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序

　

カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
（K

azuo Ishiguro, 1954-
）
の
長
篇
小
説
で
は
、
社
会
貢
献
と
い
う
理
想
を
追
い
求
め
る
人
物

が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
第
二
作『
浮
世
の
画
家
』（A

n A
rtist  of the Floating W

orld, 1986

）の
主
人
公
の
小
野
益
次
は
、

国
家
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
絵
画
を
描
こ
う
と
意
気
込
む
し
、
第
三
作
『
日
の
名
残
り
』（T

he R
em

ains of the D
ay, 

1989

）
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
も
、
一
執
事
で
あ
り
な
が
ら
、
高
徳
の
貴
族
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
人
類
へ
の
貢
献
に
つ
な
が

る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
第
四
作
『
充
た
さ
れ
ざ
る
者
』（T

he U
nconsoled, 1995

）
で
は
、
音
楽
を
通
し
て
共
同
体
の

復
興
に
貢
献
で
き
る
と
思
い
込
む
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ラ
イ
ダ
ー
が
登
場
す
る
し
、
第
五
作
『
わ
た
し
た
ち
が
孤
児
だ
っ
た
こ

ろ
』（W

hen W
e W

ere O
rphans, 2000

）
で
は
、
日
中
戦
争
の
最
中
の
上
海
に
乗
り
込
ん
で
悪
の
根
源
を
絶
ち
、
世
界
の

カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
と
理
想
主
義

森
川
　

慎
也

［
論
文
］
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秩
序
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
探
偵
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
バ
ン
ク
ス
が
登
場
す
る
。第
六
作『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
』（N

ever 

Let M
e G

o, 2005

）
で
は
、
主
人
公
た
ち
ク
ロ
ー
ン
の
置
か
れ
た
環
境
を
改
善
す
べ
く
人
間
社
会
に
働
き
か
け
る
ヘ
イ
ル

シ
ャ
ム
の
運
営
者
兼
保
護
官
ミ
ス
・
エ
ミ
リ
が
、
物
語
の
結
末
で
自
ら
の
理
想
を
元
生
徒
た
ち
の
ク
ロ
ー
ン
に
意
気
揚
々

と
語
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
各
自
の
職
業
を
通
じ
て
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
理
想
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
イ
シ
グ
ロ
の
描
く
理
想
主
義
者
は
決
ま
っ
て
大
き
な
試
練
に
立
た
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
初
期
作
品
の
主
人
公

た
ち
は
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
時
代
や
社
会
の
激
変
に
翻
弄
さ
れ
、
自
ら
の
理
想
の
意
義
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
。
イ

シ
グ
ロ
に
よ
れ
ば
、『
浮
世
の
画
家
』
と
『
日
の
名
残
り
』
の
舞
台
を
そ
れ
ぞ
れ
大
戦
中
そ
し
て
大
戦
後
の
日
本
と
イ
ギ
リ

ス
に
設
定
し
た
の
は
、「
価
値
観
や
理
想
が
試
さ
れ
る
こ
と
、
自
ら
の
理
想
が
試
練
を
受
け
る
前
に
考
え
て
い
た
も
の
と
は

違
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」（Sw

ift, “
Shorts” 36

）
に
興
味
を
持
っ
た
か
ら
だ
と

言
う
（
以
下
、
英
語
文
献
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
拙
訳
で
あ
る
）。
つ
ま
り
、
イ
シ
グ
ロ
が
理
想
主
義
者
を
作
品
に
繰
り

返
し
登
場
さ
せ
る
の
は
、
理
想
が
理
想
で
な
く
な
る
と
き
に
、
そ
の
現
実
に
ど
う
向
き
合
う
の
か
と
い
う
普
遍
的
な
問
題

を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
か
ら
だ
と
ひ
と
ま
ず
言
え
る
。
実
際
、
イ
シ
グ
ロ
の
描
く
理
想
主
義
者
た
ち
は
、
共
同
体
・
国
家
・

人
類
へ
の
貢
献
と
い
う
理
想
を
掲
げ
る
も
、
自
ら
の
努
力
や
信
念
が
国
家
や
人
類
に
善
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
、
悪
を
助

長
す
る
働
き
に
寄
与
し
て
し
ま
う
と
い
う
受
け
入
れ
が
た
い
事
実
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、

そ
の
理
想
が
破
綻
し
た
段
階
に
至
っ
て
も
、
彼
ら
は
な
お
理
想
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
し
な
い
。

　

イ
シ
グ
ロ
の
作
品
中
、
善
な
る
世
界
へ
の
貢
献
と
い
う
理
想
が
容
易
に
悪
に
転
化
し
た
最
も
極
端
な
例
を
描
い
た
の
が

『
浮
世
の
画
家
』
で
あ
る
。
同
作
を
考
察
し
た
論
考
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
長
柄
裕
美
は
、
小
野
の
画
家
と
し
て
の
変
遷

を
丁
寧
に
た
ど
る
こ
と
で
、「
社
会
主
義
的
理
想
か
ら
軍
国
主
義
思
想
へ
と
」
小
野
の
「
正
義
」
が
「
巧
み
に
す
り
替
え
ら
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れ
て
い
っ
た
」
と
指
摘
し
（
六
二
一
―
二
二
）、
小
野
に
「
時
代
を
見
通
す
洞
察
力
」（
六
二
二
）
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ

た
た
め
に
、
彼
の
理
想
が
誤
っ
た
方
向
に
向
け
ら
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
小
野
は
松
田
知
州
の
影
響
に
よ
り
、
当
初
は
貧

困
層
の
救
済
と
い
う
社
会
主
義
的
理
想
の
立
場
か
ら
画
家
と
し
て
創
作
に
従
事
す
る
が
、
し
だ
い
に
松
田
が
掲
げ
る
日
本

の
植
民
地
拡
大
主
義
に
共
鳴
し
、
ア
ジ
ア
侵
略
を
正
当
化
す
る
運
動
に
画
家
と
し
て
参
画
す
る
。「
わ
が
国
民
に
対
し
て
重

要
な
貢
献
と
な
る
よ
う
な
作
品
」（Ishiguro, A

rtist 163

）
を
描
き
た
い
と
い
う
小
野
の
理
想
は
、
時
代
の
激
変
の
中
で

本
人
も
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
社
会
主
義
か
ら
国
家
主
義
へ
と
横
滑
り
す
る
の
で
あ
る
。
長
柄
は
、
小
野
が
こ
う
し
た
過
去

と
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。（
１
）
長
柄
が
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
小
野
の
人
生
に
人

間
の
普
遍
的
状
況
を
見
出
し
、
こ
の
盲
目
的
な
語
り
手
に
一
定
の
理
解
を
示
す
の
に
対
し
、
池
園
宏
は
主
従
関
係
に
対
す

る
小
野
の
矛
盾
し
た
言
動
を
批
判
的
に
捉
え
、
彼
の
野
心
に
潜
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
自
惚
れ
を
看
取
す
る
。
池
園
は
、
小
野

が
自
分
の
師
で
あ
る
森
山
の
権
威
に
反
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
有
能
な
弟
子
が
自
身
の
芸
術
路
線
と
は
異
な

る
方
向
に
進
み
始
め
る
と
、
師
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
優
先
し
て
弟
子
の
活
動
を
妨
害
す
る
と
し
、
そ
こ
に
彼
の
矛
盾
が
あ
る

と
指
摘
す
る
（
四
九
）。
さ
ら
に
池
園
は
、
小
野
が
「
独
自
の
思
考
判
断
力
」
を
備
え
て
い
る
と
豪
語
し
、
野
心
を
持
た

な
い
「
凡
庸
」
な
画
家
を
批
判
す
る
一
方
で
、「
そ
の
自
負
と
は
裏
腹
に
、
彼
は
軍
国
主
義
と
い
う
大
き
な
時
代
の
流
れ
に

飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
そ
の
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
う
」
と
指
摘
し
、
そ
こ
に
「
小
野

の
凡
庸
さ
」
が
表
れ
て
い
る
と
論
じ
る
（
五
五
）。
池
園
が
参
照
し
て
い
る
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ス
キ
ャ
ラ
ン
（M

argaret 

Scalan

）
も
、
小
野
が
一
つ
の
権
威
に
反
発
し
な
が
ら
、
安
易
に
別
の
権
威
に
追
従
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
小

野
（
そ
し
て
『
日
の
名
残
り
』
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
）
は
一
時
的
に
そ
の
事
実
を
認
識
す
る
が
、
最
終
的
に
自
ら
の
「
幻

想
」（
す
な
わ
ち
、自
身
が
世
の
中
に
貢
献
し
た
と
い
う
思
い
込
み
）に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る（150-51

）。「
正
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義
」
や
「
野
心
」
を
過
信
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
理
想
に
対
す
る
社
会
の
評
価
が
一
変
し
て
も
、
な
お
自
分
は
国
家
に
貢

献
し
た
と
思
い
込
も
う
と
す
る
イ
シ
グ
ロ
作
品
に
見
ら
れ
る
典
型
的
な
人
物
像
を
、
長
柄
、
池
園
、
ス
キ
ャ
ラ
ン
は
小
野

の
語
り
の
分
析
を
通
し
て
炙
り
出
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
作
中
人
物
の
性
格
分
析
は
イ
シ
グ
ロ
の
人
物
造
型
に
新
た
な
光
を
当
て
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
作
中
人
物
の

分
析
だ
け
で
は
、
な
ぜ
イ
シ
グ
ロ
は
そ
う
し
た
理
想
主
義
者
を
繰
り
返
し
描
く
の
か
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
彼
の
描
く
人
物
た

ち
は
決
ま
っ
て
理
想
主
義
的
な
の
か
、
と
い
う
よ
り
根
源
的
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
シ
グ
ロ
の
描
く
人

物
の
共
通
要
素
を
捉
え
て
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
作
者
の
動
機
ま
で
考
察
の
範
囲
が
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
そ

の
動
機
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
作
者
の
動
機
を
捉
え
る
に
は
、
分
析
の
対
象
を
作
中
人
物
か
ら
作
者
本
人
ま
で
拡
大
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
な
ぜ
イ
シ
グ
ロ
は
繰
り
返
し
理
想
主
義
者
を
描
く
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な

問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
小
説
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
言
説
も

考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
イ
シ
グ
ロ
の
人
間
観
に
関
わ
る
こ
の
問
い
に
迫
る
こ
と
に
あ
る
。

　

本
稿
の
第
一
節
か
ら
第
四
節
ま
で
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
小
説
以
外
の
言
説
を
手
掛
か
り
に
、
彼
自
身
の
理
想
主
義
的
志
向

の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
節
で
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
キ
ャ
リ
ア
の
最
初
期
に
『
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
紙
に
掲
載
さ

れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
参
照
し
、
創
作
に
対
す
る
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
的
態
度
を
示
す
。
同
節
で
は
芸
術
家
と
し
て
あ
る
べ

き
姿
を
イ
シ
グ
ロ
が
ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
二
節
で
は
彼
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

で
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
理
想
主
義
の
影
響
を
、
第
三
節
で

は
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
か
ら
受
け
た
思
想
的
影
響
を
そ
れ
ぞ
れ
明
示
し
、
第
四
節
に
お
い
て
イ
シ
グ
ロ
自
身
が
抱
え
る
理
想

に
対
す
る
不
安
と
そ
の
不
安
を
煽
る
運
命
主
義
的
な
見
方
を
考
察
す
る
。
第
五
節
で
は
、
理
想
主
義
と
運
命
主
義
と
い
う
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二
つ
の
相
反
す
る
思
想
が
彼
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
緊
張
を
生
み
出
し
て
い
る
か
を
見
て
い
く
。
最
後
の
結
び
で
、
な
ぜ

イ
シ
グ
ロ
は
理
想
主
義
者
を
繰
り
返
し
描
く
の
か
と
い
う
問
い
に
立
ち
返
り
、
一
つ
の
解
を
示
し
た
い
。

　
　

一　

理
想
主
義
的
作
家
イ
シ
グ
ロ

　

イ
シ
グ
ロ
は
エ
ッ
セ
イ
の
類
の
文
章
を
ほ
と
ん
ど
書
か
な
い
作
家
で
あ
る
。
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
せ
い

ぜ
い
以
下
の
も
の
し
か
見
当
た
ら
な
い
―
―
一
九
八
三
年
に
『
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
紙
に
掲
載
さ
れ
た “

B
om

b C
ulture”

（
同
年
八
月
八
日
発
行
）、
川
端
康
成
作
品
の
英
訳
版Snow

 C
ountry and T

housand C
ranes

（Penguin B
ooks, 

1986

）
に
付
さ
れ
た
序
文
、
日
本
を
舞
台
に
し
た
初
期
の
三
つ
の
短
篇
を
所
収
し
たE

arly Japanese Stories

（B
elm

ont 

Press, 2000

）
の
序
文
、（
２
）
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ス
ペ
ン
ダ
ー
（Stephen Spender

）
編H

ockney’s A
lphabet

（A
ids 

C
risis T

rust, 1991

）
に
寄
稿
し
た “

T
 by K

azuo Ishiguro”

、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
マ
ク
ダ
ナ
（Steve M

acD
onogh

）
編

T
he R

ushdie Letters

（U
niversity of N

ebraska Press, 1993

）
に
収
め
ら
れ
た
一
編
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ

ム
ズ
紙
に
掲
載
さ
れ
た “

K
azuo Ishiguro on H

is Fears for B
ritain after B

rexit”

（
二
〇
一
六
年
七
月
一
日
発
行
）。

同
世
代
の
作
家
と
比
べ
る
と
、
彼
の
エ
ッ
セ
イ
の
少
な
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。（
３
）
他
方
、
新
作
が
公
刊
さ
れ
る
と
他
の

国
際
的
な
作
家
と
同
様
に
、
イ
シ
グ
ロ
も
ま
た
世
界
中
で
ブ
ッ
ク
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ア
ー
を
行
い
、
数
多
く
の
イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
を
受
け
て
い
る
。
英
語
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事
だ
け
で
も
そ
の
数
は
優
に
百
を
超
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

エ
ッ
セ
イ
等
の
散
文
の
数
が
少
な
い
の
は
、
ツ
ア
ー
以
外
の
時
間
を
創
作
に
当
て
た
い
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
明
確
な
意
志

の
表
れ
と
受
け
と
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
イ
シ
グ
ロ
は
自
ら
の
主
義
主
張
を
展
開
す
る
の
に
好
都
合
な
エ
ッ
セ
イ
を
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ほ
と
ん
ど
書
か
ず
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
除
け
ば
、
自
ら
の
考
え
を
発
信
す
る
こ
と
も
稀
な
の
で
あ
る
。
そ
の
イ
シ
グ
ロ
が

珍
し
く
強
い
口
調
で
持
論
を
展
開
し
て
い
る
の
が
、
右
で
触
れ
た
『
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
紙
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
と
『
フ
ァ
イ

ナ
ン
シ
ャ
ル
・
タ
イ
ム
ズ
』紙
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
の
二
編
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、彼
の
理
想
主
義
を
検
討
す
る
た
め
に
、キ
ャ

リ
ア
の
最
初
期
に
発
表
さ
れ
た
前
者
の
エ
ッ
セ
イ “

B
om

b C
ulture”

（1983

） 

を
取
り
上
げ
る
。

　

本
エ
ッ
セ
イ
は
、
敗
戦
後
の
長
崎
を
描
い
た
長
篇
第
一
作
『
遠
い
山
な
み
の
光
』（A

 Pale V
iew

 of H
ills, 1982

）
の
出

版
の
翌
年
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
イ
シ
グ
ロ
が
書
い
て
い
る
の
は
、『
遠
い
山
な
み
の
光
』

の
受
容
の
さ
れ
方
、
同
時
代
（
一
九
八
〇
年
代
初
頭
）
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
風
潮
、
そ
の
文
学
風
潮
に
見
ら
れ
る
凡
庸
さ

の
傾
向
、
そ
し
て
読
者
や
出
版
界
に
向
け
て
の
警
告
で
あ
る
。
小
説
に
お
け
る
イ
シ
グ
ロ
の
英
語
は
、
エ
レ
ガ
ン
ト
で
、

無
駄
が
な
く
、
抑
制
の
効
い
た
引
き
締
ま
っ
た
文
体
だ
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（Sim

 106

）、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は

同
時
代
の
文
学
思
潮
に
対
す
る
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
せ
い
か
、
そ
の
口
調
は
他
で
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
激
し
い
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
確
認
す
る
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
作
品
の
語
り
手
た
ち
も
、
と
き
に
こ
う
し
た
強
い
口
調
で
語
っ

て
お
り
、
イ
シ
グ
ロ
の
エ
ッ
セ
イ
と
彼
の
文
学
作
品
と
の
間
に
は
意
外
に
も
文
体
的
親
和
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
で
イ
シ
グ
ロ
は
長
崎
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。「〔
長
崎
〕
と
言
え
ば
、
私
の
心
に
立
ち
現
れ
る

の
は
、
幼
少
期
の
断
片
的
な
情
景
で
あ
る
―
―
祖
父
の
家
の
ベ
ラ
ン
ダ
、
小
径
の
剥
が
れ
か
け
た
映
画
の
ポ
ス
タ
ー
、
暑

い
午
後
の
遊
び
場
。
古
い
カ
ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
や
母
の
回
想
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
」（9

、
同
エ
ッ
セ
イ
は
『
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』

紙
の
九
面
の
み
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、以
下
で
は
面
数
を
省
略
す
る
）。
そ
し
て
「
戦
後
間
も
な
い
長
崎
を
小
説
（
の

ち
に
『
遠
い
山
な
み
の
光
』
と
し
て
出
版
さ
れ
る
）
の
舞
台
に
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
連
想
に
惹
か
れ

た
か
ら
で
あ
っ
て
、
核
の
問
題
に
特
別
な
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
な
い
」
と
断
言
す
る
。
イ
シ
グ
ロ
に
と
っ
て
長
崎
は
、
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原
爆
の
町
で
は
な
く
、
幼
少
期
へ
の
郷
愁
を
誘
う
町
で
あ
っ
た
。
自
身
が
長
崎
と
い
う
町
か
ら
原
爆
を
連
想
し
な
い
の
は
、

彼
の
幼
少
期
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
う
。

あ
の
爆
弾
の
重
要
性
を
知
ら
ず
に
育
っ
た
―
―
実
際
、
あ
る
年
齢
に
な
る
ま
で
、
私
は
ど
の
町
に
も
爆
弾
が
落
と

さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
た
。
安
全
な
子
ど
も
時
代
を
送
っ
た
お
か
げ
で
、
周
り
の
大
人
の
世
界
が
安
全

で
道
徳
的
秩
序
の
あ
る
安
定
し
た
世
界
だ
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
、
成
人
後
に
、
そ
の
同
じ
世
界
が
、

か
つ
て
い
か
に
不
安
と
激
変
に
満
ち
て
い
た
の
か
を
知
っ
て
不
思
議
な
感
覚
を
覚
え
た
。
し
だ
い
に
「
爆
弾
に
つ

い
て
の
」
本
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

幼
少
期
の
イ
シ
グ
ロ
に
と
っ
て
、
故
郷
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
は
一
つ
の
歴
史
的
事
実
に
過
ぎ
ず
、
原
爆
の
問
題
に
つ
い
て

イ
シ
グ
ロ
自
身
が
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
成
人
し
て
か
ら
で
あ
る
。
長
崎
か
ら
連
想
さ
れ
る
原
爆
に
子

ど
も
時
代
の
イ
シ
グ
ロ
が
無
自
覚
だ
っ
た
の
は
、
五
歳
で
長
崎
を
離
れ
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、

彼
の
両
親
が
原
爆
の
被
害
に
つ
い
て
息
子
に
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
母
静
子
が
イ
シ
グ

ロ
に
原
爆
の
被
害
（
自
身
が
被
災
し
、
友
人
を
失
っ
た
事
実
）
に
つ
い
て
初
め
て
語
っ
た
の
は
、
彼
が
一
九
八
〇
年
に
日

本
を
舞
台
に
し
た
短
篇
を
数
編
上
梓
し
た
後
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
（M

ackenzie 14

）。（
４
）

　

本
エ
ッ
セ
イ
の
興
味
深
い
点
は
、『
遠
い
山
な
み
の
光
』
の
受
容
の
さ
れ
方
に
イ
シ
グ
ロ
が
複
雑
な
感
情
を
吐
露
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
同
作
出
版
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
風
潮
を
彼
は
こ
う
概
観
す
る
。
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ
デ
ィ
（Salm

an 

R
ushdie, 1947-

）
のM

idnight’s C
hildren

（1981

）
が
出
版
さ
れ
た
頃
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
壇
は
「
世
界
規
模
の
大
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カズオ・イシグロと理想主義

き
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
本
」
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
外
で
は
「
核
に
よ
る
破
壊
の
恐
れ
が
、
一
九
六
〇
年
代
以

降
で
そ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
規
模
の
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
」。
こ
う
し
た
文
学
動
向
の
中
で
「
自
分
が
長

崎
に
生
ま
れ
た
事
実
に
深
く
感
謝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」。
な
ぜ
な
ら
「
私
の
小
説
が
あ
の
町
〔
長
崎
〕
を
舞
台
に
し
た

と
い
う
事
実
だ
け
で
、
私
は
世
界
の
中
で
容
易
に
重
要
な
存
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
」
か
ら
だ
と
言
う
。
原
爆
投
下
と

い
う
歴
史
的
事
実
が
小
説
の
後
景
に
置
か
れ
、
な
お
か
つ
自
身
の
ル
ー
ツ
が
長
崎
に
あ
る
と
い
う
伝
記
的
事
実
に
よ
っ
て
、

デ
ビ
ュ
ー
長
篇
作
が
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
語
る
イ
シ
グ
ロ
の
文
章
に
は
、
長
崎
に
対
す
る
郷
愁
と
と
も
に
、
ど

こ
か
引
け
目
の
よ
う
な
感
情
が
漂
っ
て
い
る
。
長
崎
出
身
の
作
家
と
い
う
出
自
が
幸
い
し
て
、
通
常
で
あ
れ
ば
書
評
家
に

酷
評
さ
れ
る
は
ず
の
デ
ビ
ュ
ー
作
が
、
書
評
家
た
ち
の
「
皮
肉
」
を
免
れ
、
戦
後
の
長
崎
を
何
も
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
生

じ
る
「
想
像
あ
る
い
は
知
識
の
空
白
さ
え
も
が
賞
賛
す
べ
き
抑
制
と
捉
え
ら
れ
た
」
こ
と
に
戸
惑
い
を
見
せ
る
。『
遠
い
山

な
み
の
光
』
に
向
け
ら
れ
た
高
い
評
価
は
、
作
品
そ
れ
自
体
の
価
値
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
核
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
た
同
時
代
の
空
気
が
作
り
出
し
た
結
果
だ
と
イ
シ
グ
ロ
は
推
測
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
成
功
体
験
に
よ
っ
て
「
今
後
も
核

問
題
に
手
を
出
し
た
い
誘
惑
」
が
「
大
き
い
」
と
告
白
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
エ
ッ
セ
イ
の
後
半
で
イ
シ
グ
ロ
は
、
こ
の
個
人
的
な
事
情
を
イ
ギ
リ
ス
文
壇
全
体
の
問
題
に
拡
張
し
て
い

く
。「
ま
す
ま
す
多
く
の
真
面
目
な
芸
術
家
た
ち
が
小
説
や
戯
曲
や
映
画
の
領
域
で
核
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
で
脚
光
を
浴

び
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
」
と
皮
肉
交
じ
り
に
予
言
す
る
。
す
で
に
一
九
八
三
年
一
月
（
つ
ま
り
本
エ
ッ
セ
イ
の
掲
載
前
）

に
、
イ
ア
ン
・
マ
キ
ュ
ー
ア
ン
（Ian M

cE
w

an, 1948-

）
が
、
オ
ラ
ト
リ
オ
を
構
想
し
て
い
た
音
楽
家
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ー

ク
リ
ー
（M

ichael B
erkeley, 1948-

）
の
依
頼
で
、
リ
ブ
レ
ッ
ト
（libretto
）
作
品 “

or Shall W
e D

ie”

（1983

）
を
発

表
し
、
同
作
で
核
戦
争
へ
と
突
き
進
む
男
た
ち
と
、
男
た
ち
の
論
理
（
核
に
は
核
を
）
に
幼
い
娘
の
命
を
委
ね
る
女
性
を
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描
い
て
い
る
。
そ
の
第
五
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、広
島
で
被
爆
し
た
日
本
人
女
性（“M

rs T
om

oyasu”

）と
被
爆
で
亡
く
な
っ

た
幼
い
娘
と
の
対
話
が
、
作
中
女
性
の
台
詞
に
使
わ
れ
て
い
る
（M

cE
w

an 7, 20

）。
本
作
は
、
核
戦
争
の
脅
威
が
日
増

し
に
高
ま
っ
た
一
九
八
〇
年
か
ら
八
一
年
に
か
け
て
人
々
（
そ
し
て
マ
キ
ュ
ー
ア
ン
自
身
）
の
意
識
に
あ
っ
た
「
無
力
感
」、

「
恐
怖
」、
そ
し
て
「
希
望
」
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
（M

cE
w

an 4, 16

）。（
５
）
同
作
の
発
表
か
ら
四
年
後
の
一
九
八
七

年
に
は
、
同
世
代
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
エ
イ
ミ
ス
（M

artin A
m

is, 1949-

）
が
、
核
を
テ
ー
マ
に
し
た
短
篇
集E

instein’s 

M
onsters

（1987
）
を
発
表
す
る
。
同
作
に
収
め
ら
れ
た
五
編
は
、
八
〇
年
代
初
頭
の
核
の
脅
威
と
そ
の
不
合
理
性
を
背

景
テ
ー
マ
と
す
る
。
個
人
間
の
暴
力
的
報
復
と
そ
の
連
鎖
の
切
断
（“B

ujak”

）、
核
弾
頭
ミ
サ
イ
ル
（
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ｖ
）
の
製

造
に
携
わ
っ
た
父
の
自
殺
を
悼
み
、
自
身
も
核
戦
争
の
夢
に
う
な
さ
れ
る
少
年
の
精
神
の
内
部
崩
壊
（“Insight”

）、
近

未
来
（
二
〇
二
〇
年
）
に
お
い
て
放
射
能
汚
染
に
さ
ら
さ
れ
た
人
間
の
肉
体
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
崩
壊
し
て
い
く
過

程
（“T

im
e D

isease”

）、
核
汚
染
に
よ
っ
て
生
態
系
が
破
壊
さ
れ
、
巨
大
化
し
た
犬4

が
人
間
を
エ
サ
に
す
る
デ
ィ
ス
ト

ピ
ア
世
界
（“Little Puppy”

）、
人
類
の
誕
生
以
前
に
生
ま
れ
、
古
代
、
中
世
、
近
代
を
生
き
抜
き
、
核
戦
争
（
二
〇
四
五

年
）
後
に
人
類
が
絶
命
し
て
い
く
中
で
一
人
孤
独
に
生
き
続
け
る
不
死
の
「
私
」（“Im

m
ortals”

）
を
描
い
て
い
る
。
エ

イ
ミ
ス
も
ま
たE

instein’s M
onsters

の
序
文
（“Introduction: T

hinkability”

）
で
、「
若
い
作
家
が
〔
中
略
〕
核
兵
器

に
つ
い
て
書
き
始
め
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（A

m
is 23

）。
こ
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
代
は
、
イ
シ
グ
ロ
と
同
世
代

の
イ
ギ
リ
ス
人
作
家
た
ち
が
核
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
精
力
的
に
発
表
し
て
い
く
時
代
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
イ
シ
グ
ロ
は
同
時
代
の
作
家
が
安
易
に
核
の
テ
ー
マ
に
飛
び
つ
く
こ
う
し
た
風
潮
に
は
っ
き
り
と
異
議
を
唱

え
る
。
本
節
で
取
り
あ
げ
た
い
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
は
、
彼
の
唱
え
る
異
議
に
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
。
同
時
代
の
作
家

が
今
後
も
核
問
題
に
飛
び
つ
く
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
、
そ
う
し
た
文
壇
的
状
況
に
つ
い
て
激
し
い
論
調
で
こ
う
批
判
す
る
。
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カズオ・イシグロと理想主義

そ
う
し
た
作
品
の
中
に
は
、
大
い
な
る
価
値
を
秘
め
、
誠
実
と
洞
察

4

4

4

4

4

を
兼
ね
備
え
た
も
の
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
多
く
の
作
品
（
今
後
私
が
同
じ
テ
ー
マ
で
書
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
必

然
的
に
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
が
）
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
便
乗
し
た
感
が
拭
え
ず
、
野
心
に

根
差
し
た
も
の
で
、
時
代
に
迎
合
し
よ
う
と
す
る
欲
求
か
ら
生
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
作
品
は
ま
が

4

4

い
も
の

4

4

4

だ
と
言
っ
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。（
傍
点
引
用
者
）

右
の
引
用
の
最
後
で
イ
シ
グ
ロ
が
評
す
る
「
ま
が
い
も
の
」
は
、原
文
で
は “

shoddy” 

と
い
う
英
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
見
か
け
だ
け
は
文
学
の
体
を
な
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
文
学
的
価
値
を
持
た
な
い
作
品
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
引
用
の
冒
頭
で
、文
学
的
価
値
に
「
誠
実
と
洞
察
」
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、イ
シ
グ
ロ
に
と
っ

て
、
時
代
迎
合
的
な
文
学
的
営
み
は
そ
う
し
た
誠
実
さ
に
欠
け
た
行
為
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
本
エ
ッ
セ
イ
が
掲
載
さ
れ

た
一
九
八
三
年
は
、
イ
シ
グ
ロ
が
二
十
代
最
後
の
年
で
あ
る
。
時
代
に
迎
合
す
る
の
で
は
な
く
、
真
に
価
値
あ
る
文
学
の

創
出
に
従
事
す
る
こ
と
こ
そ
が
作
家
の
責
務
だ
と
考
え
る
イ
シ
グ
ロ
の
姿
勢
が
こ
こ
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
自
身
の
理
想
主
義
的
文
学
観
か
ら
そ
う
し
た
「
ま
が
い
も
の
」
の
作
品
を
牽
制
す
る
の
と
は
別
に
、
イ
シ
グ

ロ
は
核
テ
ー
マ
を
主
題
に
す
る
作
品
が
増
え
る
こ
と
自
体
に
明
確
な
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
核
テ
ー
マ
に

便
乗
す
る
文
学
作
品
が
量
産
さ
れ
る
こ
と
で
、
核
の
問
題
に
対
し
て
人
々
が
鈍
感
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
現
に
核
戦
争
の
脅
威
が
迫
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
と
え
芸
術
的
価
値
が
低
く
と
も
、
同
テ
ー
マ
に
関
す

る
文
学
作
品
が
数
多
く
書
か
れ
る
こ
と
は
、
自
己
満
足
に
浸
っ
て
黙
し
て
い
る
よ
り
、
よ
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
反

019



論
も
あ
ろ
う
、
と
イ
シ
グ
ロ
は
譲
歩
す
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
彼
は
そ
う
し
た
核
ジ
ャ
ン
ル
の
台
頭
が
あ
る
種
の
「
自
己

満
足
を
助
長
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と
警
告
す
る
。

ま
が
い
も
の
の
作
品
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
領
域
を
見
慣
れ
た
も
の
に
し
、
美
化
し
さ
え
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
つ
い
に
は
Ｓ
Ｆ
領
域
に
類
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
が
い
も
の
の
文
学
は
、
わ
れ
わ
れ
が

現
在
直
面
し
て
い
る
危
険
と
い
う
現
実
を
記
憶
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
忘
れ
さ
せ
る
働
き
を
す
る
の
だ
。
た
と
え

ば
、モ
ス
ク
ワ
に
向
け
て
巡
航
ミ
サ
イ
ル
が
発
射
さ
れ
れ
ば
、命
を
落
と
す
の
は
現
実
に
生
き
て
い
る
普
通
の
人
々

だ
と
い
う
こ
と
を
記
憶
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
忘
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
ま
が
い
も
の
の
作

品
は
、
し
だ
い
に
そ
の
主
題
に
対
す
る
私
た
ち
の
関
心
を
萎
え
さ
せ
、
過
去
の
も
の
と
し
て
し
ま
い
、
そ
の
危
険

も
ま
た
過
ぎ
去
っ
た
か
の
よ
う
な
幻
想
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
ま
が
い
も
の
の
文
学
」の
量
産
が
ホ
ロ
ー
コ
ス
ト
と
い
う
問
題
を「
見
慣
れ
た
も
の
に
す
る（fam

iliarise

）」と
い
う
論
は
、

ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
が
芸
術
の
主
眼
と
し
て
提
起
し
た
「
異
化
（defam

iliarization

）」
と
は
真
逆
の
作
用
を
及

ぼ
す
可
能
性
に
対
す
る
イ
シ
グ
ロ
の
懸
念
の
表
明
で
あ
る
。
芸
術
は
本
来
見
慣
れ
た
も
の
を
異
化
し
、
人
間
に
新
た
な
見

方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
前
提
に
立
て
ば
、
核
の
テ
ー
マ
に
群
が
る
「
ま
が
い

も
の
の
文
学
」
は
、
そ
の
問
題
を
む
し
ろ
「
見
慣
れ
た
」
も
の
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
点
で
、
芸
術
本
来

の
あ
り
方
と
は
逆
行
す
る
。
蛇
足
を
承
知
で
言
え
ば
、
こ
こ
で
イ
シ
グ
ロ
が
核
ジ
ャ
ン
ル
を
Ｓ
Ｆ
に
喩
え
て
い
る
の
は
、

二
十
一
世
紀
の
読
者
の
目
に
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
映
る
だ
ろ
う
。
本
エ
ッ
セ
イ
の
掲
載
か
ら
二
十
二
年
後
の
二
〇
〇
五
年
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に
出
版
さ
れ
た
『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
』
で
、
彼
が
ク
ロ
ー
ン
を
主
人
公
に
し
た
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
を
描
き
、
Ｓ
Ｆ

小
説
と
純
文
学
の
融
合
を
試
み
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
読
者
に
す
れ
ば
、
イ
シ
グ
ロ
が
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
に
お
い
て
当
時

台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
核
ジ
ャ
ン
ル
を
Ｓ
Ｆ
に
喩
え
た
こ
と
は
、
作
者
の
意
図
し
な
か
っ
た
劇
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
映
る

か
ら
で
あ
る
。（
６
）
し
た
が
っ
て
、
現
代
の
視
点
か
ら
こ
の
初
期
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
み
直
す
と
、
自
身
を
明
確
に
純
文
学

作
家
と
し
て
位
置
付
け
る
若
き
イ
シ
グ
ロ
の
立
場
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
感
じ
る
読
者
も
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
右
の

引
用
に
は
、
後
年
の
作
品
テ
ー
マ
を
先
取
り
す
る
言
葉
も
見
ら
れ
る
。「
記
憶
す
る
の
で
は
な
く
、
忘
れ
さ
せ
る
（forget, 

not rem
em

ber

）」
と
い
う
文
言
は
、『
忘
れ
ら
れ
た
巨
人
』
に
お
け
る
集
団
的
忘
却
と
い
う
テ
ー
マ
を
予
兆
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
イ
シ
グ
ロ
の
エ
ッ
セ
イ
に
論
を
戻
す
と
、
核
ジ
ャ
ン
ル
の
台
頭
に
よ
り
、
核
に
対
す
る
恐
怖
が
繰
り
返
し
描
か

れ
る
こ
と
で
、
人
々
の
恐
怖
心
が
麻
痺
す
る
可
能
性
を
イ
シ
グ
ロ
は
危
惧
し
て
い
る
。
こ
の
危
惧
は
若
き
作
家
ら
し
い
強

い
倫
理
観
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
イ
シ
グ
ロ
は
続
く
文
で
芸
術
家
や
読
者
の
み
な
ら
ず
芸
術
全
般
に
携
わ
る

人
々
に
向
け
て
こ
う
呼
び
か
け
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
い
作
品
を
大
い
に
必
要
と
す
る
よ
う
に
、
ま
が
い
も
の
の
作
品
を
は
っ
き
り
と
忌
避

す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
意
思
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
芸
術
家
や
消
費
者
だ
け
で
な
く
、
出
版

社
、
演
劇
グ
ル
ー
プ
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
制
作
班
、
雑
誌
編
集
者
、
書
評
家
も
ま
た
、
全
員
が
責
任
と
分
別
を
行

使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
、
意
図
が
正
し
い
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
平
凡

な
作
品
を
支
援
し
た
り
称
讃
し
た
り
し
た
く
な
る
誘
惑
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
も
な
け
れ
ば
、
怪
し
く
油
断
の
な
ら
な
い
ジ
ャ
ン
ル
、
す
な
わ
ち
芸
術
的
価
値
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ジ
ャ
ン
ル
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を
引
き
受
け
る
羽
目
に
な
る
。
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
は
、
核
に
関
す
る
議
論
を
不
透
明
な
も
の
に
さ
せ
、
現
在
わ

が
国
を
襲
っ
て
い
る
、
核
問
題
ほ
ど
終
末
論
的
で
は
な
い
他
の
問
題
か
ら
真
面
目
な
作
家
た
ち
が
、
そ
の
真
面
目

さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
を
背
け
る
た
め
の
口
実
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。

核
を
扱
っ
て
い
て
も
、
そ
の
作
品
が
平
凡
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
称
讃
し
て
は
い
け
な
い
、
と
イ
シ
グ
ロ
が
主
張
す
る

と
き
に
用
い
る
「
平
凡
な
（m

ediocre

）」
は
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
は
「
ま
が
い
も
の
（shoddy

）」
と
ほ
ぼ
同
義
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
イ
シ
グ
ロ
の
価
値
判
断
を
含
む
こ
の
「
平
凡
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
稿
の
第
五
節
で
確
認
す
る

よ
う
に
、
彼
の
作
中
人
物
が
他
者
を
評
価
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
核
と
い
う
同
時
代
的
問
題
を
テ
ー
マ

に
し
て
い
て
も
、
そ
こ
に
「
誠
意
と
洞
察
」
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
忌
避
」
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
芸
術
に

携
わ
る
人
々
に
向
け
て
イ
シ
グ
ロ
は
訴
え
る
の
は
、
彼
自
身
が
『
遠
い
山
な
み
の
光
』
で
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
長
崎
を
舞

台
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
人
作
家
と
し
て
異
例
の
注
目
を
浴
び
た
こ
と
に
対
す
る
罪
悪
感
が
背
後
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
で
、
イ
シ
グ
ロ
は
長
崎
を
原
爆
に
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
故
郷
の
町
を
個

人
的
記
憶
の
中
に
残
っ
て
い
る
情
景
に
結
び
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
。
自
分
は
、
日
和
見
主
義
的
に
長
崎
を
舞
台
に
し
た
の

で
は
な
く
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
個
人
的
事
情
に
よ
っ
て
長
崎
を
舞
台
に
小
説
を
書
い
た
の
だ
、
と
。
自
己
を
正
当
化
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
弁
明
は
ど
こ
ま
で
彼
自
身
の
本
音
を
語
っ
て
い
る
の
か
。
荘
中
孝
之
も
言
及
し
て
い

る
よ
う
に
（
二
七
）、
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
大
学
大
学
院
創
作
コ
ー
ス
に
在
籍
し
て
い
た
当
時
の
イ
シ
グ
ロ
を
知
る

作
家
ク
ラ
イ
ヴ
・
シ
ン
ク
レ
ア
（C

live Sinclair, 1948-2018

）
は
の
ち
に
こ
う
推
測
し
て
い
る
―
―
「
市
場
の
力
〔
中

略
〕
に
よ
っ
て
イ
シ
グ
ロ
は
『
遠
い
山
な
み
の
光
』
を
長
崎
に
設
定
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
彼
が
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一
九
五
四
年
の
十
一
月
八
日
に
そ
こ
で
生
ま
れ
た
事
実
の
方
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
」（36

）。
シ
ン
ク
レ
ア
の

評
言
の
後
半
部
は
イ
シ
グ
ロ
の
意
図
を
弁
護
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
部
は
、
イ
シ
グ
ロ
が
デ
ビ
ュ
ー
作
に
お
い

て
戦
略
的
に
長
崎
を
舞
台
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
か
り
に
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
核
ジ
ャ
ン
ル
と

イ
シ
グ
ロ
が
呼
ぶ
一
群
の
凡
庸
作
品
に
対
す
る
彼
の
猛
烈
な
批
判
は
、
自
身
の
デ
ビ
ュ
ー
作
が
そ
う
し
た
時
流
に
乗
っ
た

作
品
で
は
な
い
こ
と
を
訴
え
る
弁
明
の
裏
返
し
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
問
題
に
し
た
い
の
は
イ
シ
グ

ロ
の
真
意
の
所
在
で
は
な
く
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
提
示
さ
れ
る
彼
の
過
剰
な
ま
で
の
倫
理
的
態
度
で
あ
り
、
か
つ
文
学
に
対

す
る
彼
の
理
想
主
義
的
立
場
で
あ
る
。
右
の
引
用
に
お
け
る
イ
シ
グ
ロ
の
強
い
倫
理
性
は
、
自
身
が
同
じ
よ
う
に
原
爆
を

背
景
に
し
た
小
説
を
今
後
も
書
き
続
け
る
か
ぎ
り
、「
ま
が
い
も
の
の
文
学
」
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
公
言
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
実
際
、
イ
シ
グ
ロ
は
次
作
『
浮
世
の
画
家
』
で
再
び
戦
後
の
日
本
を
舞
台
に
設
定
し
な
が
ら
、

長
崎
で
は
な
い
架
空
の
町
を
描
い
て
い
る
。
イ
シ
グ
ロ
は
本
エ
ッ
セ
イ
で
自
戒
し
た
よ
う
に
、
核
の
テ
ー
マ
で
作
品
を
書

く
こ
と
に
よ
っ
て
注
目
を
浴
び
た
い
と
い
う
誘
惑
を
本
気
で
退
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
作
品
か
ら
意
図
的
に
核
を
排

除
し
た
の
は
、
彼
の
理
想
主
義
的
な
倫
理
観
の
表
れ
と
捉
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
イ
シ
グ
ロ
自
身
が
こ
の
誘
惑
に
完
全

に
打
ち
勝
っ
た
か
と
言
え
ば
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
イ
シ
グ
ロ
は
の
ち
に
『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
』
の
初
稿
段
階
で
、

核
を
作
品
の
背
景
に
し
よ
う
と
し
た
、
と
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（W

ong and C
rum

m
ett 

211

）。
結
局
、こ
の
背
景
は
断
念
さ
れ
、十
年
以
上
の
試
行
錯
誤
を
経
て
、ク
ロ
ー
ン
を
扱
っ
た
『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
』

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
シ
グ
ロ
は
作
家
と
し
て
あ
る
べ
き
理
想
の
姿
を
掲
げ
る
一
方
で
、
明
ら
か
に

同
時
代
に
興
隆
し
た
核
の
テ
ー
マ
に
魅
惑
さ
れ
て
い
る
。
本
エ
ッ
セ
イ
の
掲
載
か
ら
十
六
年
後
の
一
九
九
九
年
の
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
で
も
、
ふ
た
た
び
文
学
と
核
の
問
題
に
言
及
し
、
自
身
の
複
雑
な
感
情
を
告
白
し
て
い
る
。「〔
作
中
で
〕
ホ
ロ
コ
ー
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ス
ト
や
原
爆
に
触
れ
る
だ
け
で
、
自
作
に
あ
る
種
の
貫
禄
を
持
た
せ
る
こ
と
は
と
て
も
簡
単
で
す
。
こ
れ
を
持
ち
込
む
だ

け
で
、
平
凡
な
は
ず
の
物
語
が
突
如
重
要
な
も
の
に
見
え
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
事
実
に
私
は
い
つ
も
落
ち
着
か
な
い
気

分
に
な
り
ま
す
」（G

allix 141

）。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
引
用
に
お
け
る
イ
シ
グ
ロ
の
訴
え
は
、
芸
術
家
や
消
費
者
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
に
携
わ
る
人
々

全
体
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
か
な
り
政
治
的
色
合
い
の
濃
厚
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。「
誘
惑
に
抵
抗
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
的
態
度
に
は
禁
欲
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
は

た
し
て
こ
う
し
た
理
想
主
義
的
態
度
は
何
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
理
想
主
義
的
志
向
を
、
彼
が
思

春
期
を
送
っ
た
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
風
土
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
　

二　

一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
理
想
主
義

　

イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
的
志
向
の
形
成
を
考
え
る
う
え
で
、
ま
ず
考
慮
に
入
れ
た
い
の
は
、
彼
が
青
年
期
を
送
っ
た

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
風
土
で
あ
る
。
イ
シ
グ
ロ
は
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
し
ば
し
ば

「
理
想
主
義
（idealism

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
多
く
の
場
合
、
一
九
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に

言
及
す
る
と
き
に
登
場
す
る
。
そ
の
一
例
を
見
て
み
よ
う
。

私
が
育
っ
た
の
は
、
あ
の
豊
か
な
時
代
で
し
た
。
単
に
生
活
費
を
稼
ぐ
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
思
え
た

時
代
で
し
た
。
自
分
の
人
生
で
意
味
の
あ
る
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
人
類
に
と
っ
て
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善
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
―
―
世
界
を
改
善
し
、
よ
り
善
い
、
も
っ
と
平
和
な
場
所
に
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
―
―
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
理
想
主
義
の
風
潮
の
中
で
育
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
学
校
を
卒
業
し
大
学
に
進
む
と
、
私
と
仲
間
た
ち
は
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
ま
し
た
。
隣
人
よ
り
も
大
き
な
車

を
持
て
る
よ
う
な
仕
事
に
就
け
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
い
か
に
自
分
た
ち
が
役
に
立
て
る
人
間
で
あ
る
か
ど
う

か
を
重
視
し
ま
し
た
。
人
類
に
役
立
つ
貢
献
を
し
て
い
る
の
か
？　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
健
全
な
の
か
？

　

私
は
、
自
分
の
人
生
か
ら
よ
り
善
い
も
の
―
―
そ
れ
は
道
徳
的
に
よ
り
善
い
も
の
―
―
を
作
り
出
す
こ
と
に
か

な
り
意
識
的
だ
っ
た
世
代
に
属
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。（B

isgby 21

）

イ
シ
グ
ロ
が
育
っ
た
一
九
六
〇
年
代
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
生
活
水
準
が
向
上
し
た
時
代
で
あ
る
（R

osen 75, 108

）。

生
活
水
準
の
向
上
に
伴
い
、
若
者
の
消
費
が
促
進
さ
れ
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
醸
成
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
の
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
は
、
生
活
ス
タ
イ
ル
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
領
域
で
、
若
者
の
購
買
意
欲
を
駆
り
立
て
る
こ
と
で
発
展
し
た
。
イ
シ

グ
ロ
が
言
う
「
単
に
生
活
費
を
稼
ぐ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
」
と
い
う
意
識
は
、
同
時
代
の
若
者
た
ち
の
経
済
基
盤
が

前
の
世
代
よ
り
安
定
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
済
的
余
裕
か
ら
生
れ
た
の
が
、
イ
シ
グ
ロ
の
世
代
が
共

有
し
た
と
思
わ
れ
る
、
世
界
を
よ
り
善
く
し
た
い
と
い
う
理
想
だ
っ
た
。
個
人
が
社
会
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
で
き
る
の

か
を
問
い
続
け
た
こ
の
世
代
は
、
現
状
の
政
治
に
不
満
を
覚
え
、
世
界
を
変
え
る
こ
と
に
意
識
的
だ
っ
た
。
別
の
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
で
も
、
イ
シ
グ
ロ
は
一
九
六
〇
年
代
の
理
想
主
義
に
触
れ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
―
―
「
ま
ず
六
〇
年
代
後
半
か
ら

七
〇
年
代
の
理
想
主
義
的
な
時
代
の
中
で
育
っ
た
人
間
と
し
て
感
じ
て
い
た
欲
求
不
満
の
感
情
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
時

代
の
若
い
世
代
―
―
私
の
世
代
―
―
は
世
界
を
変
え
る
の
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
育
ち
ま
し
た
。
私
た
ち
に
は
世
界
を
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変
え
る
義
務
が
あ
る
と
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
理
想
主
義
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
ま
し
た
」（Sw

aim
 100

）。「
世

界
を
変
え
る
」
と
い
う
理
想
が
同
時
代
の
共
有
感
覚
と
し
て
醸
成
さ
れ
、
そ
の
理
想
を
実
現
す
る
「
義
務
」
が
自
分
た
ち

に
は
あ
る
と
感
じ
て
い
た
の
が
イ
シ
グ
ロ
の
世
代
だ
っ
た
。
こ
の
世
代
意
識
は
当
時
の
理
想
主
義
を
回
想
す
る
イ
シ
グ
ロ

の
他
の
発
言
に
も
見
ら
れ
る
。

私
は
理
想
主
義
の
時
代
に
育
ち
ま
し
た
―
―
そ
れ
が
見
か
け
だ
け
の
理
想
主
義
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
私
に
は

わ
か
り
ま
せ
ん
―
―
が
、
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
前
半
の
影
響
を
大
い
に
受
け
な
が
ら
育
っ
た
こ
と
は
確
か
で

す
。
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
急
進
的
な
政
治
が
席
巻
し
て
い
た
時
代
で
す
。
そ
し
て
私
の
友
人
の
多
く
は
こ
う

し
た
考
え
を
持
っ
て
い
ま
し
た
―
―
私
た
ち
は
自
分
の
人
生
を
か
け
て
役
に
立
つ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
単
に
衣
食
が
満
た
さ
れ
る
仕
事
に
就
く
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
世
界
を
よ
り
善
い
方
向
に
変
え
る
よ
う

な
、
何
か
役
に
立
つ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
本
能
を
私
は
い
ま
で
も
称
讃
し
ま
す
。
多
く
の

人
が
そ
う
し
た
本
能
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
の
時
代
に
は
若
い
世
代
の
信
条
と
言
え
る
も
の
で
し
た
。

（W
achtel 27

）

イ
シ
グ
ロ
自
身
、同
時
代
の
理
想
主
義
の
影
響
を
多
分
に
受
け
な
が
ら
、七
〇
年
代
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
ホ
ー

ム
レ
ス
の
支
援
に
関
わ
る
こ
と
で
、「
世
界
を
よ
り
善
い
方
向
に
変
え
る
」
た
め
の
運
動
に
従
事
し
て
い
る
。
世
界
を
善
く

す
る
よ
う
な
人
間
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
人
類
の
た
め
に
役
に
立
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
欲
求
を
、
イ
シ

グ
ロ
は
人
間
の
「
本
能
」
と
し
て
捉
え
、そ
れ
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
別
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
も
、イ
シ
グ
ロ
は
、「
理
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想
主
義
と
は
、
実
現
が
絶
望
的
に
不
可
能
な
世
界
を
想
像
す
る
こ
と
」
だ
と
し
、
た
と
え
そ
の
実
現
が
絶
望
的
で
あ
ろ

う
と
、「
な
ん
ら
か
の
理
想
主
義
を
理
性
的
に
保
持
す
る
こ
と
は
、
と
き
に
有
益
な
こ
と
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
（G

allix, 

G
uignery, V

eyret 11

）。

　

イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
が
形
成
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
に
目
を
向
け
れ

ば
、
確
か
に
そ
こ
に
は
理
想
が
溢
れ
て
い
た
。
社
会
変
革
と
い
う
理
想
が
高
ら
か
に
謳
わ
れ
た
時
代
だ
っ
た
。
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン
（A

ndrew
 R

osen

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
「
価
値
観
や
風
習
の
変
化
が
、
か
つ
て

多
く
の
人
の
人
生
を
抑
圧
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
凝
り
固
ま
っ
た
慣
習
の
多
く
を
霞
ま
せ
、
消
し
去
っ
た
」（7

）。
ロ
ー

ゼ
ン
は
ま
た
「
こ
の
十
年
間
〔
一
九
六
〇
年
代
〕
の
解
放
さ
れ
た
エ
ー
ト
ス
が
、
社
会
改
革
に
特
に
寛
容
な
世
論
を
作
り

出
し
た
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
（54
）。
特
に
一
九
六
〇
年
代
後
半
は
、
世
界
規
模
で
左
翼
思
想
が
政
治
や
社
会
生
活
に

深
く
浸
透
し
た
時
代
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
若
者
が
権
力
や
伝
統
に
抵
抗
し
、
女
性
が
性
差
別

に
挑
み
、
二
流
国
民
（second-class citizens
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
自
ら
の
権
利
を

主
張
し
た
。
パ
ト
リ
シ
ア
・
ウ
ォ
ー
（Patricia W

augh

）
に
よ
れ
ば
、
六
〇
年
代
は
「
権
威
、
性
、
検
閲
、
そ
し
て
市

民
の
自
由
に
対
す
る
考
え
方
に
巨
大
な
変
化
が
見
ら
れ
た
十
年
」
で
あ
り
、「
商
業
的
関
心
と
若
者
の
理
想
主
義

4

4

4

4

4

4

4

」
に
溢
れ

た
時
代
だ
っ
た
（5

、
傍
点
引
用
者
）。
と
り
わ
け
六
四
年
か
ら
六
八
年
に
か
け
て
、
人
々
は
「
新
た
な
社
会
秩
序
が
到
来

す
る
可
能
性
に
楽
観
」
的
だ
っ
た
（5

）。
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ブ
ッ
カ
ー
（C

hristopher B
ooker

）
は
、
七
〇
年
代
を

総
括
し
て
、「「
若
者
の
改
革
」、「
寛
容
精
神
」、

“
Sw

inging Sixties” 
の
世
界
規
模
な
興
奮
状
態
の
中
で
、
十
九
世
紀
の
初

期
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
の
抵
抗
で
始
ま
っ
た
集
団
的
衝
動
が
頂
点
に
達
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（31

）。

　

一
九
六
〇
年
代
を
理
想
主
義
の
時
代
と
捉
え
る
見
方
は
、
イ
シ
グ
ロ
よ
り
数
年
年
長
の
イ
ギ
リ
ス
人
作
家
の
発
言
に
も
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見
ら
れ
る
。
ジ
ェ
ニ
ー
・
デ
ィ
ス
キ
ー
（Jenny D

iski, 1947-2016

）
は
、T

he Sixties

（2009

）
に
お
い
て
、
六
〇
年

代
に
青
年
時
代
を
送
っ
た
若
者
た
ち
が
就
職
し
、七
〇
年
代
に
規
律
あ
る
生
活
を
始
め
て
も
、そ
の
後
の
八
〇
年
代
に
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
否
定
し
た
「
社
会
」
の
存
在
を
信
じ
続
け
た
「
理
想
主
義
者
」
の
残
党
が
い
た
と
回
想
し
て

い
る
（86-87

）。
デ
ィ
ス
キ
ー
自
身
、
同
時
代
の
若
者
と
同
様
、「
理
想
を
掲
げ
て
（idealistically

）」
教
育
業
界
に
飛
び

込
ん
だ
と
回
想
し
て
い
る
（105

）。
理
想
主
義
が
横
溢
す
る
六
〇
年
代
に
は
、
青
年
た
ち
の
間
で
以
下
の
よ
う
な
意
識
が

共
有
さ
れ
て
い
た
と
デ
ィ
ス
キ
ー
は
回
顧
し
て
い
る
―
―
「
と
り
わ
け
重
要
な
こ
と
は
、
私
の
世
代
の
活
動
家
た
ち
の
大

半
が
、
個
人
の
自
由
よ
り
も
、
世
界
の
あ
る
べ
き
姿

4

4

4

4

4

4

4

4

に
つ
い
て
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
考
え
を
実
行
に
移
す
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
、と
い
う
問
題
に
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
」（110

、傍
点
引
用
者
）。
六
〇
年
代
に
青
年
時
代
を
送
っ

た
若
者
の
多
く
は
こ
の
「
世
界
の
あ
る
べ
き
姿
」
と
い
う
理
想
を
掲
げ
て
各
分
野
で
運
動
に
携
わ
っ
た
。
彼
ら
は
世
界
が

変
わ
る
と
信
じ
て
い
た
。
デ
ィ
ス
キ
ー
は
、
泥
沼
化
し
て
い
く
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
対
す
る
同
世
代
の
反
応
を
回
想
し
て
こ

う
述
べ
て
い
る
―
―
「
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
あ
る
種
の
希
望
が
あ
っ
た
。
多
く
の
人
も
同
じ
だ
っ
た
と
思
う
。
い
つ

か
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
担
う
時
が
来
れ
ば
、
状
況
は
変
わ
る
、
そ
う
私
は
思
っ
て
い
た
」（78

）。
六
〇
年
世
代
特
有
の

楽
観
主
義
が
そ
こ
に
あ
る
。
イ
シ
グ
ロ
と
同
世
代
の
作
家
グ
レ
ア
ム
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
（G

raham
 Sw

ift, 1949-

）
も
、
エ
ッ

セ
イ
や
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
収
め
たM

aking an E
lephant

（2009

）
の
中
で
、
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
を
回
顧
し
な
が
ら
、

「
六
〇
年
代
の
精
神
、
あ
の
戦
後
の
楽
観
主
義
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
盛
り
上
が
り
―
―
そ
の
時
代
に
青
年
期
を
送
っ
た
私

は
幸
運
で
し
た
―
―
は
一
九
七
四
年
に
事
実
上
終
わ
り
ま
し
た
」（Sw

ift 48

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
シ
グ
ロ

が
回
想
す
る
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
楽
観
的
な
理
想
主
義
は
同
時
代
の
若
者
た
ち
が
共
有
し
た
世
代

意
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
青
年
期
を
送
っ
た
イ
シ
グ
ロ
と
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
両
者
の
対
談
で
、
芸
術
と
政
治

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
て
い
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト　

彼
［
小
野
］
が
政
治
の
た
め
に
自
ら
の
才
能
を
用
い
た
と
き
に
こ
そ
、
彼
の
人
生
は
す
べ
て
誤
っ

た
方
向
に
向
か
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
し
た
こ
と
は
誤
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
芸
術
が
政
治
に
奉
仕
す
る

と
い
う
の
は
悪
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
芸
術
は
社
会
や
政
治
の
問
題
に
首
を
突
っ
込
ま
な
い
こ
と
が
正
し

い
の
で
し
ょ
う
か
。

イ
シ
グ
ロ　

芸
術
家
は
い
つ
も
こ
う
し
た
問
い
を
自
ら
に
投
げ
か
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
も
絶
え
ず
。

作
家
そ
し
て
芸
術
家
一
般
は
、
社
会
に
お
い
て
き
わ
め
て
特
殊
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
問
い

は
、「
す
べ
き
か
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ど
の
程
度
？
」
と
い
う
問
い
を
い
つ
も
投
げ
か
け

る
べ
き
な
の
で
す
。
任
意
の
文
脈
で
何
が
相
応
し
い
の
か
？　

こ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
し
、
ど
の

国
に
い
る
の
か
、
社
会
の
中
の
ど
の
セ
ク
タ
ー
に
位
置
し
て
い
る
の
か
に
よ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
問
い
を
芸
術

家
や
作
家
は
日
々
問
い
続
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
　

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
フ
ェ
ン
ス
に
座
っ
て
考
え
続
け
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
タ
イ
ミ
ン
グ
が
来

れ
ば
、「
あ
る
特
定
の
運
動
が
い
か
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
支
援
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
他

の
選
択
肢
が
悲
惨
な
の
だ
か
ら
」
と
言
う
べ
き
で
す
。
難
し
い
の
は
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
判
断
で
す
。（Sw

ift, 

“
Shorts” 39-40

）（
７
）
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作
家
や
芸
術
家
が
政
治
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
の
程
度
コ

ミ
ッ
ト
す
べ
き
か
を
芸
術
家
は
絶
え
ず
自
ら
に
問
い
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、と
イ
シ
グ
ロ
は
語
る
。「
べ
き
な
の
で
す
」、

「
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」、「
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
言
っ
た
強
い
義
務
感
を
表
す
言
葉
の
反
復
は
、
す
で
に
見
た
イ

シ
グ
ロ
と
同
世
代
の
若
者
た
ち
が
自
分
た
ち
に
は
「
世
界
を
変
え
る
義
務
が
あ
る
」
と
意
識
し
た
そ
の
世
代
感
覚
と
呼
応

し
、
デ
ィ
ス
キ
ー
が
指
摘
し
た
「
世
界
の
あ
る
べ
き

4

4

姿
」
の
構
築
を
理
想
に
掲
げ
る
こ
の
世
代
特
有
の
理
想
主
義
的
志
向

を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
作
家
や
芸
術
家
が
政
治
に
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
態
度
は
、
六
〇
年

代
と
い
う
政
治
の
時
代
に
青
年
期
を
送
っ
た
イ
シ
グ
ロ
ら
し
い
発
言
で
あ
る
。
さ
ら
に
社
会
に
お
け
る
芸
術
家
の
役
割
に

芸
術
家
自
身
が
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
主
張
に
は
、
次
節
で
検
討
す
る
プ
ラ
ト
ン
、
と
り
わ
け
彼
の
詩
人

観
を
想
起
さ
せ
る
。（
８
）
芸
術
家
が
政
治
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
に
は
、
そ
の
芸
術
家
の
置
か
れ
た
社
会
状
況
と
い
う
文
脈
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
述
べ
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
政
治
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
引
き
延
ば
す
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、

あ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
意
を
決
し
て
特
定
の
運
動
を
支
援
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
訴
え
る
イ
シ
グ
ロ
は
、
ま
さ
し
く

六
〇
年
代
の
理
想
主
義
の
申
し
子
で
あ
る
。
政
治
で
あ
れ
、
運
動
で
あ
れ
、
よ
り
善
い
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
を
共
通
目

標
と
し
た
六
〇
年
代
世
代
の
理
想
主
義
は
、
同
時
代
に
青
年
期
を
送
っ
た
イ
シ
グ
ロ
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
言
え
よ
う
。

　
　

三　

プ
ラ
ト
ン
の
影
響

　

一
九
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
理
想
主
義
と
い
う
時
代
風
潮
と
合
わ
せ
て
、
も
う
一
つ
、
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
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義
を
考
察
す
る
う
え
で
外
せ
な
い
の
は
、
彼
が
ケ
ン
ト
大
学
で
学
ん
だ
哲
学
、
と
り
わ
け
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
で
あ
る
。
ケ

ン
ト
大
学
で
英
文
学
と
哲
学
を
専
攻
し
た
イ
シ
グ
ロ
は
、
自
身
が
影
響
を
受
け
た
作
家
と
し
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、

チ
ェ
ー
ホ
フ
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
と
い
っ
た
十
九
世
紀
の
文
豪

を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
に
も
言
及
し
て
い
る
（H

unnew
ell 53

）。
な
ぜ
プ
ラ
ト
ン

な
の
か
、
と
い
う
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
の
問
い
に
イ
シ
グ
ロ
は
こ
う
答
え
て
い
る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
こ
う
い
う
こ
と
が
起
き
ま
す
。
自
分
は
何
で
も
知
っ
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
男
が
通
り
を
歩
い
て
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
座
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
論
破
さ
れ
る
。
完
膚
な

き
ま
で
や
っ
つ
け
な
く
て
も
、
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
善
と
は
捉
え
ど

こ
ろ
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
は
自
分
の
人
生
全
体
を
一
つ
の
信
念
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
心
底
そ
れ
が
正
し
い
と
信
じ
る
の
で
す
が
、
誤
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
私
の
初
期
作

品
の
テ
ー
マ
で
す
。
自
分
は
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
々
に
つ
い
て
の
話
で
す
。
で
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ

う
な
人
物
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
彼
ら
自
身
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
役
割
を
果
た
す
の
で
す
。

　

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
一
つ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
理
想
主
義
的
な
人

た
ち
は
二
度
三
度
裏
切
ら
れ
る
と
人
間
嫌
い
（m

isanthropic

）
に
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
示
唆

し
て
い
る
の
は
、
同
じ
こ
と
が
善
の
意
味
の
探
究
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
拒
否
さ
れ
て
も
幻
滅
す

べ
き
で
は
な
い
。
探
求
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
探
求
し
続
け
る
義
務
が
自
分
に
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

気
づ
け
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。（H

unnew
ell 53-54

）
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イ
シ
グ
ロ
が
初
期
作
品
で
好
ん
で
描
い
た
人
物
は
、
自
ら
の
理
想
を
過
信
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
理
想
を
十
分
に
吟
味
す
る

機
会
を
失
す
る
人
間
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
ら
の
理
想
が
国
家
や
人
類
に
善
を
も
た
ら
す
と
確
信
す
る
だ
け
で
、
自
分

の
理
想
の
行
く
末
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
イ
シ
グ
ロ
は
彼
ら
を
一
人
称
の
語
り
手
に
設
定
し
、

自
ら
に
つ
い
て
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
自
ず
と
そ
の
理
想
が
十
分
に
吟
味
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
右
の

引
用
で
「
彼
ら
自
身
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
役
割
を
果
た
す
」
と
い
う
の
は
、
自
ら
に
つ
い
て
語
る
行
為
が
自
身
と
の
対
話
と

な
り
、
自
ら
の
信
念
を
事
後
的
に
吟
味
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
後
で
検
討
す
る
よ
う
に
人
物
に
よ
っ
て
そ

の
吟
味
に
も
濃
淡
が
あ
る
）。

　

し
か
し
、
イ
シ
グ
ロ
の
プ
ラ
ト
ン
へ
の
言
及
は
、
他
に
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
第
一
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
善
の
探

求
に
イ
シ
グ
ロ
自
身
が
理
想
の
探
求
を
重
ね
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
引
用
の
第
一
段
落
で
人
生
を
一
つ
の
信
念
に
委

ね
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
第
二
段
落
で
「
理
想
主
義
的
な
人
」
に
言
及
す
る
の
は
、
善
を
探
求
し
続
け
る

と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
者
像
に
理
想
を
探
求
し
続
け
る
自
身
の
人
間
観
を
投
影
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
段

落
で
イ
シ
グ
ロ
が
言
及
し
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
は
、
プ
ラ
ト
ン
著
『
パ
イ
ド
ン
』
の
一
節
を
指
し
て
い
る
が
、（
９
）

同
著
の
該
当
箇
所
に
は
「
理
想
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
パ
イ
ド
ン
に
向
か
っ
て
、
人
は
い

と
も
た
や
す
く
他
人
に
絶
大
な
信
頼
を
置
く
た
め
に
、
何
度
か
裏
切
ら
れ
る
と
「
人
間
嫌
い
（
ミ
サ
ン
ト
ロ
ー
ポ
ス
）」

に
な
る
と
語
り
、
そ
れ
は
人
間
の
捉
え
方
が
間
違
っ
て
い
る
た
め
に
起
こ
る
誤
解
で
あ
る
と
説
く
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
言
わ

せ
れ
ば
、「
ま
っ
た
く
の
よ
い
ひ
と
と
か
、
わ
る
い
ひ
と
と
い
う
の
は
、
両
方
と
も
か
ず
が
少
な
く
、
む
し
ろ
大
多
数
は
、

そ
の
中
間
に
あ
る
」（
二
六
〇
）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
同
じ
誤
解
を
言
論
に
も
当
て
は
め
、
言
論
が
完
全
な
る
も
の
と
思
い
込
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ん
で
し
ま
う
た
め
に
、
そ
れ
に
裏
切
ら
れ
る
と
「
言
論
嫌
い
（
ミ
ソ
ロ
ゴ
ス
）」
に
な
っ
て
し
ま
う
弊
害
を
説
い
て
い
る
。

そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
う
警
告
す
る
。

お
よ
そ
言
論
と
い
う
も
の
に
は
何
ひ
と
つ
健
全
な
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
、
し
の
び
込
む
ま

ま
に
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
い
な
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
ま
だ
わ
れ
わ
れ
自
身
が
す
こ
や
か
な
も
の

に
な
っ
て
い
な
い
の
だ
と
考
え
て
、
け
っ
し
て
挫
け
る
こ
と
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
み
ず
か
ら
の
す
こ
や
か
さ
を
得
る
こ
と
に
専

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（『
パ
イ
ド
ン
』
二
六
二
、
傍
点
引
用
者
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
目
を
向
け
る
べ
き
は
、
言
論
の
不
完
全
さ
で
は
な
く
、
お
の
れ
の
不
完
全
さ
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
絶
望
す
る
の
で
は
な
く
、
善
の
探
求
に
ふ
さ
わ
し
い
精
神
を
育
て
る
こ
と
に
「
専
心
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」。
先
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
は
善
の
探
求
を
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
骨
子
と
捉
え
る
。
つ
ま
り
、

不
断
の
内
省
と
善
の
探
究
を
説
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
イ
シ
グ
ロ
は
理
想
主
義
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
重
ね
て
い
る
。
先
ほ
ど

の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
中
で
イ
シ
グ
ロ
が
「
理
想
主
義
的
な
人
た
ち
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
用
い
て
い
な
い
言
葉
を
使
っ

た
の
は
、
人
間
や
言
論
に
絶
望
せ
ず
、
善
を
探
求
し
続
け
る
べ
き
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
態
度
に
、
人
は
理
想
を
探
求
し

続
け
る
べ
き
だ
と
い
う
自
ら
の
人
間
観
を
重
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
使
命
感
に
対
す
る
イ
シ
グ
ロ
の

共
感
は
、
彼
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
理
想
主
義
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
用
い
る
言
葉
遣
い
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
〜
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
に
呼
応
す
る
）
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

イ
シ
グ
ロ
の
プ
ラ
ト
ン
へ
の
言
及
に
関
し
て
、
次
に
重
要
な
の
は
、「
探
求
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
探
求
し
続
け
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る
義
務
が
自
分
に
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
」（H

unnew
ell 54

、
傍
点
引

用
者
）
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
言
葉
で
あ
る
。
傍
点
を
振
っ
た
「
義
務
」
は
、
前
節
で
検
討
し
た
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
の

理
想
主
義
に
イ
シ
グ
ロ
が
言
及
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
（「
私
た
ち
に
は
世
界
を
変
え
る
義
務
が
あ
る
」（Sw

aim
 

100

））。「
義
務
」
と
い
う
言
葉
の
反
復
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
プ
ラ
ト
ン
理
解
と
彼
が
青
年
期
を
送
っ
た
六
〇
年
代
の
理
想
主

義
と
が
彼
の
中
で
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
世
界
を
よ
り
善
い
方
向
へ
と
導
く
こ
と
が
理
想
主
義
者
の
義
務
だ

と
考
え
る
イ
シ
グ
ロ
の
思
想
は
、
善
の
探
究
を
哲
学
者
の
義
務
と
し
て
掲
げ
た
プ
ラ
ト
ン
へ
の
共
感
が
基
盤
に
な
っ
て
い

る
。
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
に
よ
っ
て
イ
シ
グ
ロ
が
同
時
代
の
理
想
主
義
に
共
鳴
す
る
素
地
が
造
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
同

時
代
の
理
想
主
義
が
イ
シ
グ
ロ
に
プ
ラ
ト
ン
哲
学
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
的

志
向
の
形
成
に
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
「
理
想
」（
英
語ideal
）
と
は
、The O

xford E
nglish D

ictionary

のA
. 1a. 

の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
観
念
（idea

）

あ
る
い
は
原
型
と
し
て
存
在
し
て
い
る
状
態
。（
プ
ラ
ト
ン
的
意
味
で

4

4

4

4

4

4

4

4

）
観
念
（idea

）
に
関
わ
る
こ
と
、
な
い
し
は
観
念

（idea

）
で
構
成
さ
れ
た
状
態
」（
傍
点
引
用
者
）
を
指
す
。
プ
ラ
ト
ン
的
なidea

と
は
、「
不
変
に
存
在
す
る
パ
タ
ー
ン
な

い
し
は
原
型
」（O

E
D

のidea

を
参
照
）、
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
で
あ
る
（
た
だ
し
、
英
語
で
はidea

の
代
わ
り
にform

を

用
い
る
こ
と
が
多
い
）。
プ
ラ
ト
ン
研
究
者
の
納
富
信
留
は
、『
プ
ラ
ト
ン
―
―
理
想
国
の
現
在
』
に
お
い
て
、
人
間
の
正

義
を
考
究
す
る
前
段
階
と
し
て
個
人
の
集
合
体
で
あ
る
国
家
の
正
義
を
検
討
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』（
納
富
は
同
書
で

一
貫
し
て
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
と
表
記
し
て
い
る
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
第
Ⅲ
部
第
十
章
で
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
理
想
の

関
係
に
つ
い
て
こ
う
論
じ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
理
想
と
が
「
同
語
源
な
が
ら
異
な
る
意
味
を
担
う
語
」
と
認

め
つ
つ
、
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「
理
想
」
と
は
「
イ
デ
ア
」
の
言ロ

ゴ
ス葉

に
よ
る
表
現
で
あ
り
、絶
対
者
と
し
て
求
め
ら
れ
る
具
体
的
で
個
別
的
な
対
象
、

つ
ま
り
モ
デ
ル
で
あ
る
。
真
に
「
あ
る
」
イ
デ
ア
に
対
し
て
、
イ
デ
ア
的
な
理
想
は
「
あ
る
べ
き

4

4

」
も
の
で
あ
る
。

両
者
は
、
存
在
と
行
為
の
二
面
を
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
お
い
て
一
体
化
す
る
。（
二
四
八
、
ル
ビ
・
傍
点
原
著
者
）

イ
デ
ア
を
言
語
的
に
具
現
化
し
た
の
が
「
理
想
」
と
捉
え
る
な
ら
、
そ
の
理
想
は
イ
デ
ア
の
属
性
を
備
え
て
い
る
は
ず

で
あ
り
（
分
有
）、
そ
れ
は
「
個
別
的
な
対
象
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
そ
こ
に
イ
デ
ア
の
モ
デ
ル
を
見
出
す
。

現
実
は
イ
デ
ア
の
影
に
過
ぎ
ず
、人
間
の
向
く
方
向
を
現
実
（
影
）
か
ら
イ
デ
ア
界
に
「
向
け
変
え

4

4

4

4

」（
プ
ラ
ト
ン
、『
国
家
』

五
〇
二
、
傍
点
原
著
者
）
る
こ
と
が
重
要
だ
と
説
い
た
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
対
し
、
イ
シ
グ
ロ
世
代
の
理
想
主
義
は
、
あ

く
ま
で
現
実
を
見
据
え
、
そ
の
現
実
の
中
に
理
想
世
界
を
政
治
的
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
両
者
の
思
想
は
必
ず
し

も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
（
あ
る
い
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
が
国
家
の
あ
る
べ
き
姿
を
対
話
に
よ
っ

て
想
像
し
、
架
空
の
理
想
国
家
を
建
設
し
た
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
世
代
も
ま
た
「
世
界
の
あ
る
べ
き
姿
」（
デ
ィ
ス
キ
ー
の

言
）
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
点
で
は
、
彼
ら
の
理
想
主
義
は
プ
ラ
ト
ン
的
理
想
主
義
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
る
。

イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
に
限
定
す
れ
ば
、
彼
の
理
想
は
善
な
る
生
を
生
き
た
い
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
的
希
求
に
根
差
し
て
い

る
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
善
く
生
き
る
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
が
最
も
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ

に
と
っ
て
も
こ
の
問
い
は
彼
の
文
学
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。「
善
き
人
生
と
は
ど
の
よ
う
な
人
生
だ
と
思
う
か
」

と
い
う
別
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
の
質
問
に
対
し
て
、
イ
シ
グ
ロ
は
ふ
た
た
び
プ
ラ
ト
ン
を
引
き
合
い
に
出
す
。
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そ
れ
は
非
常
に
大
き
な
問
い
で
す
。
思
春
期
の
頃
、
私
が
大
学
生
だ
っ
た
頃
、
そ
の
年
齢
の
人
に
よ
く
あ
る
よ
う

に
、
私
は
お
そ
ら
く
過
剰
な
ま
で
に
プ
ラ
ト
ン
と
い
っ
た
人
々
に
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
ま
さ
し
く

こ
の
問
い
を
哲
学
的
な
レ
ベ
ル
で
発
し
た
わ
け
で
す
―
―
善
き
生
と
は
何
か
？　

無
駄
な
人
生
と
は
何
か
？　

プ

ラ
ト
ン
を
読
ん
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
善
き
生
と
は
何
か
を
知
る
の
は
、
実
際
に
は
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
問
い
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
困
難
な
問
い
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
重
要
だ
と
感
じ

た
の
は
、
絶
望
し
て
い
る
だ
け
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
哲
学
的
に
孤
立
し
て
、
善
き
生
を
明
確
に
定
義

す
る
こ
と
な
ど
無
理
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
問
い
は
諦
め
よ
う
、
な
ど
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
、
こ
う
し
た
定
義
は
無
意
味
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
直
観
的
に
私
が
感
じ
る
の
は
、
人
は
み
な
満
足
の

い
く
人
生
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
知
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
生
を
送
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
幸
せ
で
は
な
い
と
感

じ
る
の
で
し
ょ
う
。
私
の
初
期
の
作
品
は
概
し
て
こ
う
い
う
問
題
を
扱
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

 　
〔
中
略
〕

　

私
の
主
人
公
た
ち
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
ら
の
考
え
る
善
き
人
生
と
は
、
理
想
的
に
は
、〔
中
略
〕
単
に
衣
食
が

満
た
さ
れ
て
、
子
ど
も
を
作
っ
て
、
死
ん
で
い
く
だ
け
の
よ
う
な
人
生
で
は
な
い
の
で
す
。
大
半
の
人
間
は
猫
や

犬
と
は
違
い
ま
す
。
何
ら
か
の
、
奇
妙
で
不
可
思
議
な
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
し
た
い
と
思
う
の

で
す
。
自
分
た
ち
に
こ
う
言
い
た
い
の
で
す
―
―
私
は
善
き
も
の
に
貢
献
し
た
、
人
類
の
運
動
を
推
し
進
め
た
、

自
分
た
ち
が
生
ま
れ
た
時
よ
り
も
い
く
ら
か
よ
り
善
い
世
界
を
後
ろ
に
残
し
た
、
と
。
私
た
ち
は
み
な
こ
う
い
う

欲
求
を
強
く
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
取
る
に
足
ら
な
い
小
さ
な
仕
事
を
し
て
い

て
も
（
私
た
ち
の
大
半
は
そ
う
い
う
仕
事
を
し
て
い
ま
す
）、
ど
う
に
か
し
て
自
分
た
ち
の
仕
事
が
―
―
そ
れ
は
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微
力
な
貢
献
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
が
―
―
よ
り
大
き
な
、
よ
り
偉
大
な
も
の
に
貢
献
し
て
い
る
と
信
じ
よ
う
と
す

る
の
で
す
。（W

achtel 28-29

）

イ
シ
グ
ロ
の
作
中
人
物
が
捉
え
る
善
き
生
と
は
、
自
身
の
仕
事
を
通
じ
て
社
会
に
微
力
な
が
ら
も
貢
献
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
は
イ
シ
グ
ロ
と
同
世
代
の
若
者
た
ち
を
捉
え
た
理
想
主
義
の
あ
り
方
と
重
な
る
。
右
の
引
用
の
後
半
部
で
語
ら
れ
る

よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
の
作
中
人
物
た
ち
が
自
ら
の
仕
事
を
通
し
て
「
善
き
も
の
に
貢
献
し
た
」
い
と
願
う
そ
の
欲
求
を
イ

シ
グ
ロ
自
身
は
人
間
の
普
遍
的
な
願
望
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
も
、
各
々
が
仕
事
を
通
し
て
よ
り
大
き
な
も
の
に
貢
献

す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
起
し
た
国
家
観
お
よ
び
彼
の
職
業
観
を
想
起
さ
せ

る
。
右
の
引
用
に
あ
る
「
た
と
え
取
る
に
足
ら
な
い
小
さ
な
仕
事
を
し
て
い
て
も
（
私
た
ち
の
大
半
は
そ
う
い
う
仕
事
を

し
て
い
ま
す
）、
ど
う
に
か
し
て
自
分
た
ち
の
仕
事
が
―
―
そ
れ
は
微
力
な
貢
献
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
が
―
―
よ
り
大
き

な
、
よ
り
偉
大
な
も
の
に
貢
献
し
て
い
る
」
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
言
葉
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
語
り
を
通
し
て
提
起
し
た
正
義
に
関
す
る
議
論
、
す
な
わ
ち
、
個
人
は
自
ら
の
資
質
に
最
も
適
し
た
一
つ
の
仕
事
に

専
心
し
、「
余
計
な
こ
と
に
手
出
し
を
し
な
い
こ
と
が
正
義
」（『
国
家
』
二
九
六
）
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
国
家
の
徳
へ
寄

与
す
る
」（
二
九
七
）
と
い
う
議
論
を
彷
彿
さ
せ
る
。
と
り
わ
け
『
日
の
名
残
り
』
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
職
業
観
に
は
、

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
職
業
観
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
個
人
が
そ
の
素
質
に
応
じ
て
選
ん
だ
仕
事
に
注
力
す
る
こ
と

が
「
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
る
」
と
説
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
国
家
観
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
作
中
人
物
が
理
想
と
す
る
職
業
観

（
自
ら
の
職
業
に
専
心
し
て
微
力
な
貢
献
を
す
る
と
い
う
考
え
）
に
通
底
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
は
、
イ
デ
ア
と
し
て
の
善
や
正
義
を
探
求
し
た
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
本
質
へ
と
遡
求
す

（
10
）
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る
。「
善
き
生
」
を
定
義
づ
け
る
こ
と
が
困
難
だ
と
し
て
も
、
そ
の
探
求
に
絶
望
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
に

よ
る
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
解
釈
は
、
彼
に
そ
の
探
求
の
先
に
措
定
さ
れ
て
い
る
善
な
る
生
へ
と
関
心
を
向
け
さ
せ
る
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
「
た
だ
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」（
プ
ラ
ト
ン
、『
ク
リ
ト
ン
』

一
三
三
）
と
語
っ
た
よ
う
に
、「
た
だ
生
き
る
」
の
は
イ
シ
グ
ロ
に
と
っ
て
「
単
に
生
活
費
を
稼
ぐ
」
こ
と
に
等
し
く
、
彼

は
自
ら
の
視
線
の
方
向
を
プ
ラ
ト
ン
的
な「
よ
く
生
き
る
」生
に
向
け
変
え
る
の
で
あ
る
。イ
シ
グ
ロ
世
代
が
共
有
し
た「
世

界
を
よ
り
善
い
世
界
に
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
意
識
が
「
世
界
の
あ
る
べ
き
姿
」
を
構
築
す
る
と
い
う
彼
ら

の
理
想
を
生
み
、
そ
の
共
有
意
識
が
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
的
傾
向
を
形
成
し
た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う
「
よ
く

生
き
る
」
生
も
ま
た
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
の
根
幹
に
な
っ
て
い
る
。「
よ
く
生
き
た
」
証
を
得
よ
う
と
す
る
イ
シ
グ
ロ
の

作
中
人
物
は
、
最
後
ま
で
自
ら
の
理
想
を
手
放
そ
う
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
イ
シ
グ

ロ
の
作
中
人
物
を
も
う
一
度
眺
め
直
し
て
み
る
と
、
彼
ら
の
理
想
へ
の
固
執
は
、
た
と
え
そ
の
理
想
が
誤
っ
た
方
向
に
向

け
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
理
想
の
探
究
自
体
を
諦
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
信
念
が
投
影
さ
れ
た
姿

と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
信
念
は
、
青
年
期
に
プ
ラ
ト
ン
を
読
み
、
そ
の
哲
学
に
深
く
共
感
し
て
い
く

過
程
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　

四　

理
想
主
義
へ
の
不
安

　

前
節
で
善
な
る
生
へ
の
志
向
が
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
の
根
幹
を
な
す
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
の
事
実
を
確
認
す
る

だ
け
で
は
、
彼
の
理
想
主
義
に
対
す
る
複
雑
な
態
度
を
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
シ
グ
ロ
が
理
想
主
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義
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
同
時
に
理
想
の
影
の
部
分
に
も
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
影
は
彼
の
理
想
主
義
へ
の

不
安
と
な
っ
て
表
れ
る
。こ
の
不
安
は
部
分
的
に
イ
シ
グ
ロ
自
身
の
体
験
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

で
、
イ
シ
グ
ロ
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
支
援
に
従
事
し
た
体
験
を
回
想
し
な
が
ら
、
理
想
が
孕
む
問
題
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し

て
い
る
。私

は
そ
う
し
た
こ
と
〔
若
い
世
代
の
理
想
主
義
的
信
条
〕
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
ま
し
た
。
ホ
ー
ム
レ
ス
と
い
っ
た

人
た
ち
と
か
か
わ
る
仕
事
を
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
状
況
が
複
雑
に
な
り
始
め
、
そ
れ
が

少
し
も
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
役
に
立
つ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ4

の
こ
と
を
も
っ
と
注
意
深
く
見
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
自
分
の
や
り
方
が
容
易
に
害
を
与
え
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
見
え
て
き
た
の
で
す
。

知
り
合
い
の
人
た
ち
が
ま
す
ま
す
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
方
的
核
軍
縮
の
よ
う

な
も
の
を
取
り
上
げ
る
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
大
き
な
問
題
で
し
た
。

多
く
の
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
核
戦
争
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
が
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な

話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
世
界
を
よ
り
安
全
な
場
所
に
し
よ
う
と
運
動
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
や
り
方

が
別
の
や
り
方
よ
り
う
ま
く
行
く
可
能
性
が
高
い
と
主
張
し
ま
す
。
で
も
一
方
的
に
核
を
縮
小
す
る
こ
と
の
方
が

よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

あ
る
い
は
そ
う
す
る
こ
と
で
実
際
に
は
核
戦
争
の
可
能
性
を
高
め
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
こ
と
は
ホ
ー
ム
レ
ス
と
の
仕
事
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
も
言
え
ま
す
。

善
い
こ
と
を
や
る
つ
も
り
で
仕
事
を
始
め
て
も
、
よ
く
見
る
と
、
自
分
の
手
の
中
で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
始
め
る
の

で
す
。（W

achtel 27

、
傍
点
引
用
者
）
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社
会
へ
の
貢
献
を
理
想
と
し
て
掲
げ
、
目
の
前
の
仕
事
に
懸
命
に
取
り
組
ん
で
も
、
そ
の
仕
事
が
本
当
に
社
会
に
善
を
も

た
ら
す
の
か
―
―
こ
の
不
安
を
イ
シ
グ
ロ
は
ホ
ー
ム
レ
ス
と
か
か
わ
る
こ
と
で
実
感
し
た
。
ホ
ー
ム
レ
ス
を
支
援
し
て
い

る
つ
も
り
で
も
、
実
際
に
は
自
立
す
る
た
め
の
「
責
任
」
を
彼
ら
か
ら
奪
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懐
疑
に
イ

シ
グ
ロ
は
囚
わ
れ
た
（de Jongh 11

）。
し
か
も
、
イ
シ
グ
ロ
は
こ
う
し
た
懐
疑
や
不
安
が
同
世
代
の
理
想
主
義
的
な
若

者
た
ち
を
襲
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
右
の
引
用
の
「
知
り
合
い
の
人
た
ち
が
⋮
⋮
」）。
イ
シ
グ
ロ
の
不
安
は
、
他
の
イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
で
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
。「
私
は
よ
く
多
く
の
政
治
的
活
動
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
た
り
、
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
仕
事
に
も
携
わ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
状
況
が

一
層
複
雑
に
な
り
始
め
た
の
で
す
」（Sw

aim
 100-101

）。
こ
の
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
へ
の
不
安
―
―
善
な
る
世
界

へ
の
貢
献
に
従
事
し
よ
う
と
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
物
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、
そ
の
仕
事
が
果
た
し
て
本
当

に
善
な
る
貢
献
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
不
安
―
―
は
、
イ
シ
グ
ロ
が
理
想
主
義
を
語
る
と
き
に
し
ば
し
ば
言
及
す
る

感
情
で
あ
る
。
右
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
の
発
言
は
、『
日
の
名
残
り
』
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
と

い
う
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
の
質
問
に
答
え
た
と
き
に
登
場
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
イ
シ
グ
ロ
の
不
安
が
理
想
と
現
実
と
の

軋
轢
と
い
う
彼
の
作
品
主
題
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
シ
グ
ロ
が
理
想
主
義
者
を
描
く
前
提
に
、
理

想
の
探
究
こ
そ
人
間
の
本
来
的
欲
求
だ
と
い
う
確
信
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
理
想
が
容
易
に
社
会
に
害
を
も
た
ら
し
う
る

と
い
う
不
安
が
イ
シ
グ
ロ
を
捉
え
て
離
さ
な
い
。
こ
の
不
安
は
、
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
理
想
主
義
の
時
代
を
生
き
た
同
世

代
の
若
者
た
ち
を
観
察
す
る
こ
と
で
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
き
進
み
、
そ
の
戦
争
を
正
当
化

し
よ
う
と
し
た
か
つ
て
の
日
本
も
イ
シ
グ
ロ
の
意
識
の
中
に
あ
っ
た
。
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も
し
自
分
が
一
世
代
前
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
自
分
は
ど
う
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
？　

時
代
の
風
潮
を
超
越
す
る
勇

気
や
洞
察
力
を
持
て
た
だ
ろ
う
か
？　

私
が
思
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
自
分
も
大
半
の
人
間
と
変
わ
ら
な
か
っ
た

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
時
代
の
日
本
史
を
調
べ
る
こ
と
に
し
、
そ
の
時
代
を
用
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

、
イ4

ン
グ
ラ
ン
ド
で
私
や
友
人
た
ち
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
例
証
し
よ
う
と
し
ま
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
あ
る
意
味
で
、
私
た
ち
が
し

4

4

4

4

4

て
い
た
こ
と

4

4

4

4

4

を
振
り
返
っ
て
、
三
十
年
後
に
自
分
た
ち
が
や
っ
て
い
た
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
を
想
像

し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。（W

achtel 27-28

、
傍
点
引
用
者
）

こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
の
発
言
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
描
く
理
想
主
義
者
が
イ
シ
グ
ロ
と
同
世
代
の
理
想
主
義
的
な
若
者
た
ち

の
投
影
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
同
じ
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
イ
シ
グ
ロ
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
―
―
「
も
し
自
分
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
理
想
主
義
を
結
果
的
に
悪
い
も
の
に
捧
げ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
個
別
の
問
い

4

4

4

4

4

に
興
味
が
あ
り
ま

し
た
。
作
家
は
こ
う
し
た
異
な
る
世
界
の
中
か
ら
時
代
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歴
史
を
見
渡
し
て
、
歴
史
を
通
し
て

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ン
ト
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
目
的
に
一
番
適
う
場
所
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
」（W

achtel 19

、

傍
点
引
用
者
）。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
を
自
身
の
文
学
作
品
の
時
代
設
定
に
し
た
の
は
あ
く
ま

で
便
宜
上
の
こ
と
で
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
自
身
が
青
年
時
代
を
送
っ
た
六
〇
年
〜
七
〇
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
若
者

た
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
想
主
義
が
結
果
的
に
悪
い
も
の
に
捧
げ
ら
れ
た
と
し
た
ら
、と
い
う
仮
定
は
、ホ
ー

ム
レ
ス
と
の
仕
事
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
自
身
の
実
体
験
と
、
同
世
代
の
若
者
た
ち
の
理
想
主
義
的
運
動
の
観
察
か
ら
生
れ
た

も
の
で
あ
る
。
特
定
の
理
想
に
対
す
る
評
価
が
現
実
の
社
会
の
中
で
容
易
に
変
化
す
る
こ
と
を
見
て
き
た
か
ら
こ
そ
、「
時
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代
を
支
配
す
る
社
会
的
・
政
治
的
風
潮
に
左
右
さ
れ
ず
に
い
る
の
は
じ
つ
に
難
し
い
と
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
私
自
身
が

も
っ
と
理
想
主
義
的
だ
っ
た
頃
よ
り
一
層
強
く
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。」（B

igsby 21-22

）
と
イ
シ
グ
ロ
は
告

白
す
る
。そ

う
し
た
特
別
な
視
野
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
を
洞
察
す
る
力
を
持
っ
て
、
周
り
の
大
衆
が
望
む
こ
と
に
左

右
さ
れ
ず
に
決
断
で
き
る
人
は
ご
く
わ
ず
か
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
人
生
で
役
に
立
つ
こ
と
を
し
よ
う
と

し
て
も
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
で
す
。
周
囲
の
人
々
に
従
っ
て
、
彼
ら
の
言
う
と
お
り
に
や
る
だ
け
で
は
十
分

に
賢
明
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
何
か
を
し
た
ら
、
そ
れ
が
大
き
な
不
幸
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
歴
史
は
繰
り
返

し
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。（B

igsby 22

）

イ
シ
グ
ロ
は
、
自
分
と
同
世
代
の
か
つ
て
の
理
想
主
義
的
な
若
者
た
ち
を
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
上
の
世
代
に
重
ね
る
。

後
者
の
世
代
に
求
め
ら
れ
た
国
家
に
対
す
る
忠
誠
と
貢
献
と
い
う
時
代
的
要
請
を
超
越
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ

た
か
、
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
推
測
は
、
自
分
と
同
世
代
の
若
者
た
ち
が
追
求
し
た
理
想
主
義
の
影
の
部
分
に
イ
シ
グ
ロ
の

意
識
を
向
か
わ
せ
る
。
こ
の
二
つ
の
時
代
認
識
が
イ
シ
グ
ロ
に
小
野
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
を
描
か
せ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
つ
い
て
イ
シ
グ
ロ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
こ
の
執
事
は
彼
の
理
想
主
義
と
品
格
の
す
べ
て
を
こ
の
一

人
の
男
〔
ダ
ー
リ
ン
ト
ン
卿
〕
を
支
援
す
る
た
め
に
投
機
し
ま
す
」（C

lee 1327

）。「
こ
れ
は
、わ
た
し
の
考
え
で
は
、誤
っ

た
信
念
の
も
と
で
、
あ
る
種
の
理
想
を
達
成
し
よ
う
と
あ
ま
り
に
も
野
心
的
に
な
っ
た
結
果
、
大
き
な
犠
牲
を
払
う
こ
と

に
な
っ
た
男
に
つ
い
て
の
物
語
で
す
」（K

elm
an 46

）。
一
方
、
小
野
が
物
語
の
最
後
で
若
者
た
ち
に
希
望
を
託
す
場
面
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に
つ
い
て
、
イ
シ
グ
ロ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

〔
小
説
の
結
末
で
〕
小
野
は
こ
う
し
た
若
い
世
代
の
若
者
た
ち
が
近
づ
い
て
く
る
の
を
見
て
い
ま
す
。
彼
ら
も
か

つ
て
の
小
野
と
同
じ
よ
う
な
愛
国
心
や
理
想
主
義
を
持
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
彼
ら
は

小
野
と
は
異
な
る
時
代
を
生
き
て
お
り
、
価
値
あ
る
も
の
を
作
り
出
す
機
会
に
小
野
よ
り
も
恵
ま
れ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
小
野
が
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
人
の
人
間
の
人
生
は
二
度
目
の
チ
ャ
ン
ス
を
持

つ
に
は
短
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
度
は
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
二
度
目
を
期
待
す
る
に
は
遅
す

ぎ
る
の
で
す
。
た
だ
、
小
野
に
と
っ
て
慰
め
と
な
る
の
は
、
国
家
の
生
が
個
人
の
生
と
は
違
う
こ
と
で
す
。
新
た

な
世
代
が
や
っ
て
き
て
、
日
本
は
も
う
一
度
ト
ラ
イ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
小
説
の
結
末
で
は
、
複
雑
な

感
情
が
入
り
混
じ
っ
た
希
望
を
ど
う
に
か
提
示
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。（Shaffer 170

）

イ
シ
グ
ロ
は
人
類
へ
の
微
力
な
貢
献
に
よ
っ
て
善
な
る
生
を
全
う
し
た
い
と
願
う
感
情
を
人
間
の
本
質
的
欲
求
と
見
な
す

一
方
で
、
そ
の
欲
求
を
満
た
す
可
能
性
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
。
個
人
が
善
な
る
生
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ

れ
が
達
成
さ
れ
る
可
能
性
が
低
い
と
イ
シ
グ
ロ
が
考
え
る
の
は
、
時
代
を
超
越
し
た
理
想
を
掲
げ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
困

難
で
あ
る
と
い
う
彼
の
認
識
に
よ
る
。
理
想
を
追
求
す
る
姿
こ
そ
本
来
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
い
う
認
識
を
持
ち
な
が

ら
、
人
間
が
追
求
す
る
理
想
は
時
代
の
変
遷
の
中
で
結
果
的
に
悪
に
加
担
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
別
の
認
識
を
併

せ
持
つ
。
後
者
の
認
識
で
は
、
人
間
に
は
制
御
で
き
な
い
運
命
の
作
用
が
措
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
シ
グ
ロ
の
中

で
は
理
想
主
義
的
な
人
間
観
と
運
命
主
義
的
な
人
生
観
と
が
拮
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
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思
想
こ
そ
が
彼
の
文
学
（
と
り
わ
け
初
期
作
品
）
に
独
特
の
緊
張
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
次
節
で
は
、
そ
の
緊
張
を
作
品

に
即
し
て
見
て
い
く
。

　
　

五　

イ
シ
グ
ロ
作
品
に
お
け
る
理
想
主
義
と
運
命
主
義

　

本
節
で
は
、
初
期
の
作
品
（『
浮
世
の
画
家
』
と
『
日
の
名
残
り
』）
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
イ
シ
グ
ロ
の
思
想
を
形
成

す
る
理
想
主
義
と
運
命
主
義
と
が
ど
の
よ
う
な
緊
張
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
初
期
の

エ
ッ
セ
イ
で
イ
シ
グ
ロ
が
明
確
に
し
た
理
想
主
義
的
な
立
場
と
平
凡
な
文
学
に
対
す
る
彼
の
批
判
が
そ
れ
ら
の
作
品
に
い

か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
。イ
シ
グ
ロ
は
初
期
の
エ
ッ
セ
イ
で
核
の
テ
ー
マ
に
群
が
る
同
時
代
の
文
学
を「
ま

が
い
も
の
」、「
平
凡
」
と
批
判
し
て
い
た
が
、
彼
の
作
中
人
物
も
平
凡
な
同
業
者
に
批
判
の
眼
を
向
け
る
。
小
野
は
ま
ず
、

戦
前
に
大
規
模
な
公
園
の
建
設
を
企
画
し
た
杉
村
明
の
功
績
を
讃
え
、
そ
の
志
に
共
感
を
寄
せ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
平
凡
人
で
あ
る
こ
と
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
野
心
を
も
つ
人
、
普
通
以
上
の
何
者
か
に
な
ろ
う
と

す
る
人
は
、
た
と
え
最
終
的
に
失
敗
し
、
そ
の
野
心
の
た
め
に
財
産
を
失
う
と
し
て
も
、
称
讃
に
値
す
る
人
間
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
杉
村
は
不
幸
な
人
間
と
し
て
死
ん
だ
わ
け
で

は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
失
敗
は
ご
く
普
通
の
人
生
の
み
っ
と
も
な
い
失
敗
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。

杉
村
の
よ
う
な
人
物
な
ら
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
他
の
人
間
が
勇
気
や
意
志
を
持
っ
て
挑
戦
し

な
い
事
柄
に
挑
ん
で
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
れ
ば
、
慰
め
が
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―
―
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
深
い
満
足
感
が
―
―
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。（A

rtist 134

）

こ
こ
で
小
野
は
自
身
の
過
去
を
杉
村
の
過
去
に
重
ね
る
こ
と
で
、
自
身
の
理
想
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
別

の
場
面
で
、
小
野
は
か
つ
て
の
同
僚
だ
っ
た
「
カ
メ
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
カ
メ
に
代
表
さ
れ
る
凡
人
は
「
野
心
の
名

の
も
と
に
、
あ
る
い
は
自
ら
の
信
念
の
た
め
に
、
危
険
を
冒
そ
う
と
」
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
軽
蔑
」
さ
れ
て
も
仕
方
な

い
連
中
で
、
彼
ら
は
「
平
凡
以
上
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
と
切
り
捨
て
る
（A

rtist 159

）。
む
ろ

ん
、小
野
自
身
は
自
分
が
カ
メ
の
よ
う
な
凡
人
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、重
田
財
団
賞
を
授
与
さ
れ
、

か
つ
て
の
恩
師
で
あ
っ
た
森
山
を
訪
ね
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
も
は
や
師
の
前
で
自
身
の
過
去
の
選
択
を
正
当
化
す
る
必

要
が
な
い
と
感
じ
た
と
き
、「
カ
メ
の
よ
う
な
人
間
―
―
信
太
郎
〔
小
野
の
か
つ
て
の
弟
子
の
一
人
〕
の
よ
う
な
人
間
―
―

は
、
有
能
で
、
人
に
害
を
与
え
ず
、
ゆ
っ
く
り
前
進
す
る
も
の
の
、
私
が
そ
の
日
に
感
じ
た
よ
う
な
幸
福
感
を
知
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
い
っ
た
連
中
は
、
平
凡
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
努
力
し
て
す
べ
て
を
犠
牲
に

す
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
分
か
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
」（A

rtist 204

）
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
あ
た
り
の
小
野

の
語
調
、
特
に
平
凡
人
批
判
は
、
イ
シ
グ
ロ
が
エ
ッ
セ
イ
で
核
を
テ
ー
マ
に
す
る
未
来
の
作
品
の
大
半
を
「
平
凡
」
と
呼

び
、
そ
れ
ら
を
批
判
し
た
論
調
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
も
、
小
野
が
自
分
の
理
想
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
も

ま
た
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
自
身
の
デ
ビ
ュ
ー
作
を
弁
護
す
る
た
め
に
、
核
テ
ー
マ
に
群
が
る
他
の
作
家
を
批
判
し
た
可
能

性
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
野
の
内
省
の
欠
如
は
、
反
対
に
作
者
の
内
省
を
浮

き
上
が
ら
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
小
野
に
こ
う
し
た
傲
慢
な
語
り
を
さ
せ
る
の
は
、
イ
シ
グ
ロ
が
自
身
の
理
想
主
義
的
傾
向

を
小
野
に
投
影
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
傾
向
か
ら
生
ま
れ
や
す
い
盲
目
的
な
自
己
陶
酔
に
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
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る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
日
の
名
残
り
』
の
語
り
手
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
も
、
偉
大
な
主
人
に
仕
え
る
こ
と
で
人
類
に
貢
献
す
る
と
い
う
理
想
を

掲
げ
、
そ
の
理
想
に
懐
疑
的
な
眼
を
向
け
る
同
業
者
を
批
判
す
る
。

同
業
者
の
中
に
は
、
ど
の
よ
う
な
主
人
に
仕
え
る
か
は
最
終
的
に
ほ
と
ん
ど
問
題
で
は
な
い
と
主
張
す
る
連
中
が

い
ま
す
。
彼
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
支
配
的
だ
っ
た
あ
る
種
の
理
想
主
義
―
―
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
執
事

は
、
人
類
の
運
動
を
前
進
さ
せ
る
偉
大
な
紳
士
に
仕
え
よ
う
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
―
―
が
現
実
か
ら
遊

離
し
た
空
想
話
に
す
ぎ
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
懐
疑
論
者
に
か
ぎ
っ
て
、
同
業
者
の
中

で
も
最
も
平
凡
な
執
事
だ
っ
た
り
す
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
連
中
は
、
自
分
た
ち
が
重
要
な

地
位
に
ま
で
上
り
詰
め
る
能
力
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
し
、
自
分
た
ち
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
な
る
べ

く
多
く
の
同
業
者
を
引
き
摺
り
落
と
そ
う
と
躍
起
に
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
連
中
の
意
見
を
真
に
受
け
る
気

に
は
到
底
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
振
り
返
っ
て
、彼
ら
の
考
え
が
い
か
に
誤
っ

て
い
る
か
を
明
確
に
論
証
す
る
事
例
に
事
欠
か
な
い
の
は
気
分
の
良
い
こ
と
で
す
。〔
中
略
〕
そ
し
て
お
そ
ら
く
私

に
は
、
平
凡
な
主
人
に
仕
え
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
い
る
連
中
に
は
決
し
て
わ
か
ら
な
い
満
足
を
感
じ
る
資
格
が
あ

る
の
で
す
―
―
そ
れ
な
り
の
根
拠
を
持
っ
て
、
た
と
え
地
味
な
方
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
自
分
の
努
力
が
歴
史
の

流
れ
に
貢
献
し
た
、
と
言
え
る
満
足
感
が
私
に
は
あ
り
ま
す
。（R

em
ains 147

）

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
批
判
も
ま
た
、
小
野
の
平
凡
人
批
判
の
よ
う
に
、
理
想
に
懐
疑
的
な
同
業
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
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理
想
を
追
求
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
小
野
に
と
っ
て
も
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
と
っ
て
も
、
凡
人
の
証
で
あ
り
、
職
業

人
の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
イ
シ
グ
ロ
が
理
想
と
す
る
文
学
者
の
姿
と
重
な
る
。「
誠
実
と
洞
察
」
を

兼
ね
備
え
、
時
流
に
乗
ら
ず
、
自
身
が
書
く
べ
き
こ
と
を
書
く
、
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
的
作
家
像
は
、
明
ら
か
に
小

野
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
職
業
観
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
小
野
は
「
た
と
え
周
り
の
人
間
の
影
響
力
に
抵
抗
し
て

で
も
、
自
ら
考
え
、
判
断
す
る
力
」
を
持
っ
て
い
る
と
自
負
す
る
（A

rtist 69

）。
こ
の
よ
う
に
イ
シ
グ
ロ
が
描
く
理
想

主
義
者
た
ち
は
自
身
の
理
想
を
称
讃
し
、
平
凡
な
人
間
を
徹
底
し
て
蔑
む
。
し
か
し
、
彼
ら
が
結
果
的
に
悪
に
加
担
す
る

結
末
を
考
慮
す
れ
ば
、
イ
シ
グ
ロ
が
自
身
の
理
想
主
義
を
作
中
人
物
に
投
影
し
な
が
ら
も
、
吟
味
を
欠
い
た
彼
ら
の
理
想

を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
小
野
が
徹
底
し
た
吟
味
に
失
敗
し
て
い
る
一
方
で
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
他
者
と
の
対
話
を
き
っ
か
け
に

一
時
的
に
自
ら
の
理
想
を
吟
味
に
か
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
自
身
が
「
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
役
割
を
果
た
す
」
と
い
う
イ
シ
グ
ロ
の
言
は
、
厳
密
に
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
。
自
身
の
掲

げ
る
偉
大
な
執
事
と
い
う
理
想
像
（
偉
大
な
執
事
に
仕
え
る
こ
と
で
人
類
に
貢
献
す
る
と
い
う
理
想
像
）
は
、
戦
後
の
ア

メ
リ
カ
的
な
民
主
主
義
を
体
現
す
る
ハ
リ
ー
・
ス
ミ
ス
と
の
対
話
に
よ
っ
て
吟
味
に
か
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
ス
ミ
ス
が

主
張
す
る
民
主
主
義
と
い
う
理
想
と
対
峙
す
る
こ
と
で
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
ス
ミ
ス
の
理
想
を
彼
自
身
が
か
つ
て
掲
げ

た
世
代
的
な
理
想
主
義
に
重
ね
、つ
い
に
は
後
者
の
世
代
的
理
想
主
義
の
意
義
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
。「
品
格（dignity

）」

と
は
、「
自
ら
の
意
見
を
自
由
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
投
票
に
よ
っ
て
国
会
議
員
を
送
り
込
ん
だ
り
追
い
出
し
た
り
で
き

る
こ
と
」（R

em
ains 196

）
だ
と
主
張
す
る
ス
ミ
ス
の
意
見
に
関
し
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
自
室
に
戻
っ
て
一
人
き
り

に
な
る
と
、
心
の
中
で
こ
う
反
論
す
る
。
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彼
の
発
言
は
、
間
違
い
な
く
、
過
剰
に
理
想
主
義
的
で
、
あ
ま
り
に
も
観
念
的
で
、
敬
意
を
払
う
べ
き
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
言
う
こ
と
に
も
一
理
あ
り
ま
す
。
我
が
国
の
よ
う
な
民
主
主
義
国
家
で
は
、
国

民
は
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
、
自
ら
の
意
見
を
形
成
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人4

生
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
知
っ
て
い
れ
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
一
般
の
人
間
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
「
強
い
意
見
」
を

持
つ
こ
と
な
ど
、
ど
う
し
て
期
待
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
ハ
リ
ー
・
ス
ミ
ス
氏
は
こ
こ
の
村
人
に
は
そ
れ
が
で
き
る

と
豪
語
さ
れ
ま
し
た
が
。
こ
う
し
た
期
待
は
非
現
実
的
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
望
ま
し
い
こ
と
な
の
か
、

大
い
に
疑
問
で
す
。
普
通
の
人
々
が
学
び
知
る
に
は
現
実
的
な
制
限
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
一
人
ひ
と
り
に
国
家
の

大
論
争
に
「
強
い
意
見
」
を
求
め
る
こ
と
は
、
ど
う
考
え
て
も
賢
明
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（R

em
ains 204

、

傍
点
引
用
者
）

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
ス
ミ
ス
の
発
言
が
理
想
主
義
的
す
ぎ
る
と
批
判
す
る
が
、
作
品
の
前
半
で
執
事
の
理
想
像
を
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
か
ら
散
々
聞
か
さ
れ
た
読
者
に
す
れ
ば
、
こ
の
批
判
は
滑
稽
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

ズ
は
そ
れ
ま
で
の
理
想
主
義
的
立
場
か
ら
い
わ
ば
現
実
路
線
の
運
命
主
義
的
立
場
（「
人
生
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
知
っ

て
い
れ
ば
」）
に
自
ら
の
立
場
を
転
換
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
内
省
的
語
り
が
進
む
う
ち
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、

ス
ミ
ス
の
理
想
主
義
に
対
す
る
批
判
を
拡
大
し
、
自
身
の
世
代
を
特
徴
づ
け
た
理
想
主
義
に
も
矛
先
を
向
け
る
。

実
際
、
今
夜
の
ハ
リ
ー
・
ス
ミ
ス
氏
の
言
葉
か
ら
、
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
わ
れ
わ
れ
の
世
代
の
大
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多
数
を
支
配
し
た
見
当
違
い
の
理
想
主
義

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（m
isguided idealism

）
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
私
が
申
し

上
げ
て
い
る
の
は
、
同
業
者
の
こ
う
い
っ
た
意
見
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
本
気
で
野
心
を
抱
い
て
い
る
執
事

で
あ
れ
ば
、
た
え
ず
主
人
を
評
価
し
続
け
る
こ
と
が
務
め
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
主
人
の
動
機
を
吟
味
し
、

主
人
の
考
え
の
波
及
効
果
を
分
析
し
続
け
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
吟
味
す
る
こ
と

で
、
執
事
の
技
能
が
確
実
に
望
ま
し
い
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
議
論
に
含
ま

れ
る
理
想
主
義
に
は
あ
る
程
度
共
感
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
今
夜
の
ス
ミ
ス
氏
の
意
見
と
同
様
に
、
誤
っ
た
考

え
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。（R

em
ains 209-

210

、
傍
点
引
用
者
）

し
か
し
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
自
身
が
そ
う
し
た
理
想
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
語
り
の
前
半
か
ら
見
て
明
ら
か
で

あ
る
（M

orikaw
a 69

参
照
）。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ス
ミ
ス
の
発
言
を
契
機
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
自
身
の
世
代
を
特

徴
づ
け
た
理
想
主
義
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
理
想
主
義
そ
の
も
の
を
吟
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
小
野
が
最
後
ま
で
自
身
の
理
想
の
正
当
性
を
疑
わ
な
い
点
と
大
き
く
異
な
る
。
も
っ
と
も
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ズ
自
身
、
結
末
で
ア
メ
リ
カ
人
主
人
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
「
冗
談
（bantering

）」
の
練
習
に
本
気
で
励
む
と
決

意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
も
小
野
と
同
様
に
、
自
ら
の
職
業
的
理
想
像
を
完
全
に
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
作
品
の
前
半
で
は
徹
底
し
た
理
想
主
義
の
立
場
を
採
用
す
る
も
の
の
、
物
語

の
後
半
で
一
時
的
に
運
命
主
義
の
立
場
に
傾
き
、
そ
の
立
場
か
ら
自
身
の
理
想
主
義
を
吟
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

語
り
の
最
後
で
は
（
や
や
控
え
め
な
）
理
想
主
義
者
に
戻
る
の
で
あ
る
。
理
想
主
義
か
ら
運
命
主
義
、
運
命
主
義
か
ら
理
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想
主
義
へ
の
往
復
運
動
は
、
小
野
の
語
り
に
も
部
分
的
に
見
ら
れ
る
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
語
り
に
比
べ
る
と
そ
の
振

幅
は
小
さ
い
。
し
か
し
、
両
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
思
想
的
な
揺
れ
は
イ
シ
グ
ロ
作
品
に
緊
張
を
も
た
ら
す
。

　

小
野
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
理
想
主
義
は
、
間
違
い
な
く
イ
シ
グ
ロ
自
身
の
理
想
主
義
的
志
向
が
作
り
出
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、結
果
的
に
小
野
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
理
想
が
悪
に
加
担
し
た
と
い
う
物
語
の
結
論
を
踏
ま
え
れ
ば（
小

野
は
戦
中
の
軍
国
主
義
に
の
め
り
込
み
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
ダ
ー
リ
ン
ト
ン
卿
の
ナ
チ
ス
へ
の
接
近
を
結
果
的
に
助
長

す
る
）、
彼
ら
の
理
想
が
十
分
に
吟
味
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
イ
シ
グ
ロ
が
共
感
す
る
ソ
ク

ラ
テ
ス
的
な
論
法
に
従
え
ば
、
イ
シ
グ
ロ
の
作
中
人
物
の
過
ち
は
、
彼
ら
が
自
身
の
凡
庸
さ
に
気
づ
か
ず
に
理
想
主
義
的

観
点
か
ら
一
方
的
に
凡
庸
な
同
業
者
を
批
判
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
自
覚
の
欠
如
が
理
想
の
吟
味
の
失
敗
を

招
い
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。
し
か
し
、
イ
シ
グ
ロ
的
な
運
命
主
義
か
ら
彼
の
作
中
人
物
を
眺
め
直
す
と
、
個
人
の
理

想
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
理
想
で
あ
れ
、
信
念
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
妥
当
性
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
時
代
に
拘
束
さ
れ

た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
価
値
観
の
変
遷
に
よ
っ
て
必
然
的
に
そ
の
意
義
も
問
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
諦
観
が
前
面
に
出
て
く
る
。

つ
ま
り
、
イ
シ
グ
ロ
の
言
う
理
想
主
義
的
な
生
き
方
が
彼
の
作
品
の
中
で
成
功
し
な
い
の
は
、
時
代
的
価
値
観
の
変
遷
が

個
人
の
理
想
の
意
義
を
一
瞬
に
し
て
無
効
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
運
命
観
に
イ
シ
グ
ロ
が
あ
ま
り
に
も
意
識
的
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

イ
シ
グ
ロ
が
憧
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
知
を
吟
味
し
続
け
た
。
言
論
の
力
を
信
じ
、
理
知
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
イ
デ
ア
と

し
て
の
善
に
到
達
で
き
る
と
考
え
た
。
善
と
悪
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
絶
対
的
な
善
を
追

求
し
た
。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
善
に
イ
シ
グ
ロ
は
共
感
し
、
自
身
の
理
想
主
義
的
思
想
を
重
ね
る
。
し
か
し
、
善
へ
の
志

向
が
結
果
的
に
悪
を
生
み
出
す
と
い
う
現
実
を
捉
え
る
イ
シ
グ
ロ
の
眼
差
し
、
す
な
わ
ち
イ
シ
グ
ロ
の
運
命
主
義
が
、
そ
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の
素
朴
な
共
感
に
歯
止
め
を
か
け
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『
マ
ク
ベ
ス
』（M

acbeth

）
で
、
魔
女
に
「
き
れ
い
は
汚
い
、

汚
い
は
き
れ
い
（fair is foul, and foul fair

）」（1051

）
と
語
ら
せ
、
主
人
公
マ
ク
ベ
ス
の
中
に
潜
伏
す
る
善
と
悪
の
表

裏
一
体
性
を
矛
盾
語
法
に
よ
っ
て
表
現
し
た
よ
う
に
（
同
作
も
「
野
心
」
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
）、
イ
シ
グ
ロ
も
ま
た

本
来
善
を
志
向
し
な
が
ら
結
果
的
に
悪
に
加
担
し
て
し
ま
う
矛
盾
を
抱
え
た
人
物
を
描
く
。
イ
シ
グ
ロ
は
、
善
な
る
生
を

生
き
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
理
想
が
必
ず
し
も
善
に
は
至
ら
な
い
仮
想
現
実
を
描
く
。
プ
ラ
ト
ン
の

影
響
を
受
け
、
彼
の
哲
学
に
共
感
し
つ
つ
も
、
イ
シ
グ
ロ
は
理
想
の
完
全
な
状
態
を
描
こ
う
と
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
仮

想
現
実
の
中
に
理
想
主
義
的
な
人
物
を
放
り
込
ん
で
、
そ
の
理
想
を
試
す
。
こ
れ
が
イ
シ
グ
ロ
な
り
の
理
想
の
吟
味
の
仕

方
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
論
理
を
徹
底
さ
せ
て
通
念
を
吟
味
し
た
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
は
理
想
の
あ
り
方
を
文
学
と
い

う
仮
想
世
界
の
中
で
吟
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、現
実
を
支
配
す
る
運
命
の
前
で
は
、彼
の
理
想
は
永
遠
に
ア
ポ
リ
ア
（
行

き
詰
ま
り
）
と
な
る
。

　
　

結

　

イ
シ
グ
ロ
が
理
想
主
義
的
な
人
物
を
繰
り
返
し
描
く
背
景
に
、
イ
シ
グ
ロ
自
身
の
理
想
主
義
的
志
向
が
あ
る
こ
と
を
第

一
節
に
お
い
て
彼
の
初
期
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
み
と
く
こ
と
で
示
し
た
。
第
二
節
で
は
、
イ
シ
グ
ロ
が
思
春
期
を
送
っ
た

一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
理
想
主
義
の
影
響
、
第
三
節
で
は
彼
が
若
き
頃
に
傾
倒

し
た
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
イ
シ
グ
ロ
の
理
想
主
義
は
決
し
て
単
眼
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、

第
四
節
で
彼
の
理
想
主
義
に
対
す
る
不
安
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
不
安
の
裏
に
は
イ
シ
グ
ロ
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自
身
の
運
命
主
義
的
な
認
識
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
第
五
節
で
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
初
期
作
品

に
お
け
る
語
り
手
の
理
想
と
そ
の
吟
味
の
仕
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
イ
シ
グ
ロ
作
品
に
投
影
さ
れ
た
理
想
主
義
と
運
命

主
義
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
捉
え
た
。
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
な
ぜ
イ
シ
グ
ロ
は
繰
り
返
し
理
想
主
義
者
を
描
く
の

か
と
い
う
冒
頭
の
問
い
に
戻
り
た
い
。

　

イ
シ
グ
ロ
が
繰
り
返
し
理
想
主
義
者
を
描
く
の
は
、
一
つ
に
は
彼
自
身
が
理
想
主
義
的
志
向
の
強
い
作
家
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
。
初
期
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
彼
は
理
想
主
義
的
な
文
学
観
を
持
っ
て
い
る
。
時
代
の
潮
流
に
流
さ

れ
ず
、「
誠
実
と
洞
察
」
を
備
え
た
文
学
の
創
作
に
作
家
は
取
り
組
む
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
を
イ
シ
グ
ロ
は
提
示
し
て
い

る
。
こ
の
倫
理
的
な
態
度
に
は
、
彼
自
身
が
思
春
期
を
送
っ
た
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
理
想
主
義
の
影
響
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
イ
シ
グ
ロ
が
読
ん
だ
と
証
言
し
て
い
る
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
か
ら
の
影
響
も
濃
厚
で
、
特
に

善
な
る
生
の
探
求
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
骨
子
と
な
る
思
想
は
イ
シ
グ
ロ
の
考
え
る
理
想
的
な
生
き
方
に
大
き
く
作
用

を
及
ぼ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
シ
グ
ロ
が
理
想
主
義
者
を
描
き
続
け
る
の
は
、
彼
の
理
想
主
義
的
志
向
だ
け
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
。
第
四
節
、
第
五
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
イ
シ
グ
ロ
は
も
う
一
方
で
、
自
ら
の
理
想
主
義
を
否
定
し

か
ね
な
い
運
命
主
義
的
な
考
え
方
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
者
の
運
命
主
義
が
一
層
イ
シ
グ
ロ
に
理

想
主
義
へ
の
執
着
を
強
め
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
そ
れ
は
序
の
冒
頭
で
言
及
し
た
他
作
品
の
登
場
人
物
を
見
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
イ
シ
グ
ロ
が
理
想
主
義
者
を
繰
り
返
し
描
く
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
の
理
想
主
義
的
思
潮
と

青
年
期
に
読
み
ふ
け
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
を
多
分
に
受
け
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
自
身
の
理
想
主
義
を
吟
味
し
、

そ
の
吟
味
の
過
程
で
必
然
的
に
醸
成
さ
れ
た
自
ら
の
運
命
主
義
と
文
学
的
な
土
俵
の
上
で
対
峙
す
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
理
想
を
吟
味
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
、イ
シ
グ
ロ
は
ど
こ
ま
で
も
理
想
主
義
者
な
の
で
あ
る
。

（
も
り
か
わ　

し
ん
や
・
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
講
師
）　

※
本
稿
は
、
博
士
論
文 “

K
azuo Ishiguro and H

is V
iew

 of Life: Idealism
, N

ostalgia, Fatalism
”

（
二
〇
一
五
年
）
の
第
一
章
か
ら
第

四
章
ま
で
の
議
論
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
は
同
論
文
と
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
第
三
節
で
論
じ
た
プ
ラ

ト
ン
の
影
響
は
同
論
文
で
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
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［
註
］

（
１
）　
『
浮
世
の
画
家
』
の
小
野
と
『
日
の
名
残
り
』
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
過
去
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
矢
次
綾

も
参
照
の
こ
と
（
二
四
二
―
四
八
）。
矢
次
は
、
彼
ら
の
よ
う
な
市
井
の
人
間
が
歴
史
の
叙
述
に
い
か
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
か
を
詳
述
し
て
い
る
（
二
五
三
―
五
五
）。

（
２
）
同
序
文
は
、

“
M

y Japan” 

の
タ
イ
ト
ル
で
、
ジ
ャ
イ
ル
ズ
・
フ
ォ
デ
ン
（G

iles Foden

）
編B

ody of W
ork: 40 Years of C

reative 

W
riting at U

E
A

（Full C
ircle E

ditions, 2011

）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
同
世
代
の
作
家
た
ち
は
エ
ッ
セ
イ
集
、
自
叙
伝
、
回
想
記
を
上
梓
し
て
い
る
（Salm

an R
ushdie, Im

aginary H
om

elands: E
ssays 

and C
riticism

（Penguin B
ooks, 1991

）、M
artin A

m
is, E

xperience

（V
intage B

ooks, 2001

）、G
raham

 Sw
ift, M

aking an 

E
lephant: W

riting from
 W

ithin

（Picador, 2009

）、Julian B
arnes, Levels of Life

（Jonathan C
ape, 2013

））
が
、
イ
シ
グ
ロ
の

出
版
物
に
は
こ
の
類
の
書
物
が
見
ら
れ
な
い
。

（
４
）
短
篇
の
一
つ
は
、 “A

 Strange and Som
etim

es Sadness”

（
一
九
八
〇
年
）
で
あ
る
。
本
作
は
、
長
崎
に
落
と
さ
れ
た
原
爆
で
友

人
ヤ
ス
コ
を
失
っ
た
語
り
手
が
数
十
年
後
に
戦
中
の
長
崎
時
代
を
回
想
す
る
語
り
に
な
っ
て
い
る
。

（
５
）M

cE
w

an, “
or Shall W

e D
ie”

（1983
）
は A

 M
ove A

broad

（Picador, 1989

）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
た
だ
し
、今
日
で
も
イ
シ
グ
ロ
が
自
身
を
純
文
学
作
家
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
、二
〇
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
忘
れ
ら
れ
た
巨
人
』

（T
he B

uried G
iant

）
に
お
け
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
要
素
を
「
表
面
的
な
も
の
（“the surface things”

）」
と
断
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

窺
え
る
（A

lter

を
参
照
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
イ
シ
グ
ロ
の
発
言
を
受
け
て
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説
家
ア
ー
シ
ュ
ラ
・
Ｋ
・
ル
＝
グ
ウ
ィ

ン
（U

rsula K
. Le G

uin, 1929-2018

）
は
、
イ
シ
グ
ロ
の
発
言
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説
へ
の
「
無
思
慮
な
偏
見
を
反
映
」
し
た
も
の
で
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
家
に
対
す
る
「
侮
辱
」
で
あ
る
と
猛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
イ
シ
グ
ロ
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
軽
蔑

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
別
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
反
論
し
て
い
る
（C

ain

）。

（
７
）
こ
の
対
談
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
のM

aking an E
lephant

に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）
プ
ラ
ト
ン
の
詩
人
観
に
つ
い
て
は
ペ
ネ
ロ
ペ
・
マ
レ
ー
が
詳
し
い
。
マ
レ
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
こ
そ
社
会
に
お
け
る
芸
術
の
役
割
を
最

初
に
問
う
た
哲
学
者
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
〇
三
八
）。

（
９
）
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
こ
の
言
及
の
出
典
を
探
し
た
が
、
筆
者
は
見
つ
け
ら
れ
ず
、
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
の
同
僚
で
西
洋
思
想
史
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が
専
門
の
小
柳
敦
史
氏
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
『
パ
イ
ド
ン
』
が
出
典
で
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て

お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
10
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
理
想
国
家
の
検
討
は
、
人
間
の
正
義
が
な
ん
た
る
か
を
見
極
め
る
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
り
（
異
説
も
あ
る

（
藤
沢
（
八
一
三
）
を
参
照
））、
こ
の
段
階
（
第
四
巻
前
半
）
で
は
「
個
人
」
は
国
家
の
構
成
員
を
指
し
て
い
る
。
第
四
巻
の
後
半
で

よ
う
や
く
国
家
か
ら
個
人
と
し
て
の
人
間
へ
と
議
論
を
移
し
、
本
来
の
正
義
は
、
個
人
の
魂
の
三
種
族
（
理
知
、
気
概
、
欲
望
。
そ
れ

ぞ
れ
国
家
の
三
階
層
に
対
応
す
る
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
わ
き
ま
え
て
他
の
種
族
に
「
余
計
な
手
出
し
を
す
る
こ
と
も
許
さ
な
い
で
」、

全
体
が
「
節
制
と
調
和
を
堅
持
し
た
」
状
態
に
あ
る
こ
と
だ
と
再
定
義
し
て
い
る
（
プ
ラ
ト
ン
、『
国
家
』
三
二
四
―
二
五
）。
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