
慮
し
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
単
に
翻
訳
す
る
だ
け
で
は
な
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
動
態
的
で
あ
っ
て
、
固
定
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
先
ほ
ど
「
移

動
」
に
他
の
含
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
尋

ね
た
の
で
す
。
例
え
ば
相
互
移
動
。
相
互
移
動

は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
だ
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
面
や
、
矛
盾
す
る
意
味
は
な
い
か
。
日
本

語
の
「
矛
盾
」
は
、
毛
沢
東
の
「
矛
盾
論
」
に

い
う
中
国
人
民
に
「
内
在
す
る
矛
盾
」
の
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
（
笑
）。
ド
イ
ツ
語
の

「
矛
盾
」
と
英
語
のcontradiction

と
は
違
い

ま
す
。
異
な
る
二
つ
の
言
葉
を
翻
訳
す
る
と
、

互
い
の
意
味
を
含
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
現
在
の
翻
訳
理
論
に
よ
れ
ば
、
原
文
の
テ

ク
ス
ト
あ
る
い
は
原
文
の
要
素
を
他
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
中
に
持
ち
こ
む
際
に
は
、
原
文
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

目
下
の
翻
訳
研
究
理
論
で
は
、
主
人
と
来
客

に
喩
え
る
な
ら
外
来
語
が
「
客
」
で
、
そ
れ
を

取
り
込
む
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
方
が

「
主
」
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
別
の
方
向
へ
と
発
展
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
例

え
ば
米
国
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

で
は
、
何
で
もborder-crossing

と
称
し
て
、

border

が
何
だ
ろ
う
と
、
ど
の
よ
う
にcross

し
よ
う
が
構
わ
な
い
。Transgression

の
方
は

と
い
え
ば
、
主
と
し
て
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、

性
的
指
向
の
文
脈
で
使
わ
れ
る
の
が
主
流
で
、

同
性
愛
を
ま
ず
俎
上
に
載
せ
、
次
にsubver-
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sion
、
つ
ま
り
既
成
観
念
を
「
転
覆
」
す
る
。

こ
う
し
た
既
成
観
念
は
お
そ
ら
く
白
人
の
も
の

で
あ
っ
て
、
私
の
よ
う
に
米
国
で
教
鞭
を
と
っ

て
い
る
「
客
」
に
は
何
の
意
味
も
な
い
よ
う
に

思
え
ま
す
。
我
々
は
ど
の
よ
う
にtransgress

す
る
の
か
、
中
国
式
のtransgression

を
用
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？

謝
　
米
国
で
は
意
味
が
な
い
と
し
て
も
、
東
ア

ジ
ア
で
は
私
た
ち
自
身transferation
す
る
様

子
が
見
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

李
　
そ
の
通
り
、
次
に
中
国
に
帰
国
し
た
と
き

に
は
、
あ
な
た
の
中
で
新
た
な
融
合
が
起
き
る

で
し
ょ
う
。
以
前
見
え
て
い
な
か
っ
たborder

が
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
大
国
中
心
主
義

のborder

と
か
。

安
部
　
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
語
義
の
問
題

は
英
語
と
中
国
語
の
関
係
で
し
た
が
、
実
は
中

国
語
と
日
本
語
に
も
語
義
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

李
　transferation

は
中
国
語
で
は
「
穿
越
」、

日
本
語
で
は
「
越
境
」
と
な
り
ま
す
ね
。

Border

も
境
界
と
い
う
意
味
に
留
ま
ら
な
い

で
し
ょ
う
。

　

竹
内
好
の
い
う
「
超
克
」
と
は
、
い
っ
た
い

ど
ん
な
意
味
合
い
な
の
か
、
今
で
も
つ
か
め
ま

せ
ん
。

安
部
　「
超
越
」と
「
克
服
」で
す
ね
。何
か
に
打

ち
克
ち
超
え
る
こ
と
で
、ポ
イ
ン
ト
は
「
克
服
」

に
あ
り
、単
純
な
「
超
越
」
と
は
違
い
ま
す
ね
。

李
　
英
文
だ
とovercom

e

に
な
り
ま
す
ね
。

中
国
語
版
で
は
、
直
接
「
超
克
」
を
当
て
て
い

ま
す
。
中
国
語
に
も
「
超
越
」
の
意
味
は
あ
り

ま
す
が
、
日
本
語
の
「
超
克
」
に
は
適
合
し
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

安
部
　
我
々
は
日
本
語
と
中
国
語
の
違
い
を
そ

の
概
念
を
含
め
も
っ
と
研
究
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
ね
、
同
じ
漢
字
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
漢

字
だ
か
ら
わ
か
る
と
か
読
め
る
と
か
思
い
が
ち

で
す
が
、
実
際
に
は
違
う
。

楊
　「
超
克
」
と
い
う
「
表
現
」
あ
る
い
は
「
概

念
」
は
確
か
に
複
雑
で
難
解
だ
と
思
い
ま
す
。

戦
後
、
竹
内
好
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
も
多
く

の
研
究
者
は
こ
の
「
表
現
」
を
用
い
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
以
外
の
分
野
か
ら
も

少
し
検
討
し
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
だ

と
思
い
ま
す
。
い
ま
思
い
つ
く
の
は
、
廣ひ
ろ

松ま
つ

渉
わ
た
る

（
一
九
三
三

－

一
九
九
四
）
で
す
。

李
　
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
が
ま
さ
に
そ
う
書
い

て
い
ま
す
。
彼
は
一
章
を
割
い
て
論
じ
て
い
ま

す
、
竹
内
好
も
含
め
て
。

思
考
を
「
移
動
化
」す
る

黄
　
最
後
に
、
李
先
生
は
香
港
、
台
湾
、
米
国

を
往
来
す
る
中
で
、
中
国
文
学
研
究
の
状
況
を

如
何
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
関
連
す
る
映

画
、
舞
踊
、
音
楽
研
究
な
ど
に
関
し
て
、
ど
の

よ
う
な
方
向
性
を
持
っ
た
研
究
が
求
め
ら
れ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
？

李
　
自
分
自
身
の
興
味
関
心
を
述
べ
る
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。
私
は
年
を
取
る
ほ
ど
に

cosm
opolitanism

に
傾
き
、
興
味
関
心
も
広

く
な
っ
て
い
ま
す
。
他
の
人
と
正
反
対
で
す

ね
。
人
は
年
を
取
る
と
伝
統
的
な
も
の
に
回
帰

し
、
枯
れ
て
く
る
も
の
で
す
が
、
私
は
年
を
重

ね
る
ほ
ど
若
返
っ
て
、
も
っ
と
他
の
研
究
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
回
日

本
へ
来
て
、
と
て
も
興
奮
し
て
い
ま
す
、
本
来

単
に
遊
び
に
来
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、

結
果
と
し
て
は
こ
ん
な
に
興
奮
し
て
し
ま
っ

た
。
な
ぜ
か
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
沢
山
の

命
題
に
、
日
本
に
来
て
思
い
至
っ
た
か
ら
で

す
。
で
す
か
ら
こ
れ
か
ら
何
を
研
究
す
る
の
か

と
尋
ね
ら
れ
て
も
、
何
と
も
言
い
が
た
い
。
も
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し
か
し
た
ら
広
義
で
、
あ
な
た
方
の
「
移
動
」

が
運
用
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

米
国
で
の
経
験
で
は
、
米
国
は
一
貫
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
転
覆
さ
せ
、
米
国
文

学
に
お
け
る
研
究
成
果
を
転
覆
さ
せ
、
果
て
は

文
学
を
白
人
男
性
に
よ
る
キ
ャ
ノ
ン
だ
と
見
な

し
、
キ
ャ
ノ
ン
を
転
覆
さ
せ
た
人
々
も
い
ま

す
。
す
べ
て
を
転
覆
さ
せ
た
ら
、
そ
の
次
は
何

が
起
こ
る
の
か
、
ど
う
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

一
つ
良
い
点
と
し
て
、
す
べ
て
が
転
覆
し
た
後

に
は
空
間
が
生
じ
る
、
こ
の
空
間
は
我
々
│
│

米
国
以
外
の
学
者
が
占
拠
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
空
間
に
、
米
国
の
自
由
主
義
の
文

学
研
究
者
た
ち
の
一
部
が
世
界
文
学
と
い
う
領

域
を
切
り
開
き
ま
し
た
。
実
は
、
世
界
文
学
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の
地
位
を
少
々
押
し
下

げ
、
我
々
ア
ジ
ア
な
ど
を
少
々
引
き
上
げ
、
つ

い
に
は
世
界
性
に
変
わ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

い
か
な
る
新
し
い
も
の
に
も
私
は
積
極
的
に
関

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
と
い
う
研
究
分
野
が
現
れ
た
と
き
、

私
は
い
ち
早
く
中
国
研
究
と
結
び
付
け
よ
う
と

し
て
、
大
勢
に
反
対
さ
れ
た
も
の
で
す
。
現

在
、
私
は
米
国
の
研
究
は
競
争
的
過
ぎ
る
と
思

い
ま
す
。
理
論
闘
争
が
常
に
激
し
い
。
私
は
そ

う
い
う
タ
イ
プ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
ア
ジ

ア
で
生
き
る
者
、
特
に
日
本
人
は
競
争
社
会
に

馴
染
ま
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
ま
た
誰
も
転
覆

さ
せ
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
、
転
覆
さ
せ
る
の

は
自
分
自
身
で
充
分
で
す
。
自
分
の
思
考
と
研

究
を
何
ら
か
の
方
法
で
移
動
化
す
れ
ば
│
│
日

本
語
に
「
移
動
化
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
は

知
り
ま
せ
ん
が
│
│
、
一
つ
の
物
事
が
常
に

二
、
三
の
物
事
を
想
起
さ
せ
て
い
く
。
一
見
関

連
の
な
さ
そ
う
な
二
、
三
の
事
柄
の
間
に
、
討

論
を
経
て
相
関
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
。
今
日

の
討
論
が
ま
さ
に
そ
れ
で
す
、
興
味
関
心
を

シ
ェ
ア
す
る
う
ち
に
、
郁
達
夫
と
韓
国
人
作
家

と
が
結
び
つ
い
て
い
く
。
こ
う
し
た
移
動
化
は

往
々
に
し
て
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
、
比
較
的
自
由

に
起
き
る
の
で
す
。
私
の
思
考
回
路
は
錯
綜
し

て
い
て
、
ど
こ
か
ら
で
も
引
き
出
し
て
く
る
の

で
、
決
ま
っ
た
方
法
も
理
論
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
や
り
方
の
長
所
は
、
思
想

と
思
考
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
私
は
こ
の

よ
う
な
小
規
模
の
討
論
が
非
常
に
好
き
で
す
。

　

以
前
、
人
文
学
者
は
将
来
的
に
は
科
学
者
に

倣
い
、
論
文
を
発
表
す
る
際
は
常
に
六
人
で
共

同
執
筆
す
べ
き
だ
と
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
執
筆
者
を
筆
頭
に
、
残
り
の
メ
ン
バ
ー
が

連
名
す
る
。
そ
の
代
わ
り
グ
ル
ー
プ
と
し
て
た

ゆ
ま
ず
研
究
し
、
討
論
を
重
ね
る
、
例
え
ば
一

カ
月
に
一
、
二
度
は
会
っ
て
、
問
題
意
識
を
共

有
す
る
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
共
著
論
文
で

発
表
論
文
数
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
全

員
が
昇
進
し
て
い
く
、
な
ぜ
協
力
し
合
っ
て
は

い
け
な
い
の
か
と
。
こ
の
方
法
に
は
誰
も
賛
成

し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
台
湾
で
何
度
も

言
っ
て
み
た
の
で
す
が
駄
目
で
、
米
国
で
は
な

お
さ
ら
無
理
で
す
。
日
本
で
は
実
現
可
能
で

し
ょ
う
か
？　

皆
さ
ん
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
宣

伝
し
て
く
だ
さ
い
。

安
部
　
先
に
星
野
さ
ん
も
言
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
の
日
本
の
状
況
を
考
え
る
と
、
中
国
研

究
を
し
て
い
る
大
学
院
生
の
多
く
が
中
国
か
ら

の
留
学
で
す
。
学
会
な
ど
で
報
告
を
す
る
中
国

人
研
究
者
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
悪
い
こ

と
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
日
本
は
昔
、
中
国
の
留
学
生
を
た
く
さ
ん

迎
え
入
れ
、
彼
ら
も
日
本
で
多
く
の
こ
と
を
学

ん
だ
し
、
日
本
人
も
彼
ら
か
ら
学
べ
た
。
今
ま

た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
で
、
彼
ら
が
一
生
懸
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命
、
我
々
が
今
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
部
分

を
独
自
の
観
点
か
ら
研
究
し
て
い
る
と
い
う
側

面
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に

日
本
人
は
外
に
伝
え
る
の
が
下
手
で
す
が
、
中

国
の
研
究
者
が
そ
の
研
究
成
果
を
中
国
語
で
書

き
本
国
で
発
表
し
、
中
国
の
人
た
ち
が
知
る
と

い
う
、
新
た
な
段
階
を
迎
え
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
中
国
研
究
を
す
る
日
本
人
が
減

少
し
て
い
る
の
は
問
題
な
の
で
す
が
、
逆
に
海

外
か
ら
多
く
の
人
た
ち
が
来
て
、
新
た
な
角
度

か
ら
色
々
な
研
究
を
し
て
い
く
と
い
う
の
は
非

常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
魯
迅
や
郁

達
夫
た
ち
が
い
た
時
代
も
日
本
は
一
種
の
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
で
、
欧
米
人
も
中
国
人
も
た
く

さ
ん
い
た
時
代
で
し
た
。
今
も
あ
る
意
味
で
同

じ
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
中
国

研
究
の
上
で
も
生
か
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
時
代

に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
李
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
日
本

に
集
ま
っ
て
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ

か
ら
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

黄
　
今
日
こ
こ
か
ら
ま
さ
に
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
ょ
う
。

〔
付
記
〕
座
談
会
の
文
字
起
こ
し
は
楊
金
娣
さ
ん

（
名
古
屋
大
学
大
学
院
学
国
際
言
語
文
化
研
究

科
院
生
）に
よ
る
。
翻
訳
は
前
半
が
楊
韜
、後
半

が
星
野
、用
語
の
統
一
等
は
相
互
に
調
整
し
た
。

（
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
日　

愛
知
大
学
車
道
校
舎
）


