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ディケンズ・フェロウシップ日本支部
1998年度総会

日時：1998年10月3日（土）午後２時より
会場：東京女子大学

１． 総　　会　 (14:00～14:30)

２． 研究発表　 (14:40～15:20)

司　会：荻野昌利（南山大学）
発表者：小寺里砂（京都女子大学）
「エイミー・ドリット再考
―ドストエフスキーのソーニャとの比較において」

３． 講　　演 (15:30～17:30)

司　会：佐々木徹（京都大学）
講演者：Andrew Sanders (University of Durham)

“Dickens and Class” 

1999年度春季大会

日時：1999年６月５日（土）午後２時より
会場：中京大学　八事

やごと

学舎センタービル２階　ヤマテホール

１． 開会の挨拶 （14:00～14:15）
ディケンズ・フェロウシップ日本支部長：西條隆雄

２． 研究発表 （14:20～15:20）
司　会：栂　正行（中京大学）
発表者：西垣佐理（関西学院大学大学院）

「逆転の構図―Great Expectations にみる病と癒し」
松本靖彦（東京理科大学）
「ピップは自分の人生の主人公になれるのか

―精神療法の観点から」
３． シンポジウム（15:30～17:30）

テーマ：「後輩作家から見たディケンズ」
司会者： 荻野昌利（南山大学）
講　師： 齋藤九一（上越教育大学）：Anthony Trollope 

天野みゆき（広島女子大学）：George Eliot 

木村茂雄（大阪大学）：Joseph Conrad 
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多
面
的
な
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を

T
he

M
ulti-dim

entionalD
ickens

西
　
條
　
隆
　
雄

一
月
よ
り
日
本
支
部
長
の
職
を
引
き
継
ぎ
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
事
務
局
も
東
京
女
子

大
学
か
ら
甲
南
大
学
に
移
っ
た
。
初
代
、

二
代
支
部
長
の
長
期
に
わ
た
る
ご
尽
力

に
よ
り
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
支
部
の

組
織
と
活
動
を
、
継
承
し
よ
り
発
展
さ

せ
て
ゆ
く
た
め
に
私
は
全
力
を
傾
け
る

つ
も
り
で
あ
る
。
就
任
後
ほ
ど
な
く
世
界
有

数
の
日
本
支
部
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
が
出
来
上
が
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
支
部
の
活
動
状
況
が
、
会
員
は
も
と
よ
り
デ
ィ
ケ
ン
ズ

に
興
味
を
持
っ
て
い
る
方
々
に
即
時
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た

事
務
局
の
作
業
も
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
て
、
非
常
に
よ
ろ
こ
ん
で
い

る
。
こ
れ
に
は
、
松
岡
光
治
氏
の
献
身
的
貢
献
が
あ
っ
た
こ
と
を
特
に

記
し
た
い
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
魅
力
は
、
そ
の
豊
穣
さ
に
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
一
九

世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
特
派
員
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
書
く
も
の
は

す
べ
て
（
想
像
に
よ
っ
て
多
少
誇
張
さ
れ
て
は
い
る
が
）
史
実
で
あ
る

の
を
特
徴
と
す
る
。
街
路
、
建
物
、
人
々
、
制
度
、
市
場
、
演
劇
を
丹

念
に
追
っ
て
み
る
と
、
一
九
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
姿
が
再
現
に
近
い
形
で

浮
か
び
上
が
る
。
作
品
自
体
の
面
白
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
作
品

中
の
個
々
の
事
象
す
ら
が
興
味
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
の
で
あ
る
。

作
家
と
し
て
の
魅
力
に
加
え
、
雑
誌
編
集
者
、
速
記
者
、
自
作
朗
読

者
、
演
劇
家
、
更
正
施
設
の
設
計
・
管
理
者
、
競
歩
大
会
優
勝
者
と
し

て
の
多
芸
多
才
な
側
面
に
も
ま
た
、
興
味
の
種
は
尽
き
な
い
。
赤
銅
色

に
日
焼
け
し
た
船
乗
り
ら
し
き
風
貌
、
文
人
よ
り
は
行
動
家
に
見
え
、

当
時
の
人
々
に
は
「
き
ら
き
ら
輝
き
休
む
こ
と
の
な
い
眼
は
、
異
常
な

ま
で
の
敏
感
さ
と
知
性
の
鋭
さ
を
示
し
て
い
る
。
街
中
で
デ
ィ
ケ
ン
ズ

と
知
ら
ず
に
出
会
っ
た
な
ら
、
一
流
銀
行
の
次
長
、
外
交
陰
謀
の
秘
密

工
作
員
、
老
獪
な
弁
護
士
、
あ
る
い
は
旅
一
座
の
団
長
を
思
わ
せ
た
で

あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、「
法
曹
界
入
り
を
し
て
い
れ
ば
、
場

面
の
再
現
力
と
合
わ
せ
、
正
確
な
特
徴
と
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
因
の
関

係
を
聴
衆
に
伝
え
る
力
に
お
い
て
は
、
彼
に
匹
敵
す
る
人
は
い
な
い
。

こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
廷
で
じ
つ
に
貴
重
な
能
力
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
」
と
惜
し
ま
れ
て
い
る
。
作
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
多
面
的
な
デ

ィ
ケ
ン
ズ
像
に
も
思
い
を
馳
せ
、
彼
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
て
み
た
い

も
の
だ
。

今
年
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
没
後
百
年
を
契
機
に
日
本
支
部
が
設
立
さ
れ

て
、
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
に
な
る
。
現
在
、
会
員
は
一
七
〇
名
を
こ
え
、

作
家
に
対
す
る
興
味
お
よ
び
研
究
活
動
は
質
量
と
も
に
大
き
く
向
上
し

た
。
一
方
で
は

“C
ritical

A
ssessm

en
ts”

、

“C
aseb

o
o

k
”

、

“D
ickensian”

な
ど
に
論
文
が
掲
載
さ
れ
、
海
外
で
開
か
れ
る
学
会
に

は
参
加
が
相
次
ぎ
、
英
米
の
主
だ
っ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
学
者
が
日
本
を
訪

ね
、
講
演
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
誇
ら
し
い
活

動
も
、
日
本
支
部
が
あ
り
、
支
部
の
活
動
を
通
し
て
会
員
が
相
互
に
デ

ィ
ケ
ン
ズ
理
解
を
深
め
合
う
こ
と
が
で
き
た
お
か
げ
で
あ
る
と
思
う
。

三
〇
年
前
に
支
部
設
立
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
一
六
名
の
な
か
に
は
、

す
で
に
物
故
者
と
な
ら
れ
た
方
も
い
る
。
私
た
ち
の
記
憶
の
確
か
な
う



ち
に
そ
の
方
々
の
お
名
前
を
こ
こ
に
記
し
、
高
邁
な
思
い
と
努
力
に
対

し
て
深
い
感
謝
の
意
を
捧
げ
た
い
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
東
京
支
部
設
立
発
起
人

（
一
九
七
〇
年
一
一
月
）

青
木
雄
造

安
藤
一
郎

市
川
又
彦

入
江
勇
起
男

内
山
正
平

大
庭
　
勝

小
池
　
滋

桜
庭
信
之

鈴
木
幸
夫

高
見
幸
郎

田
辺
昌
美

中
島
文
雄

宮
崎
孝
一

山
田
和
男

山
本
忠
雄

米
田
一
彦

支
部
長
辞
任
の
弁

O
n

R
esigning

the
Secretaryship

小
　
池
　
　
　
滋

宮
崎
孝
一
初
代
日
本
支
部
長
の
後
任
と
し
て
、
し
ば
ら
く
の
間
二
代

目
支
部
長
の
仕
事
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
前
任
者
の
宮
崎
先

生
が
レ
ー
ル
を
敷
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
先
例
を
確
立
し
て
下
さ
っ

た
の
で
、
私
と
し
て
は
そ
の
上
で
事
故
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
、
安
全
運
転

を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
ほ
と
ん
ど
苦
労
も
心
配

も
な
く
、
気
楽
に
構
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
皆
さ

ん
か
ら
自
発
的
な
協
力
の
手
を
さ
し
伸
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

と
て
も
助
か
り
ま
し
た
。

私
が
頭
を
悩
ま
し
た
こ
と
と
い
っ
た
ら
、
毎
年
の
秋
、
私
の
大
学

か
、
あ
る
い
は
他
の
東
京
の
大
学
で
開
か
れ
た
恒
例
の
総
会
の
後
で
、

ど
こ
の
呑
み
屋
で
二
次
会
を
や
る
か
、
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
で
し

た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
作
中
人
物
の
名
を
頂
戴
す
る
と
い
う
僭
越
な
真
似

を
す
る
な
ら
ば
、
私
は
さ
し
ず
め
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ィ
レ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン

男
爵
と
名
乗
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
こ
ん
な
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
、
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
『
ニ
コ

ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』
の
中
に
挿
ま
れ
て
い
る
短
い
物
語
に
登
場
す
る

ド
イ
ツ
の
貴
族
で
す
。
い
か
に
も
ド
イ
ツ
語
風
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
ス

ペ
リ
ン
グ
を
見
れ
ば
、S

w
illenhausen

―
つ
ま
り
「
が
ぶ
飲
み
す
る

家
」
と
い
う
意
味
に
な
る
冗
談
で
す
。）

能
天
気
な
こ
と
を
や
っ
て
来
ま
し
た
が
、
人
間
年
齢

と

し

に
は
勝
て
ま
せ

ん
。
私
も
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
は
六
八
歳
、
東
京
女
子
大
学
を
停
年
で

去
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
後
は
も
う
一
切
の
大
学
と
は
お
さ
ら

ば
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
私
の
大
学
の
研
究
室
に

日
本
支
部
事
務
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
し
ば
ら

く
前
か
ら
、
支
部
長
辞
任
の
意
向
を
洩
ら
し
、
次
の
支
部
長
を
選
ん
で

下
さ
る
よ
う
フ
ェ
ロ
ウ
の
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。

幸
い
し
て
西
條
隆
雄
さ
ん
が
後
任
を
引
き
受
け
て
下
さ
る
こ
と
に
決

ま
り
、
事
務
局
の
仕
事
も
、
会
報
編
集
そ
の
他
の
仕
事
も
、
完
全
に
新

し
い
体
勢
に
受
継
が
れ
ま
し
た
。
私
と
し
て
は
ほ
ん
と
う
に
安
心

―

「
今
ま
で
そ
ん
な
に
心
配
し
て
来
た
の
か
い
？
」
と
い
う
声
が
、
ど
こ

か
ら
か
聞
こ
え
て
来
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が

―
で
、
こ
れ
か
ら
は

一
人
の
フ
ェ
ロ
ウ
・
デ
ィ
ケ
ン
ジ
ア
ン
と
し
て
、
微
力
な
が
ら
も
、
で

き
る
こ
と
を
や
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
シ

ュ
ヴ
ィ
レ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
へ
ご
案
内
す
る
嬉
し
い
仕
事
も
含
め
て
。
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『
荒
涼
館
』
に
お
け
る
隠
喩
と
し
て
の
伝
染
病

C
ontagious

Illness
as

M
etaphor

in
B

leak

H
ouse

中
　
村

隆

一

ブ
リ
ッ
グ
ズ
に
よ
る
と
、
一
八
四
八
年
の
「
公
衆
衛
生
法
」
が
成
立

し
た
前
後
、
人
道
主
義
者
や
政
治
家
の
み
な
ら
ず
、
詩
人
や
芸
術
家
も

ま
た
「
衛
生
に
関
す
る
理
念
」
に
よ
っ
て
大
い
に
啓
発
を
受
け
て
い
る

が
（V

ictorian
C

ities
20

）、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
そ
れ

が
色
濃
く
現
れ
て
い
る
の
が
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
『
荒
涼
館
』（
一
八
五
二

―
三
年
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
的
な
「
衛
生

観
念
が
時
代
を
規
定
し
た
」
に
せ
よ
（A

ge
of

Im
provem

ent
335

）、

公
衆
衛
生
の
思
想
は
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
疫
病
の
伝
播

形
態
を
め
ぐ
る
議
論
を
取
っ
て
み
て
も
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
有
名
な

「
悪
臭
説
（“m

iasm
atism

”

）」
は
支
配
的
に
は
な
ら
ず
、
諸
説
が
混
在

し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
事
例
が
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
メ
イ
ヒ
ュ
ー
の
「
下
水
ハ
ン
タ
ー
」
と
題
す
る
記
事
で
あ

る
。
下
水
ハ
ン
タ
ー
と
は
、
下
水
道
の
泥
の
中
か
ら
、
銅
釘
、
鉄
く

ず
、
コ
イ
ン
、
ロ
ー
プ
、
骨
な
ど
を
拾
い
、
売
る
人
た
ち
で
あ
り
、
メ

イ
ヒ
ュ
ー
は
「
下
水
ハ
ン
タ
ー
た
ち
は
、
時
間
の
大
半
を
下
水
か
ら
生

じ
る
有
害
な
蒸
気
の
中
で
過
ご
し
て
い
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
彼
ら

は
頑
健
で
た
く
ま
し
く
健
康
的
で
、
た
い
が
い
は
血
色
が
す
こ
ぶ
る
よ

い
」（M
ayhew

152

）
と
述
べ
、
疫
病
の
原
因
は
悪
臭
そ
の
も
の
で
あ

る
と
す
る
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
一
派
の
悪
臭
説
を
否
定
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
事
例
は
、
一
九
世
紀
の
有
力
な
医
学
雑
誌
『
ラ
ン
セ
ッ

ト
』
の
一
八
五
三
年
の
記
事
で
、
疫
病
の
中
で
も
特
に
、
コ
レ
ラ
を
取

り
上
げ
、「
コ
レ
ラ
の
原
因
に
関
し
て
、
我
々
は
、
様
々
な
憶
測
の
渦

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
記
事
に
よ
る
と
、
コ
レ
ラ
の
原

因
と
し
て
、
悪
臭
の
み
な
ら
ず
、
黴
、
昆
虫
、
電
気
的
な
不
調
、
新
鮮

な
空
気
の
欠
如
、
病
人
の
排
泄
物
、
な
ど
少
な
く
と
も
六
つ
の
説
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（W

ood
119

）。
つ
ま
り
、
疫
病
因
果
論
全
体
の

言
説
に
占
め
る
度
合
い
に
関
し
て
は
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
悪
臭
説

は
、
六
分
の
一
の
比
重
し
か
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
公
衆
衛
生
に
お
け
る
混
乱
し
た
病
因
学
（“etiology”

）

の
状
況
を
、「
一
八
五
二
年
の
寓
話
」（B

utt
179

）
と
称
さ
れ
た
『
荒

涼
館
』
は
反
映
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
疫
病
の
伝
播
形
態
に
関
す
る
二

大
学
説
で
あ
っ
た
悪
臭
説
と
接
触
感
染
説
は
、
小
説
に
お
け
る
汚
濁

の
中
心
と
な
る“T

om
-all-A

lone’s”

を
描
い
た
第
46
章
の
冒
頭
部
に
現

れ
て
い
る
。

し
か
し
ト
ム
は
仕
返
し
を
す
る
。
風
で
す
ら
が
彼
の
使
者
と
な
り
、

こ
の
暗
黒
の
時
間
に
彼
の
た
め
に
働
く
。
ト
ム
の
穢
れ
た
血
の
一

滴
は
、
必
ず
や
、
ど
こ
か
に
接
触
し
、
伝
染
す
る
。

―
（
中
略
）

―
ト
ム
の
一
粒
の
ヘ
ド
ロ
が
、
ト
ム
が
生
活
し
て
い
る
場
所
の

一
立
方
イ
ン
チ
の
死
を
も
た
ら
す
空
気
が
、
猥
褻
な
ト
ム
と
、
ト
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ム
の
堕
落
が
、
彼
の
無
知
と
邪
悪
が
、
ト
ム
の
罪
深
い
野
蛮
さ
が
、

す
べ
て
復
讐
を
遂
げ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
社
会
の
す
べ
て
の
階

層
を
す
り
抜
け
、
こ
の
上
な
く
傲
慢
な
者
へ
、
そ
し
て
限
り
な
く

高
貴
な
者
へ
と
伝
わ
っ
て
い
く
。
汚
し
、
略
奪
し
、
む
し
り
取
り
、

ト
ム
は
間
違
い
な
く
、
復
讐
を
果
た
す
。（B

leak
H

ouse
568

）

こ
の
段
落
を
貫
く
の
は
ま
さ
に
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
的
な
思
想
で
あ

る
。
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
「
腐
敗
物
質
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
汚
れ
た
空

気
の
た
め
に
、
疫
病
、
風
土
病
、
そ
し
て
他
の
様
々
な
病
が
、
主
と
し

て
労
働
者
階
級
の
間
に
生
じ
、
悪
化
し
、
広
ま
る
」(C

hadw
ick

422)

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
公
衆
衛
生
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
貧
民

を
救
う
と
い
う
大
義
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
な
い
と
、
富
め
る
中

産
階
級
の
人
間
が
巻
き
添
え
を
食
い
、
共
倒
れ
す
る
と
い
う
危
惧
の
観

念
で
あ
っ
た
（D

isease,M
ecdicine

and
Society

33

）。『
荒
涼
館
』
の

引
用
部
は
、
ス
ラ
ム
に
生
じ
る
害
悪
が
社
会
全
体
に
広
が
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
点
で
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
と
軌
を
一
に
す
る

が
、
相
違
点
は
、
病
ま
た
は
穢
れ
の
伝
播
形
態
に
関
す
る
説
明
で
あ

る
。
ト
ム
の
使
者
で
あ
る
「
風
」、「
死
を
も
た
ら
す
気
体
」
な
ど
の
表

現
は
、
明
ら
か
に
、
悪
臭
説
を
代
弁
す
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
病

に
は
種
が
あ
り
そ
れ
が
接
触
を
通
し
て
伝
染
す
る
と
考
え
た
接
触
感
染

説
へ
の
明
確
な
言
及
も
あ
る
。「
穢
れ
た
ト
ム
の
血
の
一
滴
」
や
「
ト

ム
の
一
粒
の
ヘ
ド
ロ
」
が
そ
の
「
種
」
に
相
当
す
る
。

伝
染
病
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
の
混
乱
し
た
状
況
は
、
小
説
の
語
り
手

で
あ
る
エ
ス
タ
に
お
い
て
も
現
れ
る
。
小
説
に
お
け
る
疫
病
は
天
然
痘

で
あ
る
が
、
こ
の
病
は
人
か
ら
人
へ
と
「
接
触
」
を
通
し
て
感
染
す

る
。
ま
ず
、
ス
ラ
ム
の
孤
児
ジ
ョ
ー
が
天
然
痘
に
冒
さ
れ
、
ジ
ョ
ー
の

世
話
を
し
た
侍
女
の
チ
ャ
ー
リ
ー
が
罹
患
す
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
の
病
が

癒
え
る
と
、
今
度
は
、
看
病
し
て
い
た
エ
ス
タ
が
倒
れ
る
。
し
か
し
、

接
触
感
染
説
に
忠
実
な
エ
ス
タ
は
、
自
分
が
い
つ
天
然
痘
に
冒
さ
れ
た

の
か
を
語
る
時
、
悪
臭
説
に
傾
く
。
エ
ス
タ
の
言
葉
に
従
う
な
ら
、
彼

女
が
「
そ
れ
に
か
か
っ
た
（B

leak
H

ouse
400

）」
の
は
、
荒
涼
館
の

外
に
出
て
、
空
を
見
上
げ
た
瞬
間
で
あ
る
。
こ
の
直
後
、
彼
女
は
病
に

臥
し
た
ジ
ョ
ー
を
訪
れ
、
部
屋
の
不
健
康
な
悪
臭
に
驚
き
、「
そ
の
場

所
の
空
気
は
い
っ
そ
う
息
苦
し
く
、
不
健
康
な
、
異
様
な
臭
い
が
し

た
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
エ
ス
タ
の
語
り
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
疫
病
の
原
因
を
め
ぐ
る
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
の
中
に

封
じ
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
荒
涼
館
』
が
、
チ
ャ
ド
ウ

ィ
ッ
ク
の
公
衆
衛
生
の
思
想
を
単
に
な
ぞ
る
小
説
で
は
な
か
っ
た
こ
と

の
一
つ
の
証
し
で
あ
る
。

二

次
に
考
察
す
る
の
は
、
エ
ス
タ
の
罹
る
天
然
痘
の
象
徴
的
意
味
に
つ

い
て
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
然
痘
＝sm

allpox

と
い
う
具
体
的
な
名
辞

は
小
説
に
お
い
て
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
な
病
名
が
明
か

に
さ
れ
な
い
の
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
お
い
て
は
常
套
的
で
あ
る
と
い

え
、
彼
に
あ
っ
て
は
病
気
は
現
実
と
い
う
よ
り
も
、
プ
ロ
ッ
ト
に
大
き

な
転
換
を
与
え
る
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
ド
ン
ビ
ー
父

子
商
会
』
で
ポ
ー
ル
は
正
体
不
明
の
病
で
夭
折
し
、『
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
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ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』
で
は
ド
ー
ラ
は
原
因
不
明
の
ま
ま
衰
弱
を
始

め
、
あ
っ
と
い
う
間
に
死
ぬ
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
お
い
て
病
気
と
死
は
一

つ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
終
結
さ
せ
、
新
た
な
プ
ロ
ッ
ト
を
導
入
す
る
方
策
で

も
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
荒
涼
館
』
の
天
然
痘
は
二
つ
の
点
で
特
異
で

あ
る
。
一
つ
は
、
天
然
痘
は
具
体
名
が
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
天
然

痘
と
特
定
し
う
る
状
況
は
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
め

は
、
こ
の
病
は
死
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
天
然
痘
は
死
で
は

な
く
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
エ
ス
タ
に
瘢
痕
を
も
た
ら
し
、
彼
女
と
医
師
の
ウ

ッ
ド
コ
ー
ト
の
間
の
結
婚
へ
至
る
プ
ロ
ッ
ト
を
作
り
出
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ト
ム
・
オ
ー
ル
・
ア
ロ
ー
ン
ズ
か
ら
始
ま
る
『
荒
涼

館
』
の
天
然
痘
は
、
穢
れ
た
ス
ラ
ム
を
象
徴
す
る
病
気
の
は
ず
で
あ
る

が
、
一
九
世
紀
中
葉
の
ス
ラ
ム
を
象
徴
す
る
恐
ろ
し
い
病
と
い
え
ば
、

「
貧
者
の
病
」
と
呼
ば
れ
た
チ
フ
ス
や
「
青
い
恐
怖
」
と
畏
怖
さ
れ
た

コ
レ
ラ
で
あ
り
、
天
然
痘
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
天
然
痘
は
、
一
八

〇
三
年
に
、「
王
立
ジ
ェ
ン
ナ
ー
協
会
」
が
発
足
し
て
以
来
、
致
死
率

が
劇
的
に
低
下
し
て
お
り
、
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
い
わ
ば
安
全
な

疫
病
に
変
わ
っ
て
い
た
（B
enefi

t276-77

）。
で
は
な
ぜ
、
エ
ス
タ
の

病
は
ス
ラ
ム
と
連
想
さ
れ
る
チ
フ
ス
や
コ
レ
ラ
で
は
な
く
、
さ
ら
に
一

九
世
紀
最
大
の
死
の
病
で
あ
っ
た
結
核
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ソ
ン
タ
グ
は
結
核
が
「
美
化
さ
れ
た
死
」
を
も
た
ら
す
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
な
病
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
エ
ス
タ
は
死
ん
で
悲
劇
的

に
美
化
さ
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、
喜
劇
の
枠
の
中
で
結
婚

に
至
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
造
型
さ
れ
た
た
め
に
、
死
を
も
た
ら
す
結
核

は
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
排
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
危
険
き
わ
ま

る
コ
レ
ラ
や
チ
フ
ス
も
回
避
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
コ
レ
ラ
や
チ
フ
ス

は
劇
症
を
伴
い
「
人
間
の
尊
厳
を
奪
う
死
」
を
も
た
ら
し
た
た
め
に
、

徳
性
の
高
い
エ
ス
タ
に
ふ
さ
わ
し
い
病
気
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ス
タ
の
罹
る
病
は
、
伝
染
病
で
あ
る

こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
的

な
公
衆
衛
生
の
思
想
を
少
な
く
と
も
一
面
に
お
い
て
標
榜
す
る
こ
の
小

説
は
、
穢
れ
た
ス
ラ
ム
が
恐
ろ
し
い
伝
染
病
の
巣
で
あ
り
、
そ
の
伝
染

病
は
階
級
の
壁
を
す
り
抜
け
、
社
会
全
体
を
冒
す
と
い
う
象
徴
的
意
味

を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
エ
ス
タ
が

美
化
さ
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
彼
女
の
病
は
、
穢

れ
を
直
接
的
に
惹
起
し
た
り
、
死
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
伝
染
病
は
不
適

切
だ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
残
る
伝
染
病
は
一
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
は
、

一
九
世
紀
前
半
の
種
痘
の
普
及
に
よ
り
安
全
な
伝
染
病
に
転
じ
て
い
た

天
然
痘
で
あ
る
。
作
者
は
、
さ
ら
に
こ
の
病
の
特
性
で
あ
る
顔
に
瘢
痕

を
残
す
と
い
う
性
質
を
効
果
的
に
使
い
、
エ
ス
タ
の
あ
ば
た
顔
を
容
認

で
き
る
か
と
い
う
問
い
を
ウ
ッ
ド
コ
ー
ト
に
突
き
つ
け
、
彼
の
愛
の
真

実
を
確
か
め
る
試
金
石
と
し
、
エ
ス
タ
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ッ
ド
コ
ー
ト

の
徳
性
を
計
量
す
る
手
段
と
し
て
い
る
。
ソ
ン
タ
グ
は
、
病
は
「
自
己

を
超
越
す
る
」
機
会
を
与
え
る
と
述
べ
、
ま
た
ベ
イ
リ
ン
は
、
病
気
や

病
室
が
、
恋
人
同
士
を
結
び
つ
け
る
橋
渡
し
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
が
、
天
然
痘
は
エ
ス
タ
と
ウ
ッ
ド
コ
ー
ト
に
と
っ
て
、
結
婚
と
い

う
物
語
の
大
団
円
に
飛
躍
す
る
た
め
の
「
通
過
儀
礼
」
の
場
を
提
供
し

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
劣
悪
な
衛
生
環
境
を
象
徴
す
る
「
伝

染
病
」
に
罹
患
し
、
あ
ば
た
と
い
う
瘢
痕
に
よ
っ
て
、
伝
染
病
の
恐
怖
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を
自
己
の
中
に
閉
じ
こ
め
る
エ
ス
タ
の
行
為
に
は
、
明
ら
か
に
、
原
型

（“arcehtype”

）
と
し
て
の
受
難
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
彼

女
の
あ
ば
た
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
「
聖
痕
（“stigm

ata”

）」

を
追
体
験
し
て
い
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
文
学
に
頻
出
す
る
犠
牲
者
と
し
て

描
か
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
存
在
は
こ
う
し
て
常
に
美
化
さ
れ
る
受
難
の
イ

エ
ス
を
憧
憬
し
て
お
り
、
こ
の
文
脈
で
見
る
な
ら
、
結
婚
で
終
わ
る

『
荒
涼
館
』
は
悲
劇
の
相
貌
を
呈
し
て
く
る
。
小
説
が
全
体
と
し
て
陰

鬱
な
印
象
を
与
え
る
の
は
こ
の
た
め
で
も
あ
る
。

※
本
稿
は
日
本
英
文
学
会
第
71
回
大
会
で
の
筆
者
の
発
表
「『
荒
涼
館
』
と
伝
染

病

―
公
衆
衛
生
と
隠
喩
と

―
」
を
も
と
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
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デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
軍
人

T
he

M
ilitary

M
an

in
D

ickens

川
　
澄
　
英
　
男

『
ア
メ
リ
カ
紀
行
』
を
読
ん
で
い
て
と
り
わ
け
印
象
に
残
る
の
は
、

数
少
な
い
賛
辞
の
う
ち
、
と
く
に
ウ
ェ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
に
与
え
ら
れ
た

賞
賛
の
言
葉
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
カ
ー
教
徒
の
村
を
訪
れ
、
そ
の
不
自
然
な
ま
で
に
禁
欲
的
な

生
活
に
失
望
し
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
シ
ェ
ー
カ
ー
ズ
の
ド
グ
マ
に
従
え

ば
、「
日
々
は
た
だ
墓
へ
の
細
々
と
し
た
道
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
」
と
そ
の
偽
善
的
な
生
き
方
を
強
く
非
難
し
、
早
々
に
村
を
後
に
す

る
。
そ
の
反
動
な
の
だ
ろ
う
か
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
の
帰
路
デ
ィ
ケ
ン

ズ
は
ウ
ェ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
に
立
ち
寄
り
、
な
ん
と
そ
こ
に
二
泊
も
し
て

い
る
。
帰
国
を
翌
日
に
控
え
て
の
こ
と
で
あ
り
、
シ
ン
シ
ナ
チ
や
セ
ン

ト
ル
イ
ス
な
ど
の
主
要
な
都
市
で
さ
え
、
せ
い
ぜ
い
二
日
か
ら
四
日
の

滞
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
「
長
さ
」
に
は
驚
か
さ
れ

る
。
し
か
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
た
だ
単
に
「
二
泊
し
た
」
と
い
う
代
わ

り
に
　“

...atW
est

P
oint,w

here
w

e
rem

ained
thatnight,and

all

nextday,and
the

nextnighttoo.”

と
記
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ポ
イ

ン
ト
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
並
々
な
ら
ぬ
印
象
を
与
え
た
町
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
麗
し
の
地
、
ハ
ド
ソ
ン
川
の
水
面
の
輝
き
を
眼
下
に
、
深

く
緑
に
包
ま
れ
遥
か
彼
方
を
見
渡
す
ア
メ
リ
カ
陸
軍
士
官
学
校

―

「
士
官
学
校
が
建
つ
地
と
し
て
こ
れ
以
上
美
し
く
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
所
は
な
い
」
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
断
言
し
て
い
る
。
六
月
の
妙
な
る
風

光
と
威
厳
に
満
ち
た
陸
軍
士
官
学
校
が
一
つ
に
溶
け
合
っ
て
、
デ
ィ
ケ

ン
ズ
の
感
性
を
捉
え
た
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
感
動
さ
せ

た
士
官
学
校
と
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
と
っ
て
一
体
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
異
国
を
行
く
旅
は
ス
ト
レ
ス
に
満
ち
た
旅
で
あ
っ

た
。
こ
の
不
便
極
ま
り
な
い
、
学
び
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
半
ば
義
務
感
を
帯
び
た
旅
を
よ
う
や
く
終
え
て
カ
ナ
ダ
、
即
ち
「
イ

ギ
リ
ス
」
側
へ
入
ろ
う
と
し
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
ま
ず
ナ
イ
ア
ガ
ラ
瀑

布
を
訪
れ
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
へ
の
手
紙
に
は
、
そ
の
時
の
気
持
ち
を

表
わ
す
の
に
、日
付
の
下
の
発
信
地
を
示
す「
ナ
イ
ア
ガ
ラ
瀑
布
!!!
（
イ

ギ
リ
ス
側
に
て
）」
の
「
イ
ギ
リ
ス
」
の
下
に
、
な
ん
と
一
〇
回
の
ア

ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
い
て
い
る
。
や
っ
と
「
本
国
」
に
戻
れ
た
と
い
う

大
い
な
る
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ

国
内
の
旅
が
い
か
に
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
自
ず
と
理
解
さ
れ

る
。
そ
し
て
瀑
布
を
見
た
時
の
感
動
と
こ
う
し
た
気
分
の
高
揚
か
ら
な

の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
時
た
ま
た
ま
一
緒
に
居
合
わ
せ
た
二
人
の
イ
ギ
リ

ス
軍
士
官
に
言
及
し
て
、“(ah!

w
hatgentlem

en,w
hatnoblem

en
of

nature
they

seem
ed)”

と
我
知
ら
ず
感
動
し
て
い
る

―
デ
ィ
ケ
ン
ズ

の
目
に
入
っ
た
事
象
は
無
数
に
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
と
さ
ら
イ
ギ
リ

ス
士
官
の
姿
が
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

ナ
イ
ア
ガ
ラ
を
訪
れ
る
に
あ
た
っ
て
「
今
朝
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
か
ら
こ

こ
へ
来
る
時
ほ
ど
興
奮
し
て
い
た
の
は
生
ま
れ
て
初
め
て
の
こ
と
で
し

た
」
と
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
語
っ
て
い
る
が
、
圧
倒
的
な
創
造
の
奇
跡
を

– 10 –



前
に
、
精
神
的
に
異
常
な
興
奮
状
態
を
体
験
し
て
い
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ

が
、
い
わ
ば
心
的
に
無
防
備
な
状
況
の
中
で
発
す
る
士
官
へ
の
賛
辞
だ

け
に
、
な
お
さ
ら
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
心
の
一
層
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

が
表
出
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
心
の
奥
に
大
切
に
と
っ
て
お
い
た
ポ

ー
ツ
マ
ス
の
、
そ
し
て
チ
ャ
タ
ム
の
か
げ
り
の
な
い
幼
少
の
頃
の
思
い

出

―
規
律
正
し
く
行
進
す
る
将
兵
、
颯
爽
と
繰
り
広
げ
ら
れ
る
攻
撃

と
防
御
の
訓
練
、
士
官
の
子
供
た
ち
の
興
じ
る
戦
争
ご
っ
こ
、
そ
し
て

ギ
ャ
ツ
ヒ
ル
邸
へ
の
小
旅
行
、
心
行
く
ま
で
の
読
書
、
広
が
る
青
い
海

―
を
意
識
の
底
で
想
起
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
実
に
「
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦
争
」
か
ら
国
土
を
守
り
、
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
大
英
帝
国
と
し

て
の
発
展
を
可
能
に
し
た
の
は
、
正
に
こ
の
海
軍
で
あ
り
、
軍
人
の
力

だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
幼
少
期
に
受
け
た
「
イ
ン
プ
リ

ン
ト
」
が
、
図
ら
ず
も
ナ
イ
ア
ガ
ラ
で
、「
自
然
の
貴
族
」
を
思
わ
せ

る
士
官
の
姿
に
そ
の
対
象
を
得
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
を
旅
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
目
に
多
く
が
批
判
的
に
映
ら
ざ

る
を
得
な
い
状
況
の
中
で
、
ウ
ェ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
に
注
が
れ
る
熱
い
眼

差
し
と
そ
れ
に
対
す
る
異
例
な
ま
で
の
賞
賛
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
ウ
ェ

ス
ト
ポ
イ
ン
ト
に
、
ア
メ
リ
カ
も
イ
ギ
リ
ス
も
な
い
己
の
心
の
一
部
を

見
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
麗
し
の
士
官
学
校
、
自
然
の
貴
族
と
見
え
る

士
官
た
ち
、
カ
ナ
ダ
各
地
で
受
け
る
軍
高
官
か
ら
の
厚
い
も
て
な
し
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
劇
を
見
に
集
ま
る
威
風
堂
々
た
る
正
装
の
軍
人
た
ち

―
短
い
『
ア
メ
リ
カ
紀
行
』
で
は
あ
る
が
、
何
故
か
軍
入
の
イ
メ
ー

ジ
が
読
む
者
の
心
に
残
る
の
で
あ
る
。

– 11 –

デ
ィ
ケ
ン
ズ
祭

V
isiting

the
D

ickens
Festival

伊
　
藤
　
廣
　
里

私
は
長
年
に
わ
た
っ
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
祭
を
一
度
は
見
物
し
た
い
も

の
だ
と
願
望
し
て
い
た
。
現
役
時
代
は
な
か
な
か
そ
の
時
間
が
持
て
な

か
っ
た
。

二
年
前
に
私
は
大
学
を
定
年
退
職
し
た
。
そ
れ
で
自
由
な
身
と
な

り
、
時
間
的
余
裕
も
出
来
た
の
で
、
本
年
の
六
月
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
祭
を

見
物
す
る
た
め
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
へ
お
も
む
い
た
。

ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
駅
に
着
い
た
時
、
私
は
驚
嘆
し
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

朝
時
代
の
衣
装
を
つ
け
た
女
性
た
ち
が
、
駅
頭
か
ら
町
の
中
心
部
へ

と
、
歩
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

道
路
に
は
車
は
一
台
も
走
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
完
全
な
る
歩
行

者
天
国
に
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

街
路
の
低
空
に
は
、
ブ
ル
ー
の
布
地
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ

ヴ
ァ
ル
と
白
い
文
字
で
、
ク
ッ
キ
リ
と
書
か
れ
た
横
断
幕
が
吊つ

る

さ
れ
て

い
た
。

そ
の
幕
の
下
を
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
風
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
つ
け
た

女
性
や
男
性
が
気
取
り
に
気
取
っ
て
歩
い
て
ゆ
く
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
作

品
群
に
登
場
す
る
多
く
の
性
格
も
、
歩
い
て
ゆ
く
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。警

察
隊
、
消
防
隊
、
バ
グ
パ
イ
プ
隊
が
、
笛
を
吹
い
た
り
、
ド
ラ
ム
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を
叩
い
た
り
し
て
、
堂
々
と
闊
歩
し
て
ゆ
く
。
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
の
フ
ェ

ロ
ウ
シ
ッ
プ
会
員
も
、
そ
の
プ
ラ
カ
ー
ド
を
か
ざ
し
て
進
ん
で
ゆ
く
。

店
屋
の
通
り
側
の
二
階
の
窓
か
ら
、
見
物
客
が
首
を
出
し
た
り
、
ま

た
両
足
を
投
げ
出
し
た
り
し
て
そ
の
パ
レ
ー
ド
を
眺
め
て
い
る
。

古
城
の
下
ま
で
そ
の
パ
レ
ー
ド
は
続
く
。

古
城
下
の
広
場
に
は
沢
山
の
模
擬
店
が
出
て
い
る
。
店
か
ら
、
フ
ラ

イ
ド
ポ
テ
ト

や
ウ
イ
ン
ナ

ー
や
ド
リ
ン

ク
を
求
め
て
、

見
物
客
の
多

く
が
広
場
の

芝
生
の
上
に

座
っ
て
食
べ

た
り
飲
ん
だ

り
し
て
い
る
。

時
々
、
こ

ぬ
か
雨
が
降

っ
て
く
る
。

彼
ら
は
少
し

も
慌
て
な
い
。

私
は
帰
途
、

タ
ウ
ン
・
セ

ン
タ
ー
に
入

っ
て
、『
デ
ア
・

オ
ー
ル
ド
・
パ

ル
ズ
』
と
い
う

コ
ミ
カ
ル
の
寸

劇
を
見
た
。

夫
々
、
昔
の
衣

裳
を
着
た
一
人

の
中
年
男
性

と
、
二
人
の
中

年
女
性
が
演
ず

る
の
で
あ
る
。

そ
の
劇
の
途
中

で
、
役
者
た
ち

は
楽
し
い
昔
の

歌
を
う
た
う
。

す
る
と
見
物
客

も
そ
れ
に
合
わ

せ
て
懐
か
し
げ

に
う
た
う
。

―
歌
は
み
ん
な
み
ん
な
私
の
知
ら
な
い
歌
ば
か
り
だ

が
、
私
は
何
故
か
伝
統
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
も
の
を
、
ひ
し
ひ
し
と

感
ず
る
の
で
あ
っ
た
。

雨
が
本
降
り
と
な
る
。

私
は
傘
を
さ
し
て
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
駅
に
向
か
っ
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
祭

を
見
物
し
て
か
ら
、
そ
の
近
郊
や
ロ
ン
ド
ン
に
帰
る
人
々
で
駅
頭
は
物

バグパイプ隊のパレード　伊藤撮影

街路上の横断幕　伊藤撮影



凄
い
雑
踏
を
呈
し
て
い
た
。

―
帰
り
の
汽
車
の
中
で
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の

だ
な
と
私
は
痛
感
す
る
の
で
あ
っ
た
。

沿
線
の

濃
い
緑
の

繁
み
の
中

で
、
ニ
ワ

ト
コ
が
白

い
花
を
つ

け
て
い
る
。

ま
た
フ
ジ

ウ
ツ
ギ
の
、

筒
状
の
紫

色
の
花
も

私
の
目
に

入
っ
て
く

る
。デ

ィ
ケ

ン
ズ
の
命

日
の
六
月

九
日
の
夕

刻
、
デ
ィ

ケ
ン
ズ
の

法
要
が
、
ウ
ェ
ス

ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・

ア
ビ
ー
の
ポ
エ
ッ

ツ
コ
ー
ナ
ー
で
行

わ
れ
た
。

私
は
す
で
に
デ

ィ
ケ
ン
ズ
の
墓
参

は
済
ま
せ
て
は
い

た
が
、
ロ
ン
ド
ン

大
学
、
バ
ー
ク
ベ

ッ
ク
・
コ
レ
ジ
の

マ
イ
ケ
ル
・
ス
レ

ー
タ
ー
先
生
の
勧

め
も
あ
っ
た
の

で
、
再
度
出
掛
け

て
そ
の
法
要
に
出

席
す
る
栄
に
浴
し
た
。

出
席
し
た
デ
ィ
ケ
ン
ジ
ア
ン
は
、
お
よ
そ
八
〇
名
ほ
ど
で
あ
り
、
ス

レ
イ
タ
ー
先
生
の
親
友
、
ト
ニ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
先
生
が
私
の
隣
り
の

席
に
坐
ら
れ
、
度
々
暖
か
い
言
葉
を
私
に
か
け
て
下
さ
っ
た
。

そ
の
式
の
メ
イ
ン
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
支
部
の
ク
ラ
ー
レ
ン
ス
・
ジ
ャ

ク
マ
ン
氏
の
講
演
で
あ
っ
た
。

氏
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
多
面
性
、
即
ち
小
説
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

俳
優
・
社
会
改
良
家
等
と
し
て
の
面
を
静
か
に
語
ら
れ
た
。
氏
は
老
デ
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ィ
ケ
ン
ジ
ア
ン
と
い
う
お
方
で
あ
り
、
そ
の
講
演
の
内
容
は
堅
実
で
あ

っ
た
。

講
演
終
了
後
、
ギ
ャ
ッ
ズ
ヒ
ル
校
の
生
徒
さ
ん
の
コ
ー
ラ
ス
や
、
墓

前
へ
の
献
花
が
あ
っ
て
、
そ
の
法
要
は
終
わ
っ
た
。
簡
素
な
も
の
で
あ

っ
た
。

私
が
ア
ビ
ー
の
外
に
出
た
時
、
も
う
ゆ
う
に
七
時
を
ま
わ
っ
て
は
い

た
と
思
う
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
空
は
真
昼
の
よ
う
に
ま
だ
明
る
か
っ
た
。

ア
ビ
ー
西
門
前
の
大
通
り
は
、
車
や
観
光
客
の
群
れ
で
輻
輳
ふ
く
そ
う

し
て
い
た
。

私
は
皆
と
別
れ
て
か
ら
、
何
処
に
も
寄
ら
ず
、
タ
ク
シ
ー
を
拾
い
、

至
福
な
気
持
に
な
っ
て
、
私
の
ロ
ン
ド
ン
の
宿
で
あ
る
マ
ー
ブ
ル
ア
ー

チ
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
向
か
っ
た
。

合
掌

（
平
成
十
一
年
八
月
三
十
日
稿
了
）
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デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
、
ヨ
ー
ク

大
会
に
参
加
し
て

T
he

93rd
D

ickens
F

ellow
ship

International

C
onference

木
　
村
　
英
　
紀

ヨ
ー
ク
市
のT

he
U

niversity
C

ollege
of

R
ipon

and
Y

ork
S

t.John

を
会
場
と
し
て
、
七
月
一
六
日
か
ら
二
一
日
に
か
け
て
第
九
二
回
デ
ィ

ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
国
際
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ク
支
部

が
主
催
し
た
も
の
で
、
参
加
者
は
約
一
三
〇
名
。
イ
ギ
リ
ス
の
各
支
部

か
ら
の
参
加
者
が
大
部
分
で
、
他
に
ア
メ
リ
カ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン

ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
タ
リ
ア
（
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
の
支
部
は
な
い

が
）、
南
ア
フ
リ
カ
、
日
本
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
数
名
が
参
加
し
た
。

私
事
に
わ
た
る
が
、
私
の
勤
務
校
は
ま
だ
夏
休
み
に
入
っ
て
お
ら

ず
、
前
期
試
験
に
か
か
る
日
程
で
は
あ
っ
た
が
、
思
い
切
っ
て
参
加
し

て
み
た
。
た
っ
た
一
枚
の
案
内
状
で
は
あ
っ
た
が
、
日
本
支
部
の
春
季

大
会
へ
の
案
内
状
に
同
封
さ
れ
て
い
た
紙
片
が
、
日
々
校
務
と
授
業
に

追
わ
れ
て
い
た
私
に
は
、
十
分
に
魅
力
的
で
抗
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
大
会
の
案
内
状
が
送
ら
れ
て
き
た
の

は
初
め
て
の
こ
と
だ
と
思
う
が
、
案
内
状
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
支
部
の

関
係
者
の
方
々
に
は
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
と
は
い
え
、
申
し
込
み
の

締
め
切
り
が
六
月
一
日
だ
っ
た
の
で
、
五
月
中
旬
に
は
参
加
す
る
か
ど



う
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
た
し
、
参
加
費
の
送
付
や
旅
程
の
手
配
に
は
多

少
の
手
間
が
か
か
っ
た
。
全
く
の
出
不
精
で
、
校
務
以
外
に
は
あ
ま
り

海
外
に
出
た
こ
と
が
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
今
回
が
初
め
て
と
い
う
私

に
と
っ
て
は
、
か
な
り
の
緊
張
感
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
の
参
加
で
あ
っ

た
。し

か
し
、
実
際
に
会
場
の
大
学
に
着
い
て
み
る
と
、
ヨ
ー
ク
支
部
の

方
々
の
暖
か
い
歓
迎
を
受
け
、
ま
た
、
寮
の
一
室
に
乱
雑
に
旅
装
を
解

い
た
後
に
、
ハ
イ
・

テ
ィ
ー
を
頂
き
に
大

学
の
食
堂
（
日
本
の

大
学
の
学
食
と
は
違

い
、
大
き
な
レ
ス
ト

ラ
ン
と
で
も
い
っ
た

も
の
で
、
バ
ー
も
食

堂
の
隣
に
あ
っ
た
の

が
嬉
し
か
っ
た
）
に

行
く
と
、
周
り
の
参

加
者
が
気
軽
に
声
を

掛
け
て
く
れ
て
、
緊

張
感
が
徐
々
に
薄
れ

て
い
っ
た
。

こ
の
『
会
報
』
の

第
一
九
号
で
、
北
條

先
生
が
ポ
ー
ツ
マ
ス

で
の
第
九
〇
回
大
会

に
参
加
し
た
と
き
の
印
象
を
書
い
た
文
章
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で

重
複
は
避
け
る
が
、
私
も
参
加
し
て
み
て
は
じ
め
て
、
イ
ギ
リ
ス
の

D
ickens

Fellow
ship

の
メ
ン
バ
ー
が
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
な
の
か
を
知

っ
て
、
少
々
面
食
ら
っ
た
。
参
加
者
の
な
か
で
研
究
者
は
少
な
く
、
大

半
は
老
齢
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
愛
好
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
現
役
の
仕
事
か
ら

引
退
し
て
い
る
と
い
う
余
裕
か
ら
だ
ろ
う
か
、
本
当
に
心
や
さ
し
き
デ

ィ
ケ
ン
ジ
ア
ン
た
ち
で
、
か
れ
ら
の
や
さ
し
い
心
配
り
に
随
分
と
救
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
多
く
が
本
物
の
愛
好
者
た
ち

で
、
年
季
が
入
っ
て
い
る
分
、
私
の
よ
う
な
中
途
半
端
に
、
し
か
も
外

国
文
学
と
し
て
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
読
ん
で
い
る
者
に
は
及
び
も
つ
か
な
い

よ
う
な
知
識
や
理
解
力
、
感
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

た
の
は
、
初
日
の
夜
に
催
さ
れ
た“W

elcom
e

and
E

ntertainm
entby

the
(unique)

D
ickens

R
eaders”

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
で
あ
る
が
、
六
十
歳
代
か
ら
七
十
歳
代
前
半
の
デ
ィ
ケ
ン
ジ
ア
ン
た

ち
が
、
凝
っ
た
衣
装
を
身
に
付
け
、
声
量
豊
か
に
、
し
か
も
感
情
を
込

め
て
、
い
く
つ
か
の
作
品
の
名
場
面
を
「
読
む
」
わ
け
で
あ
る
。
三
日

目
の
夜
に
は
、
プ
ロ
の
俳
優
に
よ
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
あ
っ
た
が
、
こ

れ
と
較
べ
て
も
遜
色
の
な
い
よ
う
な
見
事
な
出
来
で
あ
っ
た
。

五
泊
六
日
、
ほ
と
ん
ど
の
参
加
者
が
寮
に
泊
ま
っ
て
、
八
時
の
朝
食

に
た
っ
ぷ
り
と
時
間
を
か
け
て
会
話
を
交
わ
す
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
休
憩
時
間
は
あ
る
も
の
の
、
毎
日
夜
の
十
時
ま
で
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
る
せ
い
か
、
三
日
目
く
ら
い
か
ら
は
参
加
者

が
一
つ
の
大
家
族
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
く
の
が
、
学
会

ら
し
く
な
く
て
、
心
地
よ
か
っ
た
。
日
本
支
部
か
ら
の
参
加
者
が
他
に

四
人
も
い
て
、
殊
に
支
部
長
の
西
條
先
生
に
は
何
く
れ
と
な
く
面
倒
を
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見
て
頂
い
た
の
で
、
そ
う
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
書
く
と
、
大
会
が
全
く
の
親
睦
会
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の

で
、「
学
術
的
」
な
側
面
に
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
講

演
は
六
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず

は
、T

he
D

ickensian

の
編
集
長
で
も
あ
り
、
一
昨
年
来
日
し
て
日
本

支
部
の
総
会
で
も
講
演
を
し
て
我
々
に
も
な
じ
み
の
深
い
、
ケ
ン
ト
大

学
のM

alcolm
A

ndrew
s

教
授
の
講
演
で
あ
る
。
氏
は
、“D

ickens

S
erialization

and
the

D
rip-feed

E
xperience”

と
題
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン

ズ
の
月
刊
分
冊
あ
る
い
は
雑
誌
へ
の
連
載
と
い
う
作
品
の
発
表
形
式

と
、
そ
れ
が
読
者
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果

が
あ
っ
た
か
を
か
な
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
。
次
は
、
こ
れ
も
有
名
な

ロ
ン
ド
ン
大
学
のM

ichaelS
later

教
授
の“D

ickens
and

the
P

oor”

と

題
す
る
講
演
で
、「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
作
家
の
社
会
的
責
任
と
し
て
さ
ま

ざ
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
が
、
彼
の
貧
困
に
対
す
る
恐
怖
は
、
同
時
に

貧
困
か
ら
起
こ
る
革
命
に
対
す
る
恐
怖
で
も
あ
っ
て
、
根
底
に
は
現
状

を
何
と
か
維
持
し
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
作
品
に
触
れ
な
が
ら
の
も
の
だ
っ
た
だ
け
に
説
得
力
が
あ
っ

た
。ま

た
、N

icholas
N

ickleby

中
の“D

otheboys
H

all”

の
校
長
の
モ
デ

ル
と
さ
れ
たW

illiam
S

haw

の
四
代
目
の
孫
に
あ
た
るT

ed
S

haw
氏

の
講
演
は
、
ヨ
ー
ク
大
会
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
っ
た
。
前
日
の
バ
ス

を
使
っ
て
の
ツ
ア
ー
で
も
ガ
イ
ド
を
勤
め
た
氏
は
、
小
説
の
中
で
モ
デ

ル
と
さ
れ
たB

ow
es

A
cadem

y

の
教
学
内
容
や
生
徒
の
質
、
さ
ら
に
こ

の
学
校
の
生
徒
だ
っ
た
人
々
の
手
紙
を
紹
介
し
な
が
ら
、“D

otheboys

H
all”

は
ま
さ
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
訴

え
た
。

ア
バ
デ
ィ
ー

ン
大
学
の
講
師

で
あ
るP

a
u

l

S
chlicke

氏
は
、

周
知
の
よ
う
に

T
h

e
O

xfo
rd

C
om

panion
to

C
harles

D
ick-

en
s

を
編
集
し

た
人
物
で
あ
る

が
、
一
九
九
三
年
に
こ
の
本
を
企
画
し
て
か
ら
出
版
に
漕
ぎ
着
け
る
ま

で
の
さ
ま
ざ
ま
な
苦
労
や
そ
れ
ま
で
の
類
書
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
コ

ン
セ
プ
ト
で
編
集
し
た
の
か
を
事
細
か
に
話
し
て
く
れ
た
。
最
後
に
、

二
日
目
の
総
会
で
新
し
く
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
の
会
長
に
選
出
さ
れ
た
ダ

ラ
ム
大
学
のA

ndrew
Sanders

教
授
は
、“W

hatm
akes

D
ickens

m
od-

ern?”

と
題
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
一
八
三
〇
、
四
〇
年
代
の
大
き
な
変

化
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
作
品
を
書
い
た
の
か
を
跡
づ

け
な
が
ら
、
そ
の
苦
闘
の
過
程
が
現
代
的
な
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
こ

と
を
強
調
し
た
。
ア
マ
チ
ュ
ア
で
か
つ
老
齢
な
人
々
が
多
い
聴
衆
に
対

し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
講
演
を
す
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
の
苦
労

を
伴
う
と
思
わ
れ
た
が
、
講
師
の
方
も
概
ね
ユ
ー
モ
ア
を
所
々
に
交
え

て
、
で
き
る
だ
け
硬
く
な
ら
な
い
よ
う
に
と
工
夫
し
て
い
た
し
、
聴
衆

の
方
も
ツ
ボ
の
所
で
は
大
い
に
笑
い
、
話
が
終
わ
る
と
、
軽
妙
な
コ
メ

ン
ト
や
質
問
の
形
で
自
分
の
意
見
を
開
陳
し
た
り
と
、
日
本
の
研
究
発
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表
な
ど
と
は
か
な

り
違
う
印
象
を
受

け
た
。

他
に
、
ツ
ア
ー

が
三
回
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
ヨ
ー
ク

の
中
心
街
の
ツ
ア

ー
で
、
一
四
世
紀

に
建
て
ら
れ
た
と

い
う
ギ
ル
ド
ホ
ー

ル
の
奥
に
あ
る
理
事
会
室
の
よ
う
な
部
屋
や
、T

he
M

ansion
H

ouse

と
呼
ば
れ
る
市
長
公
舎
（
市
長
夫
妻
も
挨
拶
に
見
え
ら
れ
た
）
の
由
緒

あ
る
応
接
室
な
ど
、
一
般
の
観
光
客
で
は
決
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
な
所
ま
で
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
に
次

ぐ
ヨ
ー
ク
大
聖
堂
の
隅
々
ま
で
案
内
す
る
ツ
ア
ー
も
あ
っ
た
。
四
日
目

に
は
、
ほ
ぼ
一
日
を
費
や
し
た
ヨ
ー
ク
北
部
へ
の
バ
ス
・
ツ
ア
ー
が
あ

り
、
幸
い
に
も
晴
れ
上
が
っ
た
天
候
の
も
と
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
美
し

い
田
園
風
景
を
堪
能
し
な
が
ら
、N

icholas
N

ichleby

の
中
の
舞
台
と

な
っ
た
場
所
を
訪
れ
た
。
グ
レ
ー
タ
・
ブ
リ
ッ
ジ
を
始
め
、B

ow
es

A
cadem

y

や
、
そ
の
近
く
の
教
会
（
墓
地
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ョ
ー

の
墓
や
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
と
さ
れ
る
生
徒

の
墓
が
あ
る
）、
バ
ー
ナ
ー
ド
城
近
辺
な
ど
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
一
八
三

八
年
に
行
っ
た
取
材
旅
行
の
足
跡
を
た
ど
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

散
漫
な
文
章
で
は
あ
る
が
、
以
上
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
で
あ
る
。

お
金
の
こ
と
を
書
く
の
は
野
暮
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
が
、
五
泊
六
日
で

宿
泊
費
、
食
事
代
、
ツ
ア
ー
代
金
等
々
す
べ
て
を
含
め
て
、
約
三
五
〇

ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
日
本
か
ら
参
加
す
る
こ
と
を
思
え
ば
少
々
高
い

が
、
私
の
実
感
と
し
て
は
、
こ
れ
だ
け
の
盛
り
沢
山
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
、
し
か
も
家
族
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ィ
ケ
ン
ジ
ア

ン
と
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
「
実
物
」
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
大
会
に
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
と

思
う
。
せ
め
て
五
、
六
年
前
に
参
加
し
て
い
れ
ば
、
と
い
う
思
い
も
あ

っ
た
。
な
お
、
来

年
の
大
会
は
、
ロ

チ
ェ
ス
タ
ー
で
開

催

さ

れ

る

。

G
rea

t
E

xp
ecta

-

tio
n

s

の
舞
台
を

め
ぐ
る
ツ
ア
ー
が

企
画
さ
れ
、
講
演

も
こ
の
作
品
を
中

心
と
し
て
予
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
若
い
研
究

者
諸
氏
ほ
ど
、
こ

の
よ
う
な
大
会
に

参
加
す
る
の
は
意

義
深
い
体
験
と
な

る
と
思
う
。
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一
九
九
八
年
度
総
会

A
nnualG

eneralM
eeting

1998

研
究
発
表

司
　
会

荻
　
野
　
昌
　
利

今
回
の
大
会
に
は
、
小
寺
里
砂
氏
（
京
都
女
子
大
学
）
を
煩
わ
し

て
、「
エ
イ
ミ
イ
・
ド
リ
ッ
ト
再
考
」
と
題
す
る
研
究
発
表
を
い
た
だ

い
た
。『
リ
ト
ル
・
ド
リ
ッ
ト
』
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』

の
そ
れ
ぞ
れ
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
エ
イ
ミ
イ
・
ド
リ
ッ
ト
と
ソ
ー
ニ
ャ
・
マ

ル
メ
ラ
ー
ド
ヴ
ァ
の
自
己
犠
牲
的
精
神
を
比
較
文
学
的
に
考
証
し
た
も

の
で
、
外
国
文
学
か
ら
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
へ
の
影
響
と
い
う
従
来
の
パ
タ

ー
ン
を
逆
転
さ
せ
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
い
か
に
後
世
代
の
外
国
人
作
家
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
基
軸
に
考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
司
会
者
に

は
従
来
の
デ
ィ
ケ
ン

ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ

に
は
な
い
ユ
ニ
ー
ク
で

新
鮮
な
形
の
発
表
に
思

え
た
。

エ
イ
ミ
ー
再
考

―
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

ソ
ー
ニ
ャ
を
通
し
て

―

A
m

y
D

orritand
D

ostoevsky’s
Sonya

小
　
寺
　
里
　
砂

デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
比
較
論
に
お
い
て
『
リ
ト

ル
・
ド
リ
ッ
ト
』
が
熱
を
込
め
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
そ
の

理
由
の
一
つ
に
、
こ
の
作
品
に
は
後
者
の
創
作
活
動
に
影
響
を
与
え
た

と
思
わ
れ
る
人
物
像
が
い
な
い
と
い
う
見
解
が
長
年
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、『
罪
と
罰
』
の
女
主
人
公
ソ
ー
ニ
ャ
は
エ
イ
ミ
ー
・
ド

リ
ッ
ト
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
版
に
他
な
ら
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ

る
。
本
発
表
で
は
、
両
者
の
類
似
点
を
逐
一
検
討
す
る
よ
り
も
、
エ
イ

ミ
ー
の
反
射
鏡
と
し
て
ソ
ー
ニ
ャ
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
デ
ィ
ケ

ン
ズ
の
世
界
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

両
ヒ
ロ
イ
ン
の
家
庭
環
境
は
酷
似
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
ド
リ
ッ
ト

と
マ
ル
メ
ラ
ー
ド
フ
の
二
人
の
父
親
は
幾
つ
も
の
共
通
項
を
も
っ
て
、

完
全
に
逆
転
し
た
親
と
子
の
ロ
ー
ル
・
プ
レ
ー
を
演
じ
、
彼
女
た
ち
に

庇
護
ど
こ
ろ
か
全
家
族
の
負
担
と
貧
困
を
押
し
付
け
る
。
こ
の
よ
う
な

重
荷
を
背
負
う
彼
女
た
ち
の
身
体
は
、
等
し
く
「
小
さ
さ
」
を
特
徴
と

す
る
。
そ
れ
は
子
供
の
イ
メ
ー
ジ
と
連
結
し
、
清
純
無
垢
さ
や
犠
牲
者

と
し
て
の
哀
れ
さ
を
強
調
す
る
一
方
で
、
従
順
、
謙
虚
、
自
己
犠
牲
的

精
神
、
等
の
彼
女
た
ち
の
内
面
的
特
質
を
象
徴
す
る
の
だ
。
そ
の
よ
う

な
ま
さ
し
く
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
女
性
に
要
求
さ
れ
た
美
徳
を
持
つ
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エ
イ
ミ
ー
に
お
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
極
端
な
ま
で
に
彼
女
の
「
小
さ
さ
」

は
強
調
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
奇
形
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
も
っ

て
の
ち
の
批
評
家
た
ち
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
エ
イ
ミ
ー

の
体
は
彼
女
の
美
徳
の
表
象
と
な
る
反
面
で
、
彼
女
の
欠
陥
と
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。
ソ
ー
ニ
ャ
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
は
ソ
ー
ニ
ャ
に
娼
婦
と
い
う
職
業
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳

上
の
不
具
者
と
し
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
は
、
道
徳
的
奇
形

を
も
っ
て
、
異
常
な
ま
で
に
小
さ
く
子
供
っ
ぽ
い
姿
を
し
た
エ
イ
ミ
ー

の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
を
提
示
し
、
そ
の
行
き
過
ぎ
た
抽
象
性
を
排
除

し
た
の
で
あ
る
。

娼
婦
ソ
ー
ニ
ャ
は
、
都
市
社
会
の
底
辺
に
も
が
く
、
踏
み
躙
ら
れ
た

弱
く
貧
し
き
人
々
を
代
表
し
う
る
存
在
と
な
り
、
か
つ
犠
牲
の
大
き
さ

を
明
示
す
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
と
連
想
に
お
け
る

有
効
性
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
エ
イ
ミ
ー
に
もfallen

w
om

an

の
影
が
寄
り
添
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
モ
ラ
リ
テ
ィ
の

語
に
お
い
て
、fallen

w
om

an

とunfallen
w

om
an

と
の
間
に
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は
明
確
な
境
界
線
を
引
く
。
エ
イ
ミ
ー
の
幼
い
肉
体
は
、
象
徴
的

に
も
実
際
に
お
い
て
も
彼
女
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
規
範
か
ら
逸
脱

す
る
危
険
を
防
い
で
い
る
。
レ
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、「
小
さ
な
」
肉

体
と
い
う
保
護
の
殻
の
中
に
あ
る
彼
女
の
イ
ノ
セ
ン
ス
そ
の
も
の
が
作

る
限
界
を
露
呈
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
さ
ら
に
、
主
人
公
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
か

つ
て
愛
し
た
少
女
、
即
ち
狂
信
的
で
身
体
的
欠
陥
を
も
っ
た
少
女
の
面

影
を
ソ
ー
ニ
ャ
に
重
ね
る
。
不
具
の
娼
婦
ソ
ー
ニ
ャ
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
は
、
極
端
に
小
さ
な
体
を
し
た
「
マ
ー
シ
ャ
ル
シ
ー
監
獄
の
子

供
」
エ
イ
ミ
ー
が
背
負
っ
て
い
る
身
体
的
及
び
社
会
的
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
な
の
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
デ
ィ
ケ
ン
ズ
文
学
の
特
徴

と
し
た
「
正
し
く
清
く
、
だ
が
無
抵
抗
な
ま
で
に
従
順
で
、
エ
キ
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
で
、
踏
み
躙
ら
れ
虐
げ
ら
れ
た
人
々
」
に
、
我
々
は
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
ソ
ー
ニ
ャ
が
属
す
る
こ
と
を
認
め
得
る
だ
け
で
な
く
、

不
具
の
娼
婦
と
い
う
要
素
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
彼
女
を
エ
イ
ミ
ー

の
延
長
線
上
に
確
実
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
エ
イ
ミ
ー
と
ソ
ー
ニ
ャ
の
比
較
は
、
両
作
家
の
世
界
に

共
通
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
深
く
関
わ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
自
己
犠
牲

の
テ
ー
マ
に
お
い
て
、『
罪
と
罰
』
で
は
ソ
ー
ニ
ャ
に
加
え
ド
ゥ
ー
ニ

ャ
と
い
う
女
性
が
核
と
な
る
が
、
エ
イ
ミ
ー
の
自
己
犠
牲
の
性
質
は
、

こ
の
両
者
の
そ
れ
（
特
に
後
者
の
自
己
犠
牲
の
特
質
）
を
も
っ
て
顕
ら

か
に
さ
れ
得
る
。
エ
イ
ミ
ー
の
心
理
作
用
に
お
い
て
は
、
自
己
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
認
識
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
高
め
る
唯
一
の
手
段
と
し
て
自

己
犠
牲
の
行
為
は
機
能
し
て
い
る
。
ソ
ー
ニ
ャ
が
自
己
犠
牲
と
い
う
行

為
を
も
っ
て
他
者
の
み
な
ら
ず
自
ら
の
救
済
に
向
か
っ
て
成
長
し
て
い

く
の
に
対
し
て
、
エ
イ
ミ
ー
は
他
者
を
回
復
さ
せ
る
同
じ
よ
う
な
力
を

示
し
な
が
ら
、
自
己
犠
牲
的
行
為
へ
の
自
ら
動
機
付
け
た
欲
求
ゆ
え
に

満
足
感
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ド
ゥ
ー
ニ
ャ
が

自
己
欺
瞞
の
罠
に
掛
か
っ
た
よ
う
に
、
犠
牲
に
な
っ
た
子
供
の
イ
メ
ー

ジ
を
強
く
押
し
出
す
エ
イ
ミ
ー
は
自
ら
そ
の
自
己
犠
牲
が
仕
掛
け
た
自

己
憐
憫
の
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

彼
女
を
哀
れ
み
の
対
象
に
位
置
付
け
る
自
己
犠
牲
の
特
質
は
、
親
と

子
の
テ
ー
マ
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
。『
罪
と
罰
』
の
父
親
は
息
絶
え
る

寸
前
に
、
犠
牲
者
た
る
娘
ソ
ー
ニ
ャ
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
の
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み
な
ら
ず
、
己
の
エ
ゴ
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
娼
婦
ソ
ー
ニ
ャ
が

「
飽
く
こ
と
な
き
同
情
」
と
同
義
語
と
な
り
、
悩
め
る
者
や
罪
人
た
ち

に
と
っ
て
許
し
の
媒
介
と
な
る
こ
と
を
示
す
。
だ
が
一
方
『
リ
ト
ル
・

ド
リ
ッ
ト
』
の
父
と
娘
の
場
面
は
、
親
の
無
責
任
さ
の
た
め
に
不
当
に

犠
牲
に
な
り
決
し
て
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
子
供
の
姿
を
印
象
付
け

る
こ
と
に
終
始
し
、
そ
の
子
供
へ
の
不
憫
さ
が
主
音
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
作
者
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
少
年
時
代
の
記
憶
の
影
響
が
あ
る
。
デ

ィ
ケ
ン
ズ
の
子
供
時
代
へ
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
愛
と
復
活
の
テ
ー

マ
に
も
反
映
し
て
い
る
。
復
活
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
ソ
ー
ニ
ャ
が
シ

ベ
リ
ア
の
囚
人
た
ち
を
導
く
と
も
し
び
と
し
て
の
作
用
を
持
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
エ
イ
ミ
ー
は
マ
ー
シ
ャ
ル
シ
ー
の
囚
人
た
ち
の
同
情
と
賞

賛
の
的
と
な
る
。
結
局
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
子
供
時
代
へ
の
オ
ブ
セ
ッ
シ

ョ
ン
は
、
エ
イ
ミ
ー
を
し
て
自
分
の
真
価
を
証
明
す
る
た
め
、
同
情
を

得
る
た
め
、
自
己
犠
牲
を
必
要
と
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ヘ
と
至
ら
せ
た

の
で
あ
る
。
親
の
無
責
任
さ
を
糾
弾
し
、
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
子
供
に

目
を
向
け
る
こ
と
を
訴
え
、
そ
し
て
他
人
の
同
情
を
渇
望
し
て
や
ま
な

い
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
一
個
人
の
声
が
、
彼
の
作
品
に
現
わ
れ
る
子
供
た
ち

の
背
後
に
聞
こ
え
る
。
エ
イ
ミ
ー
は
そ
の
よ
う
な
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
思
い

を
、
オ
リ
バ
ー
や
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
以
上
に
正
当
化
し
て
く
れ
る
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
特
徴
、
要
素
を
分
か

ち
合
い
な
が
ら
、
ソ
ー
ニ
ャ
が
エ
イ
ミ
ー
と
の
間
に
示
し
た
ず
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

ソ
ー
ニ
ャ
と
い
う
人
物
像
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
と
っ
て
の
エ
イ
ミ
ー
の
真

価
を
問
い
直
す
。
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講
　
演

『
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
階
級
』

“D
ickens

and
C

lass”

by
Professor

A
ndrew

Sanders

司
　
会

佐
々
木
　
　
徹

ダ
ラ
ム
大
学
教
授
でC

h
a

rles
D

icken
s:

R
esu

rrectio
n

ist,
T

h
e

C
o

m
p

a
n

io
n

to
A

T
a

leo
f

T
w

o
C

ities

な
ど
の
著
作
、
お
よ
びT

h
e

D
ickensian

の
編
集
で
お
馴
染
み
の
サ
ン
ダ
ー
ス
先
生
は
、
外
見
も
デ

ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
か
ら
出
て
き
た
よ
う
な
如
何
に
も
イ
ギ
リ
ス
人
と
い

う
と
こ
ろ
が
何
と
も
嬉
し
い
。
と
に
か
く
し
ゃ
べ
り
だ
し
た
ら
止
ま
ら

な
い
人
で
、
午
前
中
の
有
志
を
相
手
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
溢
れ
出
る
博
識

を
も
っ
て
参
加
者
一
同
を
圧
倒
し
、
お
ま
け
に
そ
の
怪
力
を
講
演
に
も

持
続
さ
せ
た
の
だ
か
ら
す
ご
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一

時
間
で
ス
ト
ッ
プ
す
る
よ
う
に
釘
を
さ
し
て
お
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
二
〇
分
余
り
超
過

―
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
講
演
の
時

に
は
あ
く
び
を
一
生
懸
命
こ
ら
え
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
よ
う
に
お
見

受
け
し
ま
し
た
が
、
こ
の
要
約
を
読
ん
で
、
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
い

い
話
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
、
と
思
い
直
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ

い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
講
演
は
近
刊
予
定
の
著
作D

ickens
and

the

Spiritofthe
A

ge

の
一
部
だ
そ
う
で
す
。



〔
講
演
要
旨
〕

一
八
四
二
年
六
月
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
失
望
し
て
イ
ギ

リ
ス
に
帰
っ
て
来
る
。
ア
メ
リ
カ
の
道
徳
、
政
治
、
風
俗
に
幻
滅
し
た

の
で
あ
る
。
彼
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
階
級
差
別
の
な
い
民
主
主
義
の

国
、
独
立
独
行
の
精
神
の
故
郷
ふ
る
さ
と

、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
現
実
に
よ
っ
て

脆
く
も
打
ち
砕
か
れ
た
。
階
級
に
縛
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
方
が
社
会
的

に
、
政
治
的
に
よ
り
よ
い
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

た
だ
、
依
然
と
し
て
土
地
を
所
有
す
る
貴
族
階
級
が
権
力
を
掌
握
し
、

定
義
の
は
っ
き
り
し
な
い
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
と
い
う
概
念
が
幅
を

利
か
せ
て
い
た
こ
の
国
は
、
国
民
の
自
由
を
謳
う
憲
法
を
持
ち
な
が
ら

奴
隷
制
と
い
う
暗
い
影
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
り
、
少
な
く
と
も

彼
に
と
っ
て
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
で
は
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ア
メ
リ
カ
人
を
厚
か
ま
し
い
連
中
だ
と
考

え
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
は
彼
を
悩
ま
せ
た
問
題
だ
っ
た
。
そ
れ
は
自
分

自
身
が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
怪
し
い
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
、
広
く
世
の
中
で
経
済
秩
序
の
変
動
に

よ
り
、
誰
が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
誰
が
そ
う
で
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

が
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
点
は
初
期

の
『
ピ
ッ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
・
ペ
イ
パ
ー
ズ
』
と
『
骨
董
屋
』
に
於
い
て

は
、
ロ
ン
ド
ン
や
北
部
の
工
業
地
域
が
総
じ
て
避
け
ら
れ
て
い
る
た
め

に
、
特
に
突
っ
込
ま
れ
て
い
な
い
。
前
者
は
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ

あ
っ
た
駅
馬
車
の
時
代
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
主
と
し
て
田
舎
の
安
定

し
た
経
済
秩
序
を
背
景
に
物
語
が
展
開
す
る
。
後
者
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら

の
逃
避
が
話
の
軸
に
な
っ
て
お
り
、
ネ
ル
と
彼
女
の
祖
父
が
通
過
す
る

ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
に
於
け
る
社
会
不
安
や
産
業
社
会
の
変
化
に

対
す
る
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
小
説
は
象
徴
的
に
田
舎
の
村
で
終
結
し

て
い
る
。

こ
れ
が
一
八
五
〇
年
代
の
小
説
に
な
る
と
ア
ク
セ
ン
ト
が
異
な
っ
て

く
る
。
書
簡
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
読
む
と
、
英
国
社
会
の
現
状
と
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
運
営
す
る
議
会
の
沈
滞
ぶ
り
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
苛
立

ち
が
増
し
て
行
く
の
が
よ
く
わ
か
る
。
彼
は
社
会
全
体
の
腐
敗
が
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
よ
う
な
混
沌
に
つ
な
が
る
こ
と
を
真
剣
に
恐
れ
て
い
た
。

（
五
〇
年
代
末
に
こ
の
問
題
は
『
二
都
物
語
』
で
追
求
さ
れ
る
。）『
荒

涼
館
』
や
『
リ
ト
ル
・
ド
リ
ッ
ト
』
が
扱
う
の
は
古
い
土
地
持
ち
の
ジ

ェ
ン
ト
リ
ー
（
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
家
と
バ
ー
ナ
ク
ル
家
）
に
よ
っ
て
直
接

支
配
さ
れ
て
い
る
か
、
間
接
的
に
悪
影
響
を
受
け
て
い
る
英
国
で
あ

る
。
こ
の
お
つ
に
す
ま
し
た
英
国
は
労
働
者
階
級
の
貧
困
や
彼
等
の
劣

悪
な
教
育
体
制
に
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
新
し
い
、

「
特
別
の
階
級
に
属
さ
な
い
」、
自
力
で
出
世
し
た
人
々
（
ラ
ウ
ン
ス
ウ

ェ
ル
と
ド
イ
ス
）
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
愚
か
に
も
無
視
し
た
。
デ
ィ
ケ
ン

ズ
は
こ
の
新
し
い
経
済
精
神
の
い
く
つ
か
の
側
面
（
少
な
く
と
も
ベ
ン

サ
ム
流
の
解
釈
）
を
『
つ
ら
い
時
代
』
で
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る

が
、
ド
イ
ス
な
ど
の
、
古
い
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
枠
に
入
ら
な
い
、
自

力
で
の
し
上
が
っ
て
き
た
人
た
ち
が
社
会
に
吹
き
込
む
新
し
い
活
力
を

肯
定
的
に
強
調
し
た
。
職
を
捨
て
、
懐
手
で
暮
ら
す
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

に
な
っ
て
し
ま
う
『
大
い
な
る
遺
産
』
の
ピ
ッ
プ
は
ド
イ
ス
の
対
極
に

位
置
す
る
人
物
で
あ
る
。
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バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
が
一
九
二
〇
年
代
に
喝
破
し
た
よ
う
に
、
デ

ィ
ケ
ン
ズ
と
マ
ル
ク
ス
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
ロ
ン
ド
ン
に
住
ん
で

い
た
と
い
う
こ
と
以
上
の
共
通
点
が
あ
る
。
二
人
と
も
新
し
い
社
会
の

鋭
い
観
察
者
で
あ
り
、
そ
の
社
会
を
階
級
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た

の
だ
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
の
力
説
し
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
「
革
命
的
な
」

側
面
（
そ
し
て
『
リ
ト
ル
・
ド
リ
ッ
ト
』
の
左
翼
的
解
釈
）
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
階
級
分
析
に
は
大
き
な
隔
た
り

が
あ
る
こ
と
は
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
不
可
避
的
な
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
実
り
あ

る
対
立
関
係
を
信
じ
て
い
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
中
流
階
級
に
対
し
て
よ

り
柔
軟
な
態
度
を
見
せ
、
そ
こ
に
将
来
の
希
望
を
託
し
て
い
た
。
マ
ル

ク
ス
が
下
層
中
流
階
級
（
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
生
ま
れ
た
階
層
）
は
そ
の
運

命
共
同
体
で
あ
る
労
働
者
階
級
に
埋
没
す
る
だ
ろ
う
と
し
た
の
に
対
し

て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
そ
れ
こ
そ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
多
様
性
と
生
命
力
を

定
義
す
る
も
の
と
考
え
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
意
味

で
の
革
命
家
で
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
信
じ
た
も
の
は

（
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
、
ラ
ウ
ン
ス
ウ
ェ
ル
、
ド
イ
ス

な
ど
多
種
多
様
な
人
物
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
）
能
力
主
義
、
進
取
、

自
助
の
精
神
だ
っ
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
理
念
は
イ

ギ
リ
ス
の
民
主
主
義
、
産
業
、
風
俗
に
決
定
的
な
損
傷
を
与
え
た
と
考

え
て
い
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
ら
、
デ

ィ
ケ
ン
ズ
の
考
え
と
マ
ル
ク
ス
の
分
析
（
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の

歴
史
家
や
文
芸
批
評
家
の
階
級
観
）
と
が
同
じ
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と

は
出
来
な
い
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
に
見
ら
れ
る
中
流
階
級
は
弁
護
士
、
商
人
、
小

売
店
主
、
文
筆
家
、
技
師
、
事
務
員
な
ど
を
含
む
幅
広
く
、
柔
軟
な
も

の
で
あ
る
。
そ
の
上
部
は
極
め
て
裕
福
な
人
々
、
下
部
は
や
り
く
り
の

苦
し
い
ボ
ブ
・
ク
ラ
チ
ッ
ト
の
よ
う
な
し
が
な
い
事
務
員
や
、
技
術
を

持
っ
た
職
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
お
互
い
に
、

世
間
的
な
信
用
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
と
勤
労
の
倫
理
に
よ
っ
て
、
結

ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
広
い
そ
し
て
広
が
り
つ
つ
あ
る
階
級
で
、
デ
ィ

ケ
ン
ズ
が
英
国
の
将
来
を
託
し
た
と
こ
ろ
の
能
力
主
義
の
基
盤
を
構
成

す
る
階
級
で
あ
っ
た
。
そ
の
能
力
主
義
の
英
国
と
は
、
彼
自
身
を
、
彼

の
苦
闘
と
勝
利
を
、
大
写
し
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。

能
力
主
義
者
の
下
級
事
務
員
の
息
子
だ
っ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
自
分

自
身
の
息
子
た
ち
に
上
級
事
務
員
職
の
有
難
味
を
吹
き
込
ん
だ
。
父
親

の
思
慮
の
無
さ
を
見
て
育
っ
た
彼
は
そ
れ
を
反
面
教
師
に
し
て
収
支
を

合
わ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
身
に
し
み
て
覚
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

息
子
た
ち
に
は
や
は
り
安
全
な
事
務
職
を
求
め
さ
せ
た
の
だ
。
一
八
五

〇
年
代
の
末
期
、
す
な
わ
ち
彼
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
階
級
性
を
批
判
し

て
い
た
丁
度
そ
の
頃
、
彼
は
自
分
の
上
の
息
子
た
ち
を
着
実
な
、
冒
険

性
の
な
い
仕
事
に
就
け
よ
う
と
骨
を
折
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
長
男
の

チ
ャ
ー
リ
ィ
を
自
分
の
ド
イ
ツ
の
出
版
社
で
あ
る
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
タ
ウ

フ
ニ
ッ
ツ
に
送
り
、
ド
イ
ツ
語
お
よ
び
国
際
間
の
取
り
引
き
の
知
識
を

得
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。『
大
い
な
る
遺
産
』
の
結
末
で
、
ピ
ッ
プ
に

救
い
を
も
た
ら
す
の
は
ク
ラ
リ
カ
ー
社
に
対
す
る
投
資
と
、
ハ
ー
バ
ー

ト
が
カ
イ
ロ
に
職
を
見
つ
け
て
く
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
こ
と
を
思

い
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
こ
で
は
ピ
ッ
プ
は
「
悲
し
み
を
知
り
、
思
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慮
深
く
な
っ
た
」
男
で
あ
る
と
同
時
に
、
立
派
な
職
を
持
つ
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
で
も
あ
る
の
だ
。
歴
史
家
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
非
常
に
影
響
力

の
あ
るE

nglish
C

ulture
and

the
D

ecline
of

the
Industrial

Spirit

1850-1980
を
著
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー(M

artin
J.W

iener)

の
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
一
九
世
紀
半
ば
の
商
業
・
産
業
精
神
に
対

す
る
文
壇
か
ら
の
攻
撃
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
見
方
を
す
る
人

た
ち
が
い
る
。
し
か
し
、
彼
等
は
ド
ン
ビ
ー
や
グ
ラ
ド
グ
ラ
イ
ン
ド
の

抱
く
経
済
観
念
に
対
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
批
判
を
（
商
取
引
、
蓄
財
な

ど
を
含
む
）
資
本
主
義
の
習
俗
全
て
に
対
す
る
全
面
攻
撃
だ
と
取
り
違

え
て
い
る
よ
う
だ
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
彼
の
創
り
出

し
た
非
常
に
多
く
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
き
れ
い
事
を
話
し
た
り
考
え
た

り
す
る
（
ち
な
み
に
、
こ
の
優
雅
な
趣
味
が
多
く
の
一
九
、
二
〇
世
紀

の
イ
ギ
リ
ス
小
説
を
だ
め
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
の
で

は
な
く
、
実
際
に
汗
を
流
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
最
終

的
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
階
級
観
は
彼
の
労
働
観
、
勤
労
を
通
じ
て
の
自

己
実
現
に
対
す
る
彼
の
信
念
に
依
存
す
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
階
級
闘
争

を
歴
史
を
動
か
す
力
と
も
見
て
い
な
か
っ
た
し
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
社

会
の
変
化
を
「
イ
ギ
リ
ス
文
化
」
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
も
の
と
も
考

え
な
か
っ
た
。

今
世
紀
後
半
の
国
勢
調
査
に
基
づ
く
デ
ー
タ
を
人
口
統
計
学
者
や
政

府
関
係
者
が
消
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
階
級
と
い
う
も
の
の
従
来
の
定

義
を
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
中
流
階
級
は
極
め
て
流

動
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
専
門
職
を
持
つ
も
の
、
商
業
に
携
わ
る

も
の
、
職
能
の
あ
る
も
の
、
大
学
教
育
を
受
け
た
も
の
、
商
店
主
、
そ

し
て
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
含
む
。
私
の
考
え
で
は
、
階
級
と
い
う
概
念

に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
間
違
え
て
い
た
と
こ
ろ
を
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ち

ゃ
ん
と
正
し
く
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一
九
九
九
年
度
春
季
大
会

Spring
C

onference
1999

研
究
発
表

司
　
会

栂
　
　
　
正
　
行

今
回
の
春
期
大
会
は
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
会
員
、
非
会
員
、
デ
ィ

ケ
ン
ズ
を
研
究
す
る
人
、
楽
し
む
人
、
イ
ギ
リ
ス
小
説
を
研
究
す
る

人
、
楽
し
む
人
と
約
百
名
に
近
い
参
加
者
を
得
た
。
詳
細
は
お
二
人
の

要
約
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
昔
、
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
仙
台
に
は
仙
台
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、

東
京
に
は
東
京
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
名
古
屋
に
は
名
古
屋
の
デ
ィ
ケ
ン

ズ
、
京
都
に
は
京
都
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
広
島
に
は
広
島
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ

が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
（
こ
の
地
名
に
他
の
ど
こ
の
地
名
を
入
れ
て

も
よ
い
）。
と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ

の
大
会
の
研
究
発
表
や
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
を
聴
き
に
春
と
秋
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
の
大
学
に
出
か
け
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
会
場
が
、
自
分
の
通
っ

て
い
た
大
学
の
あ
る
地
域
で
も
、
自
分
の
勤
め
て
い
る
大
学
の
あ
る
地

域
で
も
な
い
の
に
、
会
場
を
包
む
地
域
を
地
元
と
す
る
方
々
の
口
に
さ

れ
る
内
容
の
中
に
、
妙
に
自
分
の
関
心
あ
る
い
は
無
関
心
と
共
通
す
る

も
の
が
見
え
て
、
驚
き
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
の
会
員
の
数
だ
け
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が

い
る
の
も
妙
だ
し
、
反
対
に
、
日
本
全
国
別
々
の
と
こ
ろ
に
い
な
が
ら

「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
○
○
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
す
ぐ
に
話
が
通
じ
て
し

ま
う
の
も
気
持
ち
が
悪
い
。
ひ
と
り
で
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
や
た

ら
間
違
う
。
と
い
っ
て
集
団
で
作
品
に
あ
た
れ
ば
文
学
か
ら
密
や
か
な

楽
し
み
が
消
え
る
。

以
上
、
地
域
に
か
か
わ
る
諸
問
題
が
気
に
な
っ
て
い
た
の
に
加
え
、

も
ち
ろ
ん
読
み
手
の
世
代
の
問
題
も
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
は
、
自
分
と

し
て
は
か
な
り
重
要
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
今
回
の
お
二
人
は
、
そ

の
ふ
た
つ
を
難
な
く
超
え
て
、
ど
こ
に
も
係
留
さ
れ
て
い
な
い
あ
る
意

味
で
不
思
議
な
発
表
を
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

西
垣
さ
ん
や
松
本
さ
ん
、
そ
れ
に
お
二
人
に
近
い
年
代
の
方
々
の
研

究
の
方
向
が
気
に
な
る
の
は
、
そ
の
言
葉
が
い
つ
か
さ
ら
に
わ
か
り
や

す
く
な
っ
た
時
、
地
域
も
世
代
も
超
え
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
論
が
大
挙
出
て

く
る
と
待
ち
こ
が
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
を
自
分
が
理
解
で
き
る
か

で
き
な
い
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
。

– 24 –



逆
転
の
構
図

―

G
reatE

xpectations

に
み
る

病
と
癒
し

―

T
he

C
om

position
of

R
eversal:D

isease
and

H
ealing

in
G

reatE
xpectations

西
　
垣
　
佐
　
理

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
に
は
『
リ
ト
ル
・
ド
リ
ッ
ト
』
の
ア
ー
サ
ー
・

ク
レ
ナ
ム
や
『
互
い
の
友
』
に
お
け
る
ユ
ー
ジ
ー
ン
・
レ
イ
バ
ー
ン
な

ど
、
自
ら
の
精
神
の
安
定
と
癒
し
を
求
め
る
男
性
た
ち
が
数
多
く
登
場

す
る
が
、
そ
の
時
の
癒
し
手
は
通
常
で
あ
れ
ば
エ
イ
ミ
ー
・
ド
リ
ッ
ト

や
リ
ジ
ー
・
ヘ
ク
サ
ム
と
い
っ
た
女
性
た
ち
が
担
っ
て
い
る
。『
大
い

な
る
遺
産
』
に
お
い
て
、
ピ
ッ
プ
が
病
に
倒
れ
る
場
面
は
彼
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
生
や
確
定
と
二
重
映
し
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
重
要
な
場
面
で
彼
を
看
護(nursing)

し
た
の
は
、
義
理
の
兄
ジ
ョ

ー
・
ガ
ー
ジ
ャ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
ピ
ッ
プ
の
看
護
人
が
男
性
だ
っ
た
と

い
う
点
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
女
性
が
看
護
す
る
の

が
当
然
と
さ
れ
て
い
た
時
代
に
男
女
の
役
割
が
「
逆
転
」
し
て
男
性
に

よ
る
看
護
が
入
り
込
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
研
究
発

表
は
、
男
性
の
看
護
を
中
心
に
見
た
病
い
と
癒
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ

っ
て
生
じ
た
逆
転
の
構
図
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の

で
あ
る
。

ま
ず
男
性
に
よ
る
看
護
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
作
品
世
界
に
お

け
る
「
病
」
と
「
癒
し
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
見
て
い
く

こ
と
に
す
る
。『
大
い
な
る
遺
産
』
に
は
肉
体
的
病
、
精
神
的
病
、
物

語
に
比
喩
的
に
語
ら
れ
る
社
会
的
病
が
存
在
す
る
が
、
特
に
社
会
の
病

は
、
社
会
的
・
文
化
的
秩
序
が
混
乱
し
収
拾
が
つ
か
な
い
状
況
を
指

す
。
従
っ
て
、
癒
し
は
単
に
病
気
の
治
癒
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、

混
乱
し
た
社
会
的
秩
序
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
も
含
む
。
つ
ま

り
、
そ
れ
は
社
会
的
・
文
化
的
役
割
と
し
て
の
男
女
の
性
分
業
を
固
定

さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
ジ
ョ
ー
や
ピ
ッ
プ
の
看
護
に
は

大
事
な
点
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
第
一
点
は
、
彼
ら
の
看
護
が
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
朝
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
性
分
業
の
配
置
を
逆
転

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
点
は
こ
の
逆
転
は
実
は
も
う
一

つ
の
逆
転
、
す
な
わ
ち
人
間
関
係
に
お
け
る
男
女
の
優
劣
関
係
の
逆
転

を
元
に
戻
す
た
め
の
試
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
点
目
に
関
し
て

言
う
と
、
男
性
の
看
護
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
逆
転
を
促
す
の
は
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
朝
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
る
重
要
な
柱
の
一
つ
が
男
女
の

性
的
分
業
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
朝
の
社
会
規
範
か
ら
見
て
、
女
性
は
い
わ
ゆ
る
「
家
庭
の
天
使
」

で
あ
っ
て
看
護
は
女
性
の
職
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
男
性
が
看
護

を
行
う
の
は
女
性
が
介
入
で
き
な
い
状
態
で
の
み
例
外
的
に
許
さ
れ
た

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
男
性
が
女
性
の
領
域
を
侵
し
て
看
護

す
る
の
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
『
大
い
な
る
遺
産
』
に
お
い
て
は
そ
の
規
範
構
造
が
崩
れ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
作
品
に
は
女
性
が
存
在
す
る
に
も
か
か
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わ
ら
ず
男
性
の
看
護
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
点
目

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。『
大
い
な
る
遺
産
』

は
逆
転
の
構
図
に
よ
っ
て
、
一
見
性
的
分
業
に
支
え
ら
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
朝
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
覆
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
こ
の
「
逆
転
」
は
、
実
は
も
う
一
つ
の
「
逆
転
」
を
修

復
し
、
男
性
優
位
の
状
況
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
試
み
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
更
な
る
逆
転
と
は
、
こ
の
物
語
の
最
初
か
ら
み
ら
れ
る
女
性
た
ち

に
よ
る
男
性
の
支
配
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ミ
セ
ス
・
ジ
ョ
ー
と
ジ
ョ
ー

夫
妻
の
力
関
係
や
、
ピ
ッ
プ
と
ハ
ヴ
ィ
シ
ャ
ム
・
エ
ス
テ
ラ
と
の
力
関

係
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
に
対

し
て
男
性
た
ち
は
い
ず
れ
も
劣
勢
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
彼
女
た
ち
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
社
会
の
求
め
た

女
性
本
来
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
結
果
あ

る
種
の
「
病
」
を
生
み
出
し
た
か
ら
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

り
わ
け
先
に
挙
げ
た
女
性
た
ち
は
、
こ
の
物
語
に
不
自
然
な
関
係
を
作

り
上
げ
る
あ
る
種
の
病
人
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
不
自
然

な
」
関
係
を
覆
す
た
め
、
ま
た
「
病
ん
で
い
る
」
女
性
た
ち
を
癒
す
た

め
の
手
段
が
「
男
性
に
よ
る
癒
し
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
構
図
を
踏
ま
え
て
ピ
ッ
プ
の
行
う
癒
し
を
見
て
い
く
と
、
彼
が

自
ら
の
癒
し
の
手
段
と
し
た
の
は
、
傷
つ
い
た
自
分
を
心
の
問
題
と
し

て
で
は
な
く
社
会
的
・
経
済
的
問
題
と
し
て
捉
え
、
遺
産
獲
得
に
よ
る

社
会
的
身
分
の
向
上
だ
っ
た
。
だ
が
、
金
銭
に
よ
る
癒
し
は
彼
を
安
定

さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
を
俗
物
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん

な
ピ
ッ
プ
に
と
っ
て
の
癒
し
と
は
、
女
性
の
愛
情
で
は
な
く
ジ
ョ
ー
と

の
「
友
情
」
か
ら
な
る
慰
め
で
あ
る
。
彼
の
病
が
ジ
ョ
ー
と
い
う
男
性

の
癒
し
に
よ
っ
て
し
か
克
服
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
非
常
に
重

要
で
あ
る
。
彼
は
自
分
が
神
経
質
な
子
供
に
育
っ
た
ゆ
え
に
自
分
ら
し

さ
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
。
キ
ャ
ロ
ル
・
ク
ラ
イ
ス

ト
は
「
男
性
性
」(m

asculinity)

が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
で
は
重
要
視
さ

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
の
男
性
た
ち
は
そ
れ
を
発
揮
で
き
な

い
で
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
ピ
ッ
プ

に
ジ
ョ
ー
の
癒
し
が
必
要
だ
っ
た
の
は
、
ジ
ョ
ー
が
男
同
士
の
友
情
と

い
う
名
の
も
と
に
、
ピ
ッ
プ
が
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
で
き
る
相
手
だ
っ

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
の
癒
し
は
彼
ら
が
互
い
に
慰
め
あ
う

構
図
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
こ
の
互
い
の
慰
め
が
ピ
ッ
プ
の
行
う
看
護

に
な
っ
た
。
ピ
ッ
プ
の
癒
し
は
ミ
ス
・
ハ
ヴ
ィ
シ
ャ
ム
そ
し
て
エ
ス
テ

ラ
と
の
関
係
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
「
慰
め
と
許
し
」
で
ミ

ス
・
ハ
ヴ
ィ
シ
ャ
ム
を
、
そ
し
て
「
愛
情
と
友
情
」
で
エ
ス
テ
ラ
を
間

接
的
に
癒
し
た
と
言
え
る
。
ま
た
ジ
ョ
ー
自
身
も
、
ミ
セ
ス
・
ジ
ョ
ー

の
死
、
そ
し
て
ビ
デ
ィ
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
「
不
自
然

な
」
力
関
係
が
元
の
「
健
全
な
」
力
関
係
に
戻
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼

ら
は
自
分
た
ち
の
行
う
看
護
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
逆
転
し
て
い
た
男

女
の
力
関
係
を
覆
し
、
父
権
制
社
会
の
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た

の
だ
。

『
大
い
な
る
遺
産
』
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
エ
ト
ス
を
逆
転
し
よ
う

と
し
た
物
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
男
性
の
看
護
と
い
う
と
モ
チ
ー
フ
が
登

場
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
展
開
は
こ
れ
ま
で
の
男
性
が
支
配
し

女
性
が
従
属
的
に
家
庭
を
守
る
と
い
っ
た
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
大
き

– 26 –



く
逸
脱
し
、
結
果
と
し
て
男
女
の
性
分
業
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
「
逆
転
」

と
い
う
構
図
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ピ
ッ
プ
は
自
分
の
人
生
の

主
人
公
に
な
れ
る
の
か

―
精
神
療
法
の
観
点
か
ら

―

C
an

Pip
B

e
the

H
ero

of
H

is
O

w
n

L
ife?

A
Psychotherapeutic

A
nalysis

松
　
本
　
靖
　
彦

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
文
字
ど
お
り
の
孤
児
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
八
五
八

年
五
月
二
八
日
付
の
ホ
ッ
グ
夫
人
宛
の
手
紙
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
時

折
自
分
を
親
に
見
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
手
紙
で
描
写
さ
れ
て
い
る
「
ど
こ
か
で
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち

で
、
こ
の
瞬
間
も
泣
い
て
い
る
」
孤
児
の
男
の
子
は
恐
ら
く
デ
ィ
ケ
ン

ズ
自
身
の
姿
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
時
点
で
「
親
に
見
捨

て
ら
れ
た
」
古
傷
を
癒
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
子

ど
も
時
代
の
最
も
苦
痛
に
満
ち
た
部
分
、
彼
が
直
接
対
決
す
る
こ
と
を

避
け
、
敢
え
て
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
過
去
の
心
の
痛
み
は
、
彼
の
中

で
生
き
続
け
、
孤
独
で
誰
の
庇
護
も
受
け
ず
に
哀
し
み
続
け
る
子
ど
も

の
姿
を
と
っ
て
立
ち
顕
れ
て
き
た
。
こ
の
孤
児
は
彼
の
心
の
ど
こ
か
に

仕
舞
い
込
ま
れ
た
ま
ま
疼
き
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
段
階
で
は

―
彼
自
身
、
告
白
す
る
よ
う
に

―
彼
は
そ
の
「
見
捨
て
ら
れ
た
」

男
の
子
と
出
遭
い
、
手
を
と
っ
て
安
全
な
場
所
へ
連
れ
出
す
術
を
知

ら
な
い
で
い
る
。

『
大
い
な
る
遺
産
』
の
中
心
人
物
、
親
に
先
立
た
れ
た
孤
児
ピ
ッ
プ

も
「
見
捨
て
ら
れ
た
」
子
ど
も
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
は
親
の
い
な
い

哀
し
み
や
寂
し
さ
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
完
全
に
沈
黙
し
て
い
る
が
、
自
分

自
身
に
関
す
る
彼
の
最
初
の
記
憶
が
、
脅
え
て
泣
き
出
し
て
い
る
自
分

の
姿
だ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
ま
た
姉
や
親
戚
か
ら
身
体
的
に
も
精

神
的
に
も
虐
待
さ
れ
る
こ
と
が
日
常
化
し
て
い
た
様
子
か
ら
し
て
も
、

ピ
ッ
プ
の
現
実
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
手
紙
に
出
て
く
る
「
ど
こ
か
で
、
ひ

と
り
で
泣
い
て
い
る
」
孤
児
の
姿
に
重
な
り
合
う
も
の
だ
っ
た
に
違
い

な
い
。

こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
は
紛
れ
も
な
く
自
分
な
の
だ
、
と
い
う
心
の
境

界
線
。「
私
は
私
」「
あ
な
た
は
あ
な
た
」
と
い
う
、
そ
の
線
引
き
が
安

定
し
て
い
る
こ
と
が
、
精
神
衛
生
上
、
望
ま
し
い
の
だ
が
、
ピ
ッ
プ
の

心
の
境
界
線
は
、
大
人
た
ち
に
よ
る
虐
待
に
よ
っ
て
、
幼
い
頃
か
ら
日

常
的
に
侵
犯
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、
自
分
の
人
生
の
主
導
権

を
握
る
こ
と
を
十
分
に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
の
人
生
は
外
部

か
ら
の
侵
犯
を
受
け
易
く
、
他
の
人
間
に
乗
っ
取
ら
れ
易
い
性
質
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
を
変
革
し
て
く
れ
る
は
ず
の
プ
ロ

ッ
ト
に
、
ピ
ッ
プ
が
自
分
自
身
を
委
ね
て
い
く
う
ち
に
、
彼
自
身
の
人
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生
は
他
者
の
間
接
的
な
自
己
実
現
の
た
め
に
乗
っ
取
ら
れ
、
盗
ま
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ピ
ッ
プ
の
よ
う
な
生
育
環
境
で
は
、「
私
」
と
い
う
領
域
の

存
在
価
値
を
認
め
る
の
は
難
し
い
の
で
、
彼
は
早
く
か
ら
根
深
い
欠
損

感
を
自
ら
の
内
に
抱
え
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
今

と
全
く
違
う
生
活
」
に
こ
だ
わ
る
ピ
ッ
プ
が
、
何
か
劇
的
で
、o

n
-

com
m

on

な
か
た
ち
で
周
囲
か
ら
の
承
認
を
受
け
た
い
と
願
わ
ず
に
い

ら
れ
な
い
の
は
、
彼
の
心
奥
に
「
自
分
は
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
」「
か

ま
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
実
感
が
ず
っ
と
尾
を
ひ
い
て
き
て
い
る
こ

と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

エ
ス
テ
ラ
を
求
め
る
こ
と
の
不
毛
性
を
ビ
デ
ィ
ー
に
指
摘
さ
れ
た
と

き
、
ピ
ッ
プ
は
「
自
分
は
誰
か
に
、
あ
る
い
は
皆
に
虐
げ
ら
れ
て
い

る
」
と
感
じ
、
ひ
と
り
の
「
虐
げ
ら
れ
た
子
ど
も
」
の
感
情
に
舞
い
戻

っ
て
い
る
。
彼
の
内
に
も
虐
げ
ら
れ
、「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
、
泣
い
て

い
る
」
孤
児
と
し
て
の
彼
自
身
が
仕
舞
い
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

ピ
ッ
プ
は
エ
ス
テ
ラ
と
の
絆
に
、
自
分
自
身
か
ら
の
「
救
済
」
の
可

能
性
を
賭
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
当
に
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
彼
の
中
に
い
る
、
そ
の
子
ど
も
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
傷
つ
い

た
子
ど
も
の
ピ
ッ
プ
こ
そ
が
、
そ
の
後
の
ピ
ッ
プ
の
深
刻
な
欠
損
感
の

出
所
で
あ
り
、
彼
の
人
生
を
最
も
深
い
所
で
方
向
づ
け
た
張
本
人
だ
か

ら
。
そ
こ
で
、
彼
の
人
格
的
成
長
の
目
安
と
な
る
ふ
た
つ
の
問
題
点

―
す
な
わ
ち
ピ
ッ
プ
が
、
乗
っ
取
ら
れ
た
人
生
を
自
分
の
手
に
と
り

も
ど
し
、
自
分
の
人
生
の
主
人
公
に
な
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、

ま
た
彼
が
「
私
は
私
」「
あ
な
た
は
あ
な
た
」
と
い
う
自
分
自
身
の
境

界
線
を
引
き
直
す
事
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

―
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、
彼
が
「
そ
の
孤
児
」
を
安
全
な
場
所
に
導
い
て
や
れ
る
か

ど
う
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
く
る
。

こ
の
、
自
分
の
中
に
棲
ん
で
い
る
「
子
ど
も
」
と
ど
う
折
り
合
い
を

つ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
近
年
の
精
神
療
法
の

実
践
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
焦
点
で
も
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り

に
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
者
の
子
ど
も
が
初
め
て
注
目
さ
れ
て
以
来
、

嗜
癖
や
児
童
虐
待
の
問
題
と
取
り
組
む
過
程
で
浮
上
し
た
、
ひ
と
つ
の

回
復
モ
デ
ル
が
、
七
〇
年
代
八
〇
年
代
を
経
て
、「
内
な
る
子
ど
も
」

と
い
う
概
念
の
ま
わ
り
に
結
晶
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

『
大
い
な
る
遺
産
』
の
結
末
部
分
に
お
い
て
は
、
ピ
ッ
プ
と
彼
自
身

の
「
内
な
る
子
ど
も
」
と
の
出
逢
い
が
、
明
確
に
描
き
出
さ
れ
て
い

る
。
も
は
や
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
も
な
く
、
泣
い
て
も
い
な
い
子
ど
も
の

ピ
ッ
プ
の
出
現
は
、
大
人
の
ピ
ッ
プ
が
、
欠
損
と
侵
犯
に
方
向
づ
け
ら

れ
た
自
分
の
過
去
と
折
り
合
い
を
つ
け
始
め
、
再
び
自
分
自
身
の
人
生

を
取
り
戻
し
始
め
て
い
る
事
を
表
わ
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
ピ
ッ
プ
を

連
れ
出
し
て
、「
い
ろ
い
ろ
な
事
を
話
し
、
お
互
い
に
完
全
に
分
か
り

合
っ
た
」
と
語
る
大
人
の
ピ
ッ
プ
は
、
事
実
上
、
自
分
自
身
を
丸
ご
と

受
け
止
め
、
抱
擁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
大
い
な
る
遺
産
』
の
二
つ
の
結
末
の
う
ち
、「
私
は
私
」「
あ
な
た

は
あ
な
た
」
と
い
う
線
引
き
に
お
い
て
、
よ
り
成
功
し
て
い
る
の
は

「
一
つ
目
の
結
末
」
に
お
け
る
ピ
ッ
プ
の
方
で
あ
る
。
彼
は
も
は
や
他

者
を
取
り
込
ん
だ
り
、
他
者
に
侵
入
さ
れ
た
り
せ
ず
、
一
人
で
自
分
の

人
生
と
向
き
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
自
分
自
身
の
境
界
線
」
の
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揺
ら
ぎ
は
完
全
に
終
息
し
て
い
る
。

一
方
「
二
つ
目
の
結
末
」
に
お
い
て
支
配
的
な
の
は
境
界
線
の
暈
し

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ピ
ッ
プ
の
心
象
風
景
と
現
実
の
世
界
は
融
合
し
、

エ
ス
テ
ラ
も
ピ
ッ
プ
の
世
界
に
溶
け
込
み
、
既
に
ピ
ッ
プ
化
さ
れ
て
い

る
。
彼
が
見
捨
て
ら
れ
も
、
傷
つ
け
ら
れ
も
せ
ず
、
孤
独
で
も
な
い
と

い
う
、
彼
を
庇
護
す
る
安
全
な
空
間
が
出
来
上
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
は

彼
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
世
界
で
も
あ
る
。

非
現
実
的
な
自
己
実
現
の
夢
か
ら
覚
め
、
い
わ
ば
「
素
面
」
に
な
っ

た
感
の
あ
る
「
ひ
と
つ
目
の
結
末
」
と
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
へ
の
耽
溺
に

舞
い
戻
っ
て
い
る
「
二
つ
目
の
結
末
」
は
、
精
神
療
法
の
現
場
で
よ
く

み
ら
れ
る
「
覚
醒
」
と
、
そ
の
「
揺
り
戻
し
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
も

似
て
い
る
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、「（
母
を
）
怨
ん
で
い
な
い
」
と
言
っ
た
直
後

に
、「（
母
の
仕
打
ち
を
）
忘
れ
は
し
な
い
」
と
断
言
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ

の
態
度
や
、「
エ
ス
テ
ラ
と
の
こ
と
は
も
う
す
べ

て
終
わ
っ
た
ん
だ
よ
」
と
言
い
な

が
ら
、
彼
女
の
面
影
を
追
っ

て
い
る
ピ
ッ
プ
の
態
度
に

も
通
ず
る
、
極
め
て
デ
ィ

ケ
ン
ズ
ら
し
い
も
の
で
あ

る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
後
輩
作
家
か
ら
見
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
」

D
ickens

in
the

E
yes

of
the

L
ater

N
ovelists

司
　
会

荻
　
野
　
昌
　
利

今
回
の
大
会
が
名
古
屋
の
中
京
大
学
で
催
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
当
地
在
住
の
会
員
最
古
参
の
私
に
計
ら
ず
も
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

の
企
画
と
司
会
の
お
鉢
が
回
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
が
、
ご
承
知
の
よ

う
に
、
私
は
ど
う
考
え
て
も
正
統
的
デ
ィ
ケ
ン
ジ
ア
ン
で
は
な
い
し
、

お
引
き
受
け
す
る
に
さ
い
し
て
も
特
に
成
算
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
お
受
け
し
て
か
ら
あ
れ
や
こ
れ
や
と
考
え
た
あ
げ
く
、
今
回

の
タ
イ
ト
ル
に
よ
う
や
く
辿
り
つ
い
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
テ

ー
マ
を
着
想
し
た
理
由
は
、
ひ
と
つ
に
は
私
が
い
つ
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を

い
わ
ば
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
な
視
点
か
ら
眺
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
一
九
世
紀
後
半
の
小
説
家
た
ち
を
研
究
し
て
い
る
と
き
に
、
作

品
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
姿
を
現
す
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
し
ば
し
ば
間
接
的

な
形
で
接
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
私
の
関
心
を
呼
ぶ
テ
ー
マ
は
、
例

え
ば
Ｇ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
や
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
よ
う
な
作
家
が

ど
の
よ
う
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
捉
え
受
容
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
よ
う
な
偉
大
な
作
家
に
対
し
て
は
世
代
的
に
近

け
れ
ば
近
い
ほ
ど
、
そ
の
評
価
に
は
賞
賛
・
尊
敬
だ
け
で
は
な
く
、
個
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人
的
な
嫉
妬
・
羨
望
と
反
感
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

時
代
と
と
も
に
個
人
的
な
感
情
が
浄
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
本
当

の
意
味
で
の
作
家
の
評
価
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
よ

う
な
評
価
の
な
か
か
ら
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
も
う
ひ
と
つ
の
姿
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
理
解
に
寄
与

す
る
も
の
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。

今
回
は
、
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
個
人
的
に

も
交
流
の
あ
っ
た
後
輩
作
家
ト
ロ
ロ
プ
、
一
世
代
遅
れ
て
登
場
し
て
く

る
Ｇ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
、
そ
し
て
遥
か
後
世
代
の
異
邦
人
作
家
コ
ン
ラ
ッ

ド
と
、
多
少
時
代
が
前
後
し
、
し
か
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
作
品
的
に
も
心

理
的
に
も
強
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
持
っ
た
作
家
を
三
人
、
司
会
者
の

独
断
で
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
見
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
像
を
専
門

の
立
場
か
ら
自
由
に
論
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
い
さ
さ
か
牽
強

付
会
め
く
が
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
視
点
を
異
に
す

る
企
画
も
た
ま
に
は
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
の

が
私
の
言
い
訳
で
あ
る
。

ト
ロ
ロ
プ
か
ら
見
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ

T
rollope

and
D

ickens

齋
　
藤
　
九
　
一

ト
ロ
ロ
プ
の
第
四
作
目
のT

he
W

arden
(1855)

を
世
間
的
な
意
味

で
の
彼
の
最
初
の
成
功
作
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の

P
ickw

ick

P
apers

(1836-37)

に
遅
れ
る
こ
と
約
二
〇
年
と
な
る
。
そ
の
意
味
で

は
ト
ロ
ロ
プ
を
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
後
輩
作
家
と
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。「
ト
ロ
ロ
プ
か
ら
見
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
」
を
考
え
る
と
し
て
、
そ
れ

は
ト
ロ
ロ
プ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
捜
す
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
資
料
と
し
て
は
、
ト
ロ
ロ
プ
の
小
説
、
手
紙
、
自
伝
お
よ
び

批
評
文
が
あ
る
。

ま
ず
ト
ロ
ロ
プ
の
小
説
の
中
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
へ
の
言
及
だ
が
、
こ
こ

で
は
初
期
の
三
例
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
最
初
の
作
品T

h
e

M
acderm

ots
ofB

allycloran

第
五
章
にN

icholas
N

ickleby

へ
の
言
及

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
作
品
内
の
出
来
事
と
同
時
代
の
人
気
作
品
と
し
て

出
さ
れ
た
だ
け
で
、
特
にT

he
M

acderm
ots

と
主
題
的
に
関
わ
っ
て
い

る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
次
は
、
お
そ
ら
く
最
も
有
名
な
も
の
で
、T

he

W
arden

の
第
一
五
章
で
デ
ィ
ケ
ン
ズ
をM

r.PopularSentim
ent

と
し

て
批
評
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、“M

r.S
entim

entis
cer-

tainly
a

very
pow

erful
m

an,and
perhaps

not
the

less
so

that
his

good
poor

people
are

so
very

good,his
hard

rich
people

so
very
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hard,and
the

genuinely
honestso

very
honest.”

と
か
、
あ
る
い
は
、

“T
he

artistw
ho

paints
for

the
m

illion
m

ustuse
glaring

colours,as

no
one

knew
better

than
M

r.Sentim
ent....”

と
言
わ
れ
て
お
り
、
デ
ィ

ケ
ン
ズ
の
力
強
さ
は
誇
張
さ
れ
た
人
物
造
形
や
文
体
か
ら
来
て
い
る
と

ト
ロ
ロ
プ
は
見
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、“P

erhaps,how
ever,

M
r.S

entim
ent’s

greatattraction
is

in
his

second-rate
characters.

If

his
heroes

and
heroines

w
alk

upon
stilts,...their

attendantsatellites

are
as

n
atu

ral
as

th
o

u
g

h
o

n
e

m
et

th
em

in
th

e
street....”

と
も

言
っ
て
い
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
見
ら
れ
る
誇
張
や
理
想
化
を
揶
揄
す
る

と
と
も
に
、
全
く
そ
れ
と
は
逆
の
、
副
人
物
に
よ
く
見
ら
れ
る
自
然
さ

を
指
摘
し
た
言
葉
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
副
人
物
の
自
然

さ
・
不
自
然
さ
に
つ
い
て
は
、
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
う
言
い
回
し

が
ト
ロ
ロ
プ
の
他
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
の
で
後
述
す
る
。
最
後
に
、
ト

ロ
ロ
プ
のT

he
T

hree
C

lerks

で
は
３
種
類
の
言
及
が
あ
る
。
ま
ず
、
デ

ィ
ケ
ン
ズ
の
登
場
人
物
を
そ
の
ま
ま
自
作
品
に
取
り
入
れ
る
も
の
で
、

N
ich

o
la

s
N

ickleb
y

の
仕
立
屋

M
ad

am
M

an
talin

i
と

M
a

rtin

C
huzzlew

it

の
助
産
婦M

rs.G
am

p

がT
he

T
hree

C
lerks

の
挿
話
に
登

場
す
る
。
次
に
、
作
品
の
全
体
的
な
主
題
に
関
わ
る
の
は
、
第
一
章
に

お
け
るC

ircum
locution

O
ffi

ce
(L

ittle
D

orrit)

へ
の
言
及
で
あ
る
。

T
he

T
hree

C
lerks

に
は
通
称W

eights
and

M
easures

と
い
う
お
役
所

が
登
場
し
、
こ
れ
がC

ircum
locution

O
ffi

ce

の
正
反
対
の
非
常
に
能

率
の
よ
い
お
役
所
で
あ
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
包
括
的
な
お
役
所
批
判
に

対
抗
し
て
、
郵
政
省
の
職
員
で
も
あ
っ
た
ト
ロ
ロ
プ
が
、
三
人
の
若
い

公
務
員
を
主
要
人
物
と
し
て
、
公
務
員
で
あ
る
が
ゆ
え
の
競
争
や
誘
惑

に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
身
の
処
し
方
を
、
お
役
所
の
内
情
を
よ
く
知
る

者
の
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
。
最
後
に
、
反
社
会
的
な
悪
人
の
タ
イ
プ

を
論
じ
る
箇
所
で
は
、O

liver
T

w
ist

のB
illS

ykes

が
引
き
合
い
に
出

さ
れ
る
。B

ill
S

ykes

は
境
遇
ゆ
え
に
選
択
の
余
地
な
く
悪
人
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
ト
ロ
ロ
プ
が
描
くU

ndy
S

cott

は
貴
族
の
子
弟
で
国
会

議
員
で
も
あ
り
な
が
ら
地
位
を
利
用
し
た
悪
事
を
行
い
、
主
要
人
物
の

一
人
で
あ
る
有
能
な
公
務
員
を
破
滅
の
道
に
誘
う
。B

ill
S

ykes

的
な

一
目
で
そ
れ
と
知
れ
る
悪
漢
で
は
な
く
て
、
紳
士
と
い
う
社
会
的
地
位

を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
一
層
極
悪
な
悪
人
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
ト
ロ
ロ

プ
の
自
負
が
あ
る
だ
ろ
う
。

手
紙
に
お
け
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
へ
の
言
及
の
例
と
し
て
は
二
つ
の
点
を

取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
一
八
六
七
―
六
八
年
の
ア
メ
リ

カ
旅
行
を
め
ぐ
る
手
紙
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
対
す
る
ト
ロ
ロ
プ
の
微
妙

な
距
離
感
を
暗
示
す
る
。C

harles
K

ent

宛
の
手
紙
で
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ

晩
餐
会
の
幹
事
役
を
「
喜
ん
で
」
引
き
受
け
る
と
書
い
た
ト
ロ
ロ
プ

は
、M

rs.E
lliot

宛
の
手
紙
で
は
、「
自
分
は
特
に
（
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
取

り
巻
く
）
仲
間
で
は
な
い
が
、（
幹
事
役
を
）
頼
ま
れ
た
の
で
断
れ
な

い
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
ト
ロ
ロ
プ
は
こ
の
頃
デ
ィ
ケ
ン
ズ

に
少
し
遅
れ
て
渡
米
す
る
こ
と
に
な
る
が
、A

.H
.L

ayard

宛
の
手
紙

で
は
、
自
分
の
ア
メ
リ
カ
行
き
は
国
際
郵
便
協
定
の
交
渉
が
目
的
で

「
朗
読
で
金
儲
け
を
す
る
」
た
め
で
は
な
い
と
言
っ
て
、
暗
に
現
在
渡

米
中
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
揶
揄
し
て
い
る
。
そ
う
言
い
な
が
ら
、
興
味
深

い
こ
と
に
、
翌
年
の
四
月
二
二
日
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港

を
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
船
に
、
別
の
船
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
到
着
し
た
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直
後
の
ト
ロ
ロ
プ
が
あ
わ
た
だ
し
く
見
送
り
に
駆
け
つ
け
て
デ
ィ
ケ
ン

ズ
を
た
い
そ
う
感
激
さ
せ
る
と
い
う
一
幕
が
あ
る
。
次
に
、G

eorge

E
liot

宛
の
一
八
七
二
年
の
手
紙
で
、F

orster

の
『
デ
ィ
ケ
ン
ズ
伝
』

に
つ
い
て
、
ト
ロ
ロ
プ
は
、「
不
快
だ
」（distastful

）
と
言
っ
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
力
強
く
、
才
気
が
あ
っ
て
、
ユ
ー
モ

ラ
ス
で
、
多
く
の
点
で
、
賢
明
な
人
で
あ
っ
た
」
反
面
、「
非
常
に
無

学
で
、
厚
か
ま
し
く
、
自
分
自
身
に
も
、
ま
た
、
取
り
巻
き
の
人
々
に

も
、
自
分
が
神
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
デ
ィ
ケ

ン
ズ
は
決
し
て
英
雄
と
し
て
称
賛
で
き
る
人
で
は
な
か
っ
た
」
と
い

う
。
手
紙
と
い
う
媒
体
ゆ
え
の
率
直
な
言
葉
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
自
伝
お
よ
び
批
評
文
に
お
け
る
言
及
だ
が
、
ま
ず
デ
ィ
ケ

ン
ズ
追
悼
文
で
ト
ロ
ロ
プ
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
作
中
人
物
た
ち
は
、
ま

る
で
「
我
々
の
親
密
な
友
人
」
の
よ
う
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の

一
方
で
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
人
物
は
ど
ん
な
に
不
自
然
で
も
、
そ
の
力
強

さ
に
よ
っ
て
、「
第
二
の
自
然(a

second
nature)

」
を
作
り
出
す
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。
ト
ロ
ロ
プ
は
自
伝
で
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
登
場
人
物
に

つ
い
て
触
れ
、
あ
た
か
も
親
し
い
人
間
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
自

然
な
人
間
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ

の
文
体
に
つ
い
て
、「
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
慣
用
的
で
な
く
、
規
則
を
無

視
し
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
」（jerky,ungram

m
atical,and

created

by
him

self
in

defiance
of

rules

）
で
、
決
し
て
称
賛
で
き
な
い
が
、
そ

の
よ
う
な
言
葉
を
手
段
と
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
読
者
大
衆
の
心
を
満

た
し
た
こ
と
を
、
正
直
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の

ト
ロ
ロ
プ
の
批
判
的
な
言
葉
は
、
意
図
に
反
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
長

所
を
逆
の
方
向
か
ら
思
い
が
け
な
く
う
ま
く
と
ら
え
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
文
体
や
人
物
造

形
に
も
「
か
か
わ
ら
ず
」
大
衆
的
人
気
が
あ
る
、
と
ト
ロ
ロ
プ
は
言
い

た
げ
だ
が
、
我
々
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
」

で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ギ
ク
シ

ャ
ク
し
た
よ
う
に
見
え
る
文
章
で
読
者
の
心
に
強
い
印
象
を
与
え
る
の

は
、
ま
さ
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
活
発
な
想
像
力
が
言
葉
を
ね
じ
伏
せ
る

よ
う
に
し
て
斬
新
な
イ
メ
ー
ジ
や
メ
タ
フ
ァ
ー
を
創
造
し
た
か
ら
で
あ

る
。
ト
ロ
ロ
プ
もcreate

と
い
う
言
葉
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
所

以
で
あ
ろ
う
。

『
フ
ィ
ー
リ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ト
』

―
エ
リ
オ
ッ
ト
は
い
か
に
『
荒
涼
館
』
を

書
き
直
し
た
か

―

G
eorge

E
liot’s

R
ew

riting
of

B
leak

H
ouse

in
F

elix
H

olt

天
　
野
　
み
ゆ
き

エ
リ
オ
ッ
ト
は
小
説
執
筆
以
前
に
書
い
た
評
論
の
中
で
、
デ
ィ
ケ
ン

ズ
を
偉
大
な
小
説
家
と
し
て
賞
賛
し
な
が
ら
も
、
彼
の
心
理
描
写
に
も
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っ
と
迫
真
性
が
あ
れ
ば
、
と
惜
し
ん
だ
。
そ
し
て
、
実
際
に
彼
女
は
デ

ィ
ケ
ン
ズ
か
ら
多
く
の
テ
ー
マ
と
技
法
を
借
用
、
吸
収
し
、
さ
ら
に
書

き
直
し
と
も
言
う
べ
き
作
業
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
デ
ィ
ケ
ン

ズ
の
『
荒
涼
館
』（
一
八
五
三
　
以
下B

H

と
略
記
）
と
エ
リ
オ
ッ
ト
の

『
フ
ィ
ー
リ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ト
』（
一
八
六
六
　
以
下F

H

と
略
記
）
に

顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
出
自
、
相
続
、
法
曹
界
の
腐

敗
、「
結
婚
の
コ
ー
ド
に
反
し
た
女
性
」
の
悲
劇
と
い
う
テ
ー
マ
の
み

な
ら
ず
、
物
語
の
テ
ー
マ
と
展
開
を
視
覚
化
す
る
技
法
と
し
て
の
絵
画

的
描
写
に
も
見
出
さ
れ
る
類
似
点
と
相
違
点
は
、
両
作
家
の
特
質
を
照

射
し
合
う
。
本
発
表
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
階
級
の
問
題
が
い
か
に
提

示
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
観
点
か
らB

H

とF
H

の
間
テ
ク
ス
ト
性
を

探
っ
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
階
級
は
女
性
の
表
象
に
お
い
て
切
り
離
せ
な
い
問
題

で
あ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
慣
習
的
な
意
味
体
系
で
は
、
女
性
が
男

性
に
対
す
る
他
者
性
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
よ
う
に
、
労
働
者
階
級
は

中
産
階
級
に
対
す
る
「
他
者
」
と
し
て
表
象
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
意

味
体
系
の
中
で
、
一
九
世
紀
半
ば
に
急
増
し
た
い
わ
ゆ
る
「
転
落
の

女
」
は
女
性
と
し
て
、
か
つ
労
働
者
階
級
の
代
表
（
象
徴
）
と
し
て
、

男
性
／
中
産
階
級
が
支
配
す
る
社
会
の
中
心
か
ら
追
放
さ
れ
る
存
在
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
「
結
婚
の
コ
ー
ド
に
反
し
た
女
性
」
は
当
時
そ
の
多

く
が
「
転
落
の
女
」
に
成
り
果
て
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
限
り
な
く

「
転
落
の
女
」
に
近
い
存
在
だ
っ
た
と
言
え
る
。
結
婚
前
の
私
通(forni-

cation)

に
よ
っ
て
エ
ス
タ
・
サ
マ
ソ
ン
を
生
ん
だB

H

の
デ
ッ
ド
ロ
ッ

ク
准
男
爵
夫
人
と
、
弁
護
士
ジ
ャ
ー
ミ
ン
と
の
姦
通(adultery)

に
よ
っ

て
ハ
ロ
ル
ド
を
生
ん
だF

H

の
ト
ラ
ン
サ
ム
夫
人
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
エ

リ
オ
ッ
ト
は
結
婚
の
コ
ー
ド
に
反
し
た
こ
の
二
人
の
女
性
の
悲
劇
を
通

し
て
、
彼
女
た
ち
が
実
は
社
会
構
造
を
揺
る
が
す
ほ
ど
の
脅
威
と
な
り

得
る
こ
と
を
示
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ

ー
と
階
級
の
孕
む
危
う
さ
を
露
呈
さ
せ
る
物
語
を
書
い
た
。

ま
ず
、
己
の
罪
を
隠
し
て
生
き
る
二
人
の
女
性
の
激
し
い
懊
悩
が
美

し
い
肖
像
画
と
の
対
比
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
デ
ッ
ド
ロ
ッ

ク
夫
人
は
肖
像
画
の
ご
と
く
不
動
の
姿
勢
と
沈
黙
を
守
る
こ
と
で
他
者

を
遠
ざ
け
、
過
去
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
が
、
タ
ル
キ
ン
グ
ホ
ー
ン
が

そ
の
戦
略
を
見
破
り
、
同
じ
く
沈
黙
に
よ
っ
て
彼
女
に
挑
む
。
彼
の
沈

黙
の
裏
に
潜
ん
で
い
る
の
は
権
力
欲
、
女
性
蔑
視
、
上
流
階
級
へ
の
憎

悪
で
あ
り
、
二
人
の
闘
い
は
男
女
間
の
、
そ
し
て
階
級
間
の
闘
争
と
も

言
え
る
。
一
方
、
ト
ラ
ン
サ
ム
夫
人
の
若
き
日
の
肖
像
画
は
、
現
在
の

老
い
た
姿
と
の
対
照
に
お
い
て
皮
肉
な
色
合
い
を
帯
び
る
。

己
の
罪
は
死
に
よ
っ
て
す
ら
償
え
な
い
と
考
え
る
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
夫

人
の
深
い
罪
の
意
識
は
、
か
つ
て
の
恋
人
へ
の
情
熱
と
欲
望
が
今
な
お

彼
女
の
内
に
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
り
、
こ
の
意
味
で
彼
女

は
レ
ス
タ
ー
卿
を
裏
切
り
続
け
る
「
姦
通
を
犯
す
女(adulteress)

」
で

あ
る
。
姦
通
は
、
ト
ニ
ー
・
タ
ナ
ー
が
『
小
説
に
お
け
る
姦
通

―
契

約
と
違
犯
』
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
結
婚
と
い
う
契
約
を
基
盤
と
し

て
成
り
立
つ
社
会
に
お
け
る
違
犯
行
為
で
あ
る
。
タ
ナ
ー
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
お
い
て
結
婚
は
「
全
て
を
包
摂
し
、
組

織
づ
け
、
含
有
す
る
契
約
」、
す
な
わ
ち
社
会
の
「
シ
ス
テ
ム
」
を
維

持
す
る
構
造
で
あ
る
。
従
っ
て
、
姦
通
に
よ
っ
て
既
婚
女
性
が
社
会
的
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に
決
定
さ
れ
た
「
妻
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
逸
脱
す
る
と
き
、
そ
れ

は
社
会
契
約
の
暫
定
性
を
暴
露
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
構
造
そ
の

も
の
を
瓦
解
さ
せ
る
脅
威
と
な
る
。
階
級
間
の
境
界
線
の
抹
殺
に
よ
っ

て
「
社
会
の
水
門
が
押
し
流
さ
れ
、
奔
流
が
万
物
の
連
帯
の
機
構
を
破

砕
す
る
」（
40
章
）
と
い
う
、
レ
ス
タ
ー
卿
が
恐
れ
た
事
態
は
彼
の
最

も
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
社
会
的
、
政
治

的
実
権
を
奪
わ
れ
て
い
る
女
性
が
秘
め
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
破
壊
力
が
、

B
H

で
は
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
家
の
衰
退
に
よ
っ
て
、
ま
たF

H

で
は
ジ
ャ
ー

ミ
ン
と
ハ
ロ
ル
ド
の
野
望
の
挫
折
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
夫
人
の
物
語
と
ト
ラ
ン
サ
ム
夫
人
の
物
語

の
相
違
点
と
し
て
、
上
述
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト
自
身
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
批
判

を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
サ
ム
夫
人
の
心
理
描
写
に
重
点
が

お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
ト
ラ
ン
サ
ム
夫
人
の
苦
悩
は
罪
の
意
識

以
上
に
、「
女
の
領
域
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
性
の
憤
り
と
絶
望
感

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
世
の
中
の
出
来
事
を
含
め

て
、
全
て
を
自
分
の
女
と
し
て
の
苦
悶
を
中
心
と
し
て
し
か
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
ト
ラ
ン
サ
ム
夫
人
を
通
し
て
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
一
八
三
二

年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
直
後
の
社
会
に
お
け
る
女
性
の
地
位
と
労
働

者
階
級
の
状
況
の
類
似
性
を
示
唆
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
階
級
の
問
題
を

結
び
つ
け
る
。
女
性
／
労
働
者
階
級
は
男
性
／
支
配
階
級
に
搾
取
さ
れ

る
無
力
な
存
在
で
あ
り
、
無
知
の
故
に
自
分
の
未
来
を
展
望
で
き
ず
、

そ
の
苦
し
み
を
増
大
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
エ
リ
オ
ッ
ト
が
　
「
結
婚
」
と
い
う
契
約
に

集
約
さ
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
暫
定
性
と
瓦
解
性
を
露
呈
さ
せ
る
一
方

で
、
エ
ス
タ
を
通
し
て
女
性
の
可
能
性
と
希
望
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
旧
約
聖
書
に
お
い
て
モ
ー
デ
カ
イ
と

共
に
迫
害
さ
れ
る
同
胞
を
救
っ
た
エ
ス
タ
と
同
じ
名
前
が
二
つ
の
小
説

の
ヒ
ロ
イ
ン
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
た
だ

し
、B

H

の
エ
ス
タ
・
サ
マ
ソ
ン
が
完
璧
に
「
理
想
的
な
女
性
」
像
に

お
さ
ま
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
女
に
と
っ
て
最
も
重
要
で

あ
る
は
ず
の
ウ
ッ
ド
コ
ー
ト
へ
の
想
い
と
葛
藤
が
語
ら
れ
な
い
こ
と

が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
は
物
足
り
な
い
点
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

F
H

の
エ
ス
タ
・
ラ
イ
ア
ン
の
物
語
は
、
彼
女
が
フ
ィ
ー
リ
ッ
ク
ス
の

影
響
の
も
と
に
経
験
す
る
「
内
的
革
命
」
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。

「
結
婚
の
コ
ー
ド
に
反
し
た
女
性
」
の
物
語
に
見
た
よ
う
に
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
役
割
か
ら
の
逸
脱
は
社
会
の
基

盤
そ
の
も
の
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
社
会
の
本
質
的
な

変
革
は
や
は
り
割
り
当
て
ら
れ
た
役
割
の
逸
脱
か
ら
し
か
起
こ
り
得
な

い
。
二
人
の
作
家
は
そ
う
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
部
に
「
理
想
の
女
性
」
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る

エ
ス
タ
・
サ
マ
ソ
ン
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
曖
昧
さ
を
示
す

瞬
間
を
い
く
つ
か
創
り
出
し
て
い
る
。
母
親
と
の
対
面
の
場
面
で
は
母

と
子
の
役
割
が
逆
転
し
、
ま
た
、
エ
ス
タ
が
病
気
か
ら
回
復
後
エ
イ
ダ

と
再
会
す
る
と
き
、
二
人
は
互
い
に
と
っ
て
恋
人
、
母
親
、
子
供
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
深
い
愛
情
と
共
感
の
も
と
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
境
界
が

曖
昧
に
な
り
、
社
会
的
役
割
の
転
換
や
逸
脱
が
起
こ
る
こ
と
が
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
内
部
か
ら
の
変
革
の
道
と
な
る
の
で
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
も

エ
ス
タ
・
ラ
イ
ア
ン
と
フ
ィ
ー
リ
ッ
ク
ス
の
関
係
の
中
に
同
じ
現
象
を
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描
き
出
す
。
フ
ィ
ー
リ
ッ
ク
ス
が
投
獄
さ
れ
た
と
き
、
二
人
の
間
で
は

無
意
識
の
う
ち
に
い
わ
ゆ
る
男
性
的
役
割
と
女
性
的
役
割
が
逆
転
す
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
にB

H

とF
H

の
間
に
見
出
さ
れ
る
対
話
性
は
、
エ
リ

オ
ッ
ト
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
対
す
る
評
価
と
反
応
だ
け
で
な
く
、
一
見
全

く
対
照
的
な
特
徴
を
備
え
た
彼
ら
の
共
通
点
を
も
示
し
て
い
る
。F

H

は
傑
作
と
は
言
い
難
い
が
、
後
に
書
か
れ
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の
代
表
作

『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』
と
『
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ロ
ン
ダ
』
の
方
向
性
を
示
す

点
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
作
家
と
し
て
最
も
苦
悩
し

た
一
八
六
〇
年
代
に
、
当
時
人
気
を
二
分
し
て
い
た
先
輩
作
家
デ
ィ
ケ

ン
ズ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
吸
収
し
つ
つ
自
分
の
書
く
べ
き
小
説
の
可
能

性
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
コ
ン
ラ
ッ
ド

―

H
ousehold

とE
m
pire

―
D

ickens
and

C
onrad:H

ousehold
and

E
m

pire

木
　
村
　
茂
　
雄

コ
ン
ラ
ッ
ド
は
あ
る
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
彼
と
イ
ギ
リ
ス
文
学
と

の
最
初
の
出
会
い
が
、
幼
少
時
に
読
ん
だ
『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ

ー
』
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
訳
に
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
彼
の
書

簡
か
ら
も
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
へ
の
愛
着
や
そ
の
文
学
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る

詳
細
な
知
識
が
窺
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
に
関
す
る

近
年
の
比
較
研
究
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
小
説
、
な
か
で
も
デ
ィ
ケ

ン
ズ
の
存
在
が
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
重
要
な
例
外
は
、
一
九
〇
六
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
密

偵
』
を
め
ぐ
る
批
評
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
象
徴
的
な
描

写
、
硬
直
し
た
官
僚
制
に
対
す
る
批
判
、
探
偵
小
説
的
な
プ
ロ
ッ
ト
構

成
、
グ
ロ
テ
ス
ク
性
を
強
調
し
た
類
型
的
な
人
物
像
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
面
で
、
こ
の
小
説
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ
作
品
（
と
く
に
『
荒
涼
館
』）
と

の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
指
摘
を
受
け
て
、
こ
こ
で
問
い
た
い
の
は
、
そ
れ
で
は
な

ぜ
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
作
家
歴
の
こ
の
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
作
品
に
お

い
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
影
響
が
顕
在
化
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
そ
の
一
つ
の
明
白
な
答
え
は
、
こ
の
作
品
が
、
舞
台
を
イ
ギ
リ
ス

本
国
に
据
え
た
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
最
初
の
長
編
小
説
で
あ
っ
た
と
い
う
事

情
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
伝
記
か
ら
も
、
当
時
ま
で
海
や
植

民
地
の
世
界
を
集
中
的
に
扱
っ
て
き
た
コ
ン
ラ
ッ
ド
が
、
経
済
的
な
困

難
に
も
迫
ら
れ
、
そ
の
作
品
素
材
を
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
社
会
に
探
っ

て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
転
換
を
図
る
に

あ
た
り
、
真
っ
先
に
彼
の
お
手
本
と
な
っ
た
の
が
、
幼
少
時
か
ら
親
し

ん
で
き
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
だ
っ
た
と
し
て
も
少
し
も
不
自
然
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
ま
た
、
同
時
期
の
コ
ン
ラ
ッ
ド
が
、
こ
の
作
品
の
他
に
も
、
同

じ
く
デ
ィ
ケ
ン
ズ
色
が
濃
厚
で
、
後
に
彼
の
最
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と

な
る
『
運
命
』
に
着
手
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
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一
場
面
は
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
が
初
め
て
ロ
ン
ド
ン
を
訪
れ
た
時
の
体
験
に

基
づ
い
て
い
る
が
、
同
じ
経
験
を
扱
っ
た
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
デ
ィ
ケ
ン

ズ
（“the

G
reatM

aster”

と
さ
れ
て
い
る
）
の
創
造
し
た
ロ
ン
ド
ン
の

イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
返
し
想
起
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
材
料
を
総
合
す
る
な
ら
、
一
つ
目
の
重
要
な
点
と
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
不
案
内
で
あ
っ
た
コ
ン
ラ
ッ
ド
に
と
っ
て
、
デ

ィ
ケ
ン
ズ
は
、
こ
の
世
界
を
体
験
し
た
り
想
像
す
る
際
の
、
重
要
な
道

案
内
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
、
さ
ら
に
い
う
な

ら
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
そ
の
も
の
を

学
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

本
発
表
の
も
う
一
つ
の
課
題
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
作

品
世
界
を
、H

ousehold

とE
m

pire

の
関
係
と
い
う
大
枠
に
よ
っ
て
整

理
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
基
本
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
デ
ィ
ケ

ン
ズ
をH

ousehold

の
作
家
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
をE

m
pire

の
作
家
と
す
る

両
極
化
さ
れ
た
見
方
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
両
者
の
テ
ク
ス

ト
の
現
実
に
は
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
な
い
通
念
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
両
者
の
作
品
は
む
し
ろ
、
こ
の
二
つ
の
世
界
を
重
層
的
に
含
み
込

む
と
と
も
に
、
そ
の
複
雑
な
関
係
性
そ
の
も
の
を
主
題
系
の
一
部
と
し

て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
『
密
偵
』
に
も
、
一
部
分
、
帝
国
植
民
地

の
要
素
が
影
を
落
と
し
て
い
る
が
、
逆
に
、
典
型
的
な
植
民
地
小
説
と

目
さ
れ
る
「
闇
の
奥
」
や
『
ロ
ー
ド
・
ジ
ム
』
の
場
合
で
も
、
ク
ル
ツ

の
婚
約
者
の
『
密
偵
』
や
ジ
ム
の
家
郷
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス

な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
のdom

estic

な
領
域
の
存
在
や
そ
の
精
神
的
な
価

値
が
、
作
品
世
界
の
裏
打
ち
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
植
民
地
世
界
の
意
味
は
、
構
造
的
に
、
こ
の
よ
う

な
領
域
の
存
在
、
あ
る
い
は
そ
の
不
在
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

部
分
が
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

コ
ン
ラ
ッ
ド
の
『
密
偵
』
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
・
フ
ロ
ー
ラ
の
人
物
像
、

彼
女
と
父
の
関
係
、
こ
の
一
家
の
崩
壊
の
過
程
、H

o
u

seh
o

ld

と

E
m

pire

の
二
分
法
を
侵
す
船
上
で
の
新
婚
生
活
等
々
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の

『
ド
ン
ビ
ー
父
子
』
の
影
響
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る

が
、
一
方
、
こ
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
作
品
に
も
、
帝
国
植
民
地
の
要
素
が
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
浸
透
し
て
い
る
。
そ
れ
は
植
民
地
と
本
国
を
往
来
す
る

登
場
人
物
た
ち
や
、
ロ
ン
ド
ン
に
溢
れ
た
植
民
地
の
物
品
な
ど
に
も
明

ら
か
だ
が
、
そ
も
そ
も
ド
ン
ビ
ー
父
子
の
家
＝H

ouse

と
い
う
言
葉
自

体
、
家
督
相
続
の
単
位
と
し
て
の
「
一
家
」
と
い
う
意
味
と
、
世
界
中

に
植
民
地
貿
易
を
展
開
す
る
「
商
会
」
と
い
う
意
味
を
あ
わ
せ
持
っ
て

い
る
。
ま
た
、
ヒ
ロ
イ
ン
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
二
つ
目
の“hom

e”

と
な

る
ソ
ロ
モ
ン
・
ギ
ル
ズ
の
船
具
店
も
、dom

estic

な
価
値
観
と
植
民
地

貿
易
の
活
動
が
交
錯
す
る
場
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
し
、
小
説
末
尾

で
は
、
伝
統
的
な
家
父
長
制
の
縦
の
家
系
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
一

家
が
、
植
民
地
か
ら
生
還
し
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
と
い
う
、
い
わ
ば
横
か
ら

入
っ
て
き
た
新
し
い
要
素
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
る
こ
と
が
予
示
さ
れ
て

い
る
。

他
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
作
品
に
つ
い
て
充
分
検
討
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た

が
、
も
う
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
る
な
ら
、『
大
い
な
る
遺
産
』
の
場
合
、
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ピ
ッ
プ
の
期
待
し
て
い
た
遺
産
がS

atis
H

ouse

の
ミ
ス
・
ハ
ヴ
ィ
シ
ャ

ム
の
も
の
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
潜
入
し
て
き
た
マ
グ
ウ

ィ
ッ
チ
の
財
産
で
あ
り
、
ミ
ス
・
ハ
ヴ
ィ
シ
ャ
ム
の
養
女
エ
ス
テ
ラ

も
、
実
は
マ
グ
ウ
ィ
ッ
チ
の
実
娘
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う

展
開
な
ど
は
、H

ousehold

とE
m

pire

の
交
錯
と
い
う
現
象
を
端
的
に

あ
ら
わ
し
て
い
る
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
コ
ン
ラ
ッ
ド
と
で
は
、
時
代
の
推
移
も
反
映
し
て
、

作
品
世
界
の
強
調
に
大
き
な
シ
フ
ト
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
だ
が
、

し
か
し
二
人
の
作
品
世
界
は
、
そ
の
両
者
と
も
に
、dom

estic

な
領
域

と
帝
国
世
界
と
が
必
然
的
に
絡
み
合
い
、
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
社
会

や
、
そ
こ
で
生
き
る
人
間
の
営
み
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
が
終
生
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
寄
せ
た
愛
着
の
一

つ
の
重
要
な
根
拠
も
、
時
に
は
解
消
し
が
た
い
矛
盾
や
ジ
レ
ン
マ
を
抱

え
込
ん
だ
こ
の
よ
う
な
社
会
の
姿
を
、
巨
大
な
塊
と
し
て
描
き
出
し
て

み
せ
た
、
ノ
ヴ
ェ
リ
ス
ト
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
対
す
る
敬
意
の
念
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

– 37 –

論
文
の
電
子
化
に
つ
い
て

A
n

Invitation
to

U
ploading

Scholarly

A
rticles

on
the

W
eb

松
　
岡
　
光
　
治

デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
日
本
支
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
皆

様
の
御
助
力
に
支
え
ら
れ
、
昨
年
一
二
月
三
日
に
文
部
省
学
術
情
報
セ

ン
タ
ー
か
ら
ウ
ェ
ッ
ブ
上
に
公
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
お
か
げ
さ
ま
で
訪

問
者
が
夏
休
み
前
に
一
万
人
を
突
破
い
た
し
ま
し
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
内
容
は
次
の
二
〇
項
目
で
す
。
新
着
、
挨
拶
、
総
会
、
春
季
、
会

報
、
入
会
、
論
文
、
会
議
、
質
問
、
名
簿
、
年
譜
、
伝
記
、
系
図
、
評

価
、
作
品
、
梗
概
、
文
献
、
翻
訳
、
出
版
、
関
連
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
研

究
者
に
と
っ
て
は
基
礎
的
な
情
報
ば
か
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
般

の
愛
好
者
や
専
門
以
外
の
方
に
は
、
そ
れ
な
り
に
重
宝
が
ら
れ
て
い
ま

す
。
小
池
先
生
や
松
村
先
生
の
許
可
を
い
た
だ
い
て
御
著
書
か
ら
作
成

し
た
年
譜
や
伝
記
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
項
目
で
も
、
我
々
が
意

外
と
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
、
会



員
に
と
っ
て
も
十
分
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
他
に

も
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
電
子
テ
ク
ス
ト
、
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
、
映
画
な

ど
、
日
本
支
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に

し
て
あ
り
ま
す
。
今
後
の
課
題
は
い
か
に
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
学
術

的
な
も
の
に
す
る
か
で
す
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
皆
様
の
論
文
の
電
子
化

に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
電
子
化
さ
れ
て
「
論
文
」
の
項
目
に

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
は
二
四
本
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
現
在
ほ
と

ん
ど
の
方
が
パ
ソ
コ
ン
や
ワ
ー
プ
ロ
で
論
文
を
書
か
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
の
で
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
が
あ
れ
ば
電
子
化
は
極
め
て
簡
単
で
す
。

た
と
え
手
書
き
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
抜
き
刷
り
が
あ
れ
ば
ス
キ
ャ
ナ

ー
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
初
は
、
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た

論
文
の
テ
ク
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
を

H
T

M
L

(H
y

p
er

T
ex

t
M

ark
u

p

L
anguage)

フ
ァ
イ
ル
に
、
時
間
を
か
け
て
手
作
業
で
変
換
し
て
い
ま

し
た
が
、
現
在
は
変
換
方
法
をPD

F
(Portable

D
ocum

entForm
at)

に

変
え
ま
し
た
の
で
、
十
秒
た
ら
ず
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

PD
F

と
は
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
や
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
やU

N
IX

な
ど
複
数

の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
、
文
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や
フ
ォ
ン
ト
を
ま

っ
た
く
同
じ
よ
う
に
表
示
す
る
た
め
の
形
式
で
す
。
会
員
の
方
が
パ
ソ

コ
ン
で
書
か
れ
た
論
文
を
、
そ
の
ま
ま
形
を
崩
さ
ず
に
ウ
ェ
ッ
ブ
上
で

公
開
で
き
る
わ
け
で
す
。P

D
F

フ
ァ
イ
ル
を
「
読
む
」
た
め
に
は
、

A
dobe

A
crobatR

eader

が
必
要
で
す
。
こ
の
ソ
フ
ト
は
パ
ソ
コ
ン
を

買
っ
た
時
に
標
準
装
備
と
し
て
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
お

持
ち
で
な
い
方
はhttp://w

w
w

.adobe.co.jp/product/acrobat/read-

step2.htm
l

か
ら
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、P

D
F

フ
ァ
イ
ル
を
「
作
る
」
に
は
、A

dobe
A

crobat4.0

J

を
購
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
／
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ

シ
ュ
版
と
も
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
プ
ラ
イ
ス
で
二
万
円
ほ
ど
で
す
。
こ

の
ソ
フ
ト
が
あ
れ
ば
、
自
分
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
し
た
論
文
の
フ

ァ
イ
ル
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
よ
う
な
感
覚
で
、
簡
単
に
電
子
化
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
デ
ジ
タ
ル
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
の

主
た
る
形
式
はP

D
F

に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
か
ら
原
先

生
が
御
担
当
の
「
会
報
」
はD

T
P

(D
esktop

Publishing)

で
作
成
さ
れ

て
か
ら
印
刷
所
に
出
さ
れ
ま
す
の
で
、
大
幅
な
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
と
な
り

ま
す
。D

T
P

で
は
レ
イ
ア
ウ
ト
が
自
由
自
在
で
す
の
で
、
原
先
生
の
よ

う
な
職
人
の
手
に
よ
れ
ば
、
見
栄
え
を
ほ
と
ん
ど
無
限
に
向
上
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
年
の
「
会
報
」
が
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し

て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
「
会
報
」
が
出
版
さ
れ
た
あ
と
、D

T
P

フ

ァ
イ
ル
は
そ
の
ま
まP

D
F

フ
ァ
イ
ル
に
変
換
さ
れ
、
ま
っ
た
く
同
じ

形
で
ウ
ェ
ッ
ブ
上
で
も
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
学
術
情
報
セ
ン
タ

ー
は
、
日
本
の
学
会
が
刊
行
す
る
学
術
雑
誌
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ

ル
形
態
に
よ
る
出
版
を
普
及
・
促
進
さ
せ
る
た
め
に
、
総
合
的
な
シ
ス

テ
ム
の
構
築
と
し
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

（U
R

L
:http://w

w
w

.nacsis.ac.jp/olj/

）
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。
デ
ィ
ケ

ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
日
本
支
部
で
は
単
独
で
「
会
報
」
の
電
子
化

が
で
き
ま
し
た
し
、
将
来
的
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
電
子
雑
誌

“Jacket”
(http://w

w
w

.jacket.zip.com
.au/w

elcom
e.htm

l)

の
よ
う
な

オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
で
き
れ
ば
、
さ
ぞ
か
し
楽
し
い
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
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P
D

F

フ
ァ
イ
ル
は
画
像
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
保
存
も
検
索
も
で

き
ま
す
。
他
に
も
、
画
像
を
貼
り
つ
け
た
り
、
し
お
り
（
目
次
）
を
作

っ
た
り
、
校
正
を
す
る
場
合
は
、
フ
ァ
イ
ル
の
一
部
を
コ
ピ
ー
し
て
メ

モ
の
中
に
ペ
イ
ス
ト
し
、
修
正
し
て
ほ
し
い
箇
所
を
変
更
す
る
と
い
っ

た
機
能
も
あ
り
ま
す
。
更
に
、
同
じP

D
F

フ
ァ
イ
ル
の
中
で
リ
ン
ク

を
張
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
注
の
番
号
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ

と
で
瞬
時
に
脚
注
や
尾
注
へ
ジ
ャ
ン
プ
し
、
注
を
読
み
終
わ
っ
た
ら
、

そ
こ
の
注
の
番
号
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
、
ま
た
も
と
の
箇
所
に
戻
る
と
い

っ
た
よ
う
な
リ
ン
ク
で
す
。
こ
の
機
能
は
も
ち
ろ
ん
他
の
ウ
ェ
ッ
ブ
・

サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
と
い
う
形
に
す
る
こ
と
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
音
声
フ
ァ
イ
ル
や
映
像
フ
ァ
イ
ル
を
張
る

こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
理
想
の
マ
ル
チ
・
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
を

作
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。
詳
し
く
は
、
日
本
支
部
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
「
論
文
お
よ
び
研
究
資
料
の
電
子
化
に
つ
い
て
」

（http://w
w

w
soc.nacsis.ac.jp/dickens/archive/digitization.htm

l

）
を

御
覧
く
だ
さ
い
。P

D
F

の
簡
単
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
と
し
て
は
、『P

D
F

の
完
全
攻
略
』（
福
田
良
一
、
オ
ー
ム
社
、
二
千
円
）、『
日
本
語

P
D

F

＋A
crobat

入
門
』（
広
田
健
一
郎
、
ユ
ニ
ッ
ト
工
学
図
書
、
二
千

円
）、『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
た
め
のA

crobat/P
D

F

（C
D

-R
O

M

付
）』

（
ト
ー
マ
ス
・
ア
ー
ツ
／
広
田
健
一
郎
訳
、
電
気
大
出
版
局
、
三
千
五

百
円
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

皆
様
の
論
文
を
他
の
会
員
の
方
に
、
更
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
デ
ィ

ケ
ン
ズ
愛
好
者
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
ぜ
ひ
論
文
の
電
子

化
に
御
協
力
く
だ
さ
い
。P

D
F

フ
ァ
イ
ル
はO

S

に
関
係
な
く
電
子
メ

ー
ル
の
添
付
書
類
と
し
て
文
字
化
け
さ
せ
ず
に
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
わ
た
し
の
方
ま
で
送
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
日
本
支

部
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
に
収
納
し
て
ウ
ェ
ッ
ブ
上
で
公
開
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。P

D
F

作
成
が
面
倒
だ
と
思
わ
れ
る
方
は
、
論
文
の
フ
ァ
イ
ル

（
日
本
語
の
フ
ォ
ン
ト
はO

saka

が

A
crobatR

eader

で
は
読
み
や
す

い
と
思
い
ま
す
。
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
はO

saka

が
標
準
装
備
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
で
き
る
だ
け
太
い
フ
ォ
ン
ト
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
）
を
次

の
ア
ド
レ
ス
ま
で
添
付
書
類
で
お
送
り
く
だ
さ
れ
ば
、
こ
ち
ら
でP

D
F

フ
ァ
イ
ル
に
変
換
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。(W

in
d

o
w

s
u

sers)

j45870a@
nucc.cc.nagoya-u.ac.jp,(M

acintosh
users)

m
atsuoka

@
lang.nagoya-u.ac.jp

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
日
本
支
部
の
会
員
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
メ

ー
リ
ン
グ
・
リ
ス
ト
に
も
、
ぜ
ひ
御
参
加
く
だ
さ
い
。
会
員
も
四
〇
名

を
越
え
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
倍
以
上
の
方
が
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方
も
登
録
者
が
増
え
れ

ば
、
単
な
る
情
報
交
換
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
メ
ー
リ
ン
グ
・
リ
ス
ト

“dickns-l”

の
よ
う
に
、
学
術
的
な
議
論
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
登

録
は
、S

ubject

欄
を
空
白
に
し
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
欄
に#

subscribe

と
記
入
し
た
あ
と
、dickens-ctl@

lang.nagoya-u.ac.jp

へ
電
子
メ
ー

ル
を
送
る
こ
と
で
、
自
動
的
に
完
了
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
以
後
の
投
稿

の
宛
先
は
、dickens@

lang.nagoya-u.ac.jp

と
な
り
ま
す
。
御
協
力
の

ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
会
員
の
論
文
・
著
訳
書

（
一
九
九
七
―
一
九
九
九
）

著
　
書

宇
佐
見
太
一
他
　
『
ブ
ロ
ン
テ
文
学
の
ふ
る
さ
と
』

一
九
九
九
　
大
阪
教
育
図
書

宇
佐
見
太
一
、
荻
野
昌
利
、
廣
野
由
美
子
、
新
野
緑
他
　
『
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
朝
の
小
説

―
女
性
と
結
婚
』一

九
九
九
　
英
宝
社

川
澄
英
男

『
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
ア
メ
リ
カ
』

一
九
九
八
　
彩
流
社

西
條
隆
雄

『
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
文
学

―
小
説
と
社
会

―
』

一
九
九
八

英
宝
社

北
條
文
緒

『
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
ふ
た
た
び
』

一
九
九
八

み
す
ず
書
房
　

宮
崎
孝
一

『
オ
ー
ス
チ
ン
文
学
の
妙
味
』

一
九
九
九
　
鳳
書
房
　

論
　
文

榎
本
　
洋

「
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ト
ロ
ロ
プ
の
反
英
雄
的
、
相
対
的
世

界
」『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
諸
相

―
松
山
信
直
先
生
古
希

記
念
論
文
集
』

一
九
九
九

英
宝
社

榎
本
　
洋

「
職
人
作
家
と
筆
記
用
具
」
小
林
　
順
、
吉
田
秀
生
編

『
筆
記
用
具
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
』
５
章
　
一
九
九
九
　

晃
洋
書
房

小
野
寺
進

「D
ickens

の
狂
気

―
躁
暴
と
白
痴
の
観
点
か
ら
」

『
人
文
社
会
論
叢
』（
弘
前
大
学
人
文
学
部
）
人
文
科
学

篇
　
　
第
１
号
　
一
九
九
九

金
山
亮
太

「
デ
ィ
ッ
ク
さ
ん
の
狂
気
は
何
を
暴
い
て
い
る
の
か
」

『
人
文
科
学
研
究
』（
新
潟
大
学
人
文
学
部
）
第
97
輯

一
九
九
八

金
山
亮
太

「
演
技
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
」『
欧
米
の
言
語
・
社
会
・
文

化
』（
新
潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
）
第

５
号

一
九
九
九
　

T
oru

Sasaki,
“H

ardy
and

E
liot:A

R
esponse”,T

he
G

eorge
E

liot

R
eview

N
o.29

(1998)

T
oru

S
asaki,

“‘A
fter

a
F

ashion’
;A

n
A

ppreciation”
in

John
L

ucas

and
D

avid
B

elbin
(eds.),Stanley

M
iddleton

atE
ighty

(Five
L

eaves,1999)

佐
々
木
徹

「1946

年
以
降
の
英
国
小
説

―

A
m

is

か
らR

ushdie

、

そ
し
て
そ
の
後
」『
英
語
青
年
』
創
刊
百
周
年
記
念
号

一
九
九
八
年
八
月
別
冊

佐
藤
真
二

「
公
開
朗
読
台
本D

avid
C

opperfield

研
究

―
そ
の

言
語
と
意
義

―
」『
駒
沢
大
学
文
学
部
英
米
文
学
科

研
究
紀
要
』
第
34
号
　
一
九
九
九

志
田
　
均

「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
見
た
ア
メ
リ
カ
」、
関
口
功
教
授
退

任
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
ア
メ
リ
カ
黒
人
文
学

と
そ
の
周
辺
』（
南
雲
堂
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
）
一
九
九
七
年

志
田
　
均

「
テ
ク
ス
ト
と
欲
望

―
『
ド
ン
ビ
ー
父
子
』
試
論

―
」、『
文
芸
研
究
』（
明
治
大
学
文
学
部
紀
要
）

第
八
十
一
号
、
一
九
九
九
年

西
垣
佐
理

「「
家
庭
の
天
使
」
か
ら
「
白
衣
の
天
使
」
へ

―

L
ittle

D
o

rrit

に
み
るn

u
rsin

g

の
実
践
を
め
ぐ
っ
て
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―
」『
関
西
学
院
大
学
英
米
文
学
』
第
43
巻
第
１
号

一
九
九
九

原
　
英
一

「
女
性
に
よ
る
王
政
復
古
期
劇
場
の
征
服
に
つ
い
て
」

『
東
北
学
院
大
学
論
集
（
英
語
英
文
学
）』
第
89
号一九

九
八

E
iichiH

ara,
“T

he
A

bsurd
V

ision
of

E
lizabethan

C
rim

e
D

ram
a:A

W
a

rn
in

g
fo

r
F

a
ir

W
o

m
en

,
T

w
o

L
a

m
en

ta
b

le

T
ragedies,and

A
rden

ofF
aversham

”(Shiron
N

o.38,

1999)

久
田
晴
則

「T
he

M
arshalsea

P
rison

とD
ickens

」『
こ
と
ば
の
シ

ン
ホ
ニ
ー
』
英
宝
社

一
九
九
九

松
岡
光
治

「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
狂
気

―
監
禁
、
群
集
、
記
憶
、
愛

―
」『
名
古
屋
大
学
言
語
文
化
部
・
国
際
言
語
文
化
研

究
科
言
語
文
化
論
集
』
第
Ｘ
Ｘ
巻
第
２
号
　
一
九
九
九

松
岡
光
治

「
革
命
に
お
け
る
愛
憎
の
流
動
化

―
A

T
ale

of
T

w
o

C
ities

―
」『
名
古
屋
大
学
言
語
文
化
部
・
国
際
言
語

文
化
研
究
科
言
語
論
集
』
第
Ｘ
Ｘ
巻
第
１
号
一
九
九
八

M
itsuharu

M
atsuoka,“D

ickens
and

M
em

ory”
(R

ivista
di

Studi

V
ittorianiN

o.7,1999)

松
岡
光
治

「
身
体
／
社
会
の
断
片
化
と
想
像
力

―

O
ur

M
utual

F
riend

―
」『
広
島
大
学
英
語
英
文
學
研
究
』
第
43
巻

一
九
九
九
年

松
村
豊
子

「『
白
衣
の
女
』
の
嘘
と
野
心：

Ｍ
・
Ｅ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ン

の
重
婚
小
説

―
重
婚
小
説
の
方
程
式(

２)

」『
津
田
塾

大
学
　
言
語
文
化
研
究
所
報
』
第
14
号
、
一
九
九
九

松
村
昌
家

P
aul

S
chlicke

ed.O
xford

R
eader’s

C
om

panion
to

D
ickens

(1999)

に“D
ickens

in
Japan”

を
執
筆

松
村
昌
家

「
マ
ダ
ム
・
タ
ッ
ソ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
『
図
書
』

一
九
九
九
年
７
月
号
岩
波
書
店

吉
田
一
穂

「L
ittle

D
orrit

に
お
け
るA

rthur
C

lennam

の
再
生
の

過
程
を
め
ぐ
っ
て
」『
英
語
英
米
文
学
の
心
』
一
九
九

九
、
大
阪
教
育
図
書

編
　
著

T
oru

S
asaki

and
N

orm
an

P
age

(eds.),W
ilkie

C
ollins,

M
iss

o
r

M
rs?,T

he
H

aunted
H

otel,T
he

G
uilty

R
iver

(O
xford

W
orld’s

C
lassics,1999)

松
村
昌
家

T
he

G
raphic,V

ols.I
&

II

監
修
な
ら
び
に
解
説
。

一
九
九
九
　
本
の
友
社

翻
　
訳

青
木
健
・
榎
本
洋
『
文
筆
業
の
文
化
史
』
彩
流
社
一
九
九
九
年
５
月

金
山
亮
太

「
コ
ー
ド
ル
夫
人
の
寝
室
説
法
」（
１
）
ダ
グ
ラ
ス
・

ジ
ェ
ロ
ル
ド
著
『
新
潟
大
学
言
語
文
化
研
究
』（
新
潟

大
学
人
文
学
部
・
法
学
部
・
経
済
学
部
）
第
３
号

一
九
九
七
　

金
山
亮
太

「
コ
ー
ド
ル
夫
人
の
寝
室
説
法
」（
２
）
ダ
グ
ラ
ス
・

ジ
ェ
ロ
ル
ド
著
『
新
潟
大
学
言
語
文
化
研
究
』（
新
潟

大
学
人
文
学
部
・
法
学
部
・
経
済
学
部
）
第
４
号
　

一
九
九
八
　

齋
藤
九
一
・
青
木
健
『
愛
の
文
化
史
』
法
政
大
学
出
版
局
　
一
九
九
八

村
山
敏
勝
他

『
わ
た
し
の
欲
望
を
読
み
な
さ
い
』
ジ
ョ
ー
ン
・
コ
プ

チ
ェ
ク
著
　
青
土
社
、
一
九
九
八
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会
　
報
　
第
22
号

発
行
一
九
九
九
年
一
一
月
二
〇
日

デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
フ
ェ
ロ
ウ
シ
ッ
プ
日
本
支
部

〒
六
五
八
―
八
五
〇
一
神
戸
市
東
灘
区
岡
本
８
―
９
―
１

甲
南
大
学
文
学
部
英
語
英
米
文
学
科
内

電
話
〇
七
八
（
四
三
一
）
四
三
四
一

印
刷
　
株
式
会
社
　
東
北
プ
リ
ン
ト

〒
九
八
〇
―
〇
八
二
二
　
仙
台
市
青
葉
区
立
町
24
―
24

編
集
後
記

私
が
雑
誌
の
組
版
を
す
る
の
は
こ
れ
が
百
数
冊
目
に
な
り
ま
す
。

Ｄ
Ｔ
Ｐ
オ
ペ
レ
ー
タ
と
し
て
は
プ
ロ
並
み
に
な
っ
た
と
不
遜
に
も
自
負
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
編
集
の
仕
事
と
い
う
の
は
い
く
ら
や
っ
て
も
慣
れ
ま
せ
ん
。
反
省
点

も
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
前
任
者
の
青
木
先
生
の
ご
苦
労
は
推
測
は
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
今
回
あ
ら
た
め
て
実
感
し
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
多
く
の
方
々
か
ら
原
稿
を
頂

き
、
大
幅
な
ペ
ー
ジ
増
が
実
現
で
き
た
の
は
と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
次
号

も
多
数
の
皆
様
か
ら
の
ご
寄
稿
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
本
部
発
行
のT

h
e

D
ickensian

に
匹
敵
す
る
内
容
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
多
く

の
方
か
ら
電
子
メ
ー
ル
や
ワ
ー
プ
ロ
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
原
稿
を
頂
き
、
作
業
効

率
が
あ
が
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
手
書
き
原
稿
で
も
何
の
不
都
合
も
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
手
書
き
で
も
ふ
る
っ
て
ご
寄
稿
下
さ
い
。

記
事
の
余
白
に
入
れ
た
カ
ッ
ト
は
、
私
が
勝
手
に
レ
イ
ア
ウ
ト
し
た
も
の
で
す
。

記
事
の
筆
者
の
意
図
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
念
の
た
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

な
お
、
こ
の
号
は
支
部
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
で
同
時
に
発
行
さ
れ
ま

す
。
本
号
に
モ
ノ
ク
ロ
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
も
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
で
は
カ
ラ
ー
で
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
是
非
そ
ち
ら
も
ご
覧
下
さ
い
。

（
原
　
英
一
）
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