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序

ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
を
代
表
す
る
イ
タ
リ
ア
の
作
家
の
ひ
と
り
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
（C

esare P
avese, 1908-1950

①
）
が
残
し
た
長
編
小
説
の
な
か
に
、『
月
と

篝
火
』（
原
題L

a lu
n

a e i falò, 1950

②
）
と
題
さ
れ
た
作
品
が
あ
る
。
本
作
品
で
は
、

そ
の
名
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
孤
児
と
し
て
生
ま
れ
た
主
人
公③

が
、
ピ
エ
モ

ン
テ
州
ラ
ン
ゲ
丘
陵
地
帯
の
農
村
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た
の
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
へ
と

渡
り
、
長
い
年
月
を
経
て
久
々
に
故
郷
へ
帰
っ
て
き
た
様
子
が
、
現
在
進
行
す
る
時

間
軸
の
な
か
に
過
去
の
回
想
を
交
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
一
人
称
で
描
き
だ
さ
れ

て
い
る
。
執
筆
直
後
、
一
九
四
九
年
一
一
月
一
七
日
の
日
記
の
な
か
で
、
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
「
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
手
柄
だ
」
と
記
す
と
と
も
に
、
自

ら
が
手
が
け
て
き
た
一
連
の
長
編
小
説
群
を
整
理
し
、
こ
の
作
品
の
完
成
に
よ
っ
て

「
同
時
代
の
歴
史
的
円
環
を
閉
じ
た
」、「
サ
ー
ガ
は
完
結
し
た
」
と
述
べ
た④

。
さ
ら

に
、
翌
一
九
五
〇
年
六
月
に
は
、『
月
と
篝
火
』
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
三
部
作
『
美
し

い
夏
』（
原
題L

a B
ella E

state

）
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
最
高
の
文
学
賞
ス
ト
レ
ー
ガ

賞
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
作
家
と
し
て
の
円
熟
期
に
入
っ
た
矢
先
で

あ
る
同
年
八
月
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
ト
リ
ー
ノ
の
ホ
テ
ル
で
睡
眠
剤
を
多
量
に
摂
取
し

自
殺
を
遂
げ
た
。

二
種
あ
る
『
月
と
篝
火
』
の
翻
訳⑤

の
う
ち
の
、
一
方
の
邦
訳
者
で
あ
る
米
川
良
夫

は
、
こ
の
作
品
の
興
味
深
い
点
と
し
て
、
本
来
的
に
は
故
郷
を
持
ち
得
な
い
孤
児
が

「
帰
郷
」
す
る
と
い
う
設
定
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、い
く
つ
か
の
時
間
軸
が
錯

綜
す
る
か
た
ち
で
「
戦
争
」
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
物
語
の
主
要
な
舞
台

の
ひ
と
つ
と
し
て
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
文
学
的
故
郷
で
あ
る
「
ア
メ
リ
カ
」
が
取
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る⑥

。
た
だ
、「
ア
メ
リ
カ
」
が
作
品
の
主
要
舞
台
の

ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
な
ぜ
興
味
深
い
点
に
あ
た
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
説

明
が
必
要
だ
ろ
う
。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
文
学
作
品
で
は
、
そ
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
舞
台
が
、
ピ
エ
モ
ン
テ
州

ラ
ン
ゲ
丘
陵
地
帯
の
農
村
、
お
よ
び
ピ
エ
モ
ン
テ
州
の
州
都
で
も
あ
る
都
会
ト
リ
ー

ノ
と
な
っ
て
い
る
。
丘
に
囲
ま
れ
た
農
村
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
と
っ
て
生
ま
れ
故
郷

で
あ
り
、
一
方
の
都
会
ト
リ
ー
ノ
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
幼
少
期
に
農
村
か
ら
一
家
で

移
り
住
ん
で
以
来
、
自
殺
に
至
る
ま
で
生
活
の
拠
点
を
置
き
続
け
た
都
市
で
あ
る⑦

。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
自
ら
の
故
郷
で
あ
る
丘
に
囲
ま
れ
た
農
村
と
都
会
ト
リ
ー
ノ
、
こ
の

二
つ
の
世
界
を
舞
台
に
し
て
物
語
を
展
開
し
続
け
た
作
家
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
一

連
の
作
品
の
な
か
で
例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
が
流
刑
囚
と
し
て

訪
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
南
イ
タ
リ
ア
の
ブ
ラ
ン
カ
レ
オ
ー
ネ
を
舞
台
に
し
た
数
作
品⑧

と
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
が
生
涯
に
わ
た
り
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
主
人
公
に
と
っ
て
の
主
要
な
舞
台
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
ア
メ
リ
カ
」
が

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
月
と
篝
火
』
が
、
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
全
三
二
章
で
構
成
さ
れ
た
『
月
と
篝
火
』
の
な
か
で
は
、
一
見
、
主

人
公
が
育
っ
た
村
を
離
れ
最
終
的
に
向
か
っ
た
地
で
あ
る
「
ア
メ
リ
カ
」
が
主
人
公

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
『
月
と
篝
火
』
論

│
そ
の
「
ア
メ
リ
カ
」
の
描
写
に
焦
点
を
あ
て
て

│

中　
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の
「
自
己
の
喪
失
」
を
体
験
す
る
場
所
と
し
て
、一
方
の
再
び
見
出
さ
れ
る
「
故
郷
」

は
「
自
己
の
回
復
」
が
な
さ
れ
る
場
所
と
し
て
、描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
際
、
そ
う
し
た
読
み
方
を
す
る
研
究
も
あ
る⑨

。
し
か
し
、『
月
と
篝
火
』
第
二
六
章

の
、
主
人
公
が
人
々
の
暮
ら
し
や
営
み
を
想
起
す
る
場
面
に
は
、「
故
郷
」
と
「
ア
メ

リ
カ
」
が
と
も
に
破
壊
と
再
生
を
繰
り
返
す
、
同
一
の
性
質
を
担
う
場
所
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
一
節
が
あ
る
。
破
壊
（
＝
死
）
の
状
態
に
達
し
た
も
の
が
、ふ
た
た
び
生

へ
と
向
か
う
行
為
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
「
回
帰
」
と
呼
ぼ
う
。
と
す

れ
ば
、「
故
郷
」
と
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
性
質
の
異
な
る
舞
台
が
と
も
ど
も
回
帰
的

な
世
界
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
点
に
、違
和
感
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
ア
メ

リ
カ
」
と
い
う
表
象
に
は
、
主
人
公
の
「
自
己
の
喪
失
」
が
体
現
さ
れ
る
場
所
に
と

ど
ま
ら
な
い
、
別
の
新
し
い
読
み
を
加
え
う
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
観
点
に
立
ち
な
が
ら
、『
月
と
篝
火
』
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
」
の
描
写
を
考

察
す
る
に
あ
た
り
、本
稿
で
は
ま
ず
、パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
作
品
に
共
通
し
て
登
場
す
る
「
帰

郷
」
と
い
う
設
定
に
着
目
す
る
（
第
一
節
）。
ま
た
、
そ
の
類
型
性
を
破
る
よ
う
に
登

場
す
る
「
ア
メ
リ
カ
」
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
翻
訳
・
紹
介
者
と
し
て
の

彼
の
キ
ャ
リ
ア
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
（
第
二
節
）、『
月
と
篝
火
』
と
い

う
作
品
に
そ
の
表
象
が
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
題
目
に
も
読
ま
れ
る
「
月
」
と
、
あ

る
密
接
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同
時
期
の
日
記
や
評

論
、
さ
ら
に
は
『
月
と
篝
火
』
の
原
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
詩
「
大
山
羊
神
」
な
ど

の
検
証
を
通
じ
て
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
抱
い
た
神
話
の
認
識
や
象
徴
性
へ
と
せ
ま
る
こ
と

に
よ
り
、
例
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
第
四
節
以
降
）。

一
．
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
作
品
に
お
け
る
主
人
公
の
「
帰
郷
」
と
い
う
設
定

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
評
論
を
集
め
た
『
ア
メ
リ
カ
文
学
お
よ
び
そ
の
他
の
評
論
』（
原
題

L
etteratu

ra A
m

erican
a e altri saggi

）
に
は
、
死
の
約
二
ヶ
月
前
、
一
九
五
〇
年
六

月
一
一
日
に
な
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
登
場
人
物
は
膨
ら
ま
す
の
で
は
な
く
現

実
的
象
徴
性
の
な
か
で
描
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
人
物
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は

な
い
こ
と
、
登
場
人
物
は
単
に
主
題
が
リ
ズ
ム
と
な
る
よ
う
な
知
的
な
物
語
の
想
像

に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
の
三
点
を
述
べ
て
い
る⑩

。
実
際
、
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
の
作
品
で
は
お
お
む
ね
、
登
場
人
物
の
心
理
描
写
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
ず
、
い

く
つ
か
の
典
型
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
散
り
ば
め
な
が
ら
叙
事
詩
の
よ
う
に
物
語
が
進

行
し
て
ゆ
く
。

ま
た
、
一
九
三
五
年
一
一
月
一
〇
日
の
日
記
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

ぼ
く
の
詩
を
彩
っ
て
い
る
の
は
、
家
か
ら
の
脱
出
だ
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の

色
彩
、
す
べ
て
の
風
景
を
通
過
し
た
後
、
喜
び
を
と
も
な
っ
た
故
郷
へ
の
帰
還

に
つ
な
が
る
…⑪

。

故
郷
へ
の
帰
還
、
す
な
わ
ち
「
帰
郷
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
最
初
に
作
品
の
な
か
に

取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
文
学
者
を
志
す
こ
と
を
決
め
、
最
初
に
完

成
さ
せ
た
詩
「
南
の
海
」（
原
題I m

ari del  S
u

d

）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
先

に
あ
げ
た
日
記
が
書
か
れ
る
五
年
も
ま
え
の
一
九
三
〇
年
、
九
月
七
日
か
ら
一
四
日

に
か
け
て
書
か
れ
、
後
に
詩
集
『
働
き
疲
れ
て
』（
原
題L

avorare stan
ca

）
を
刊
行

し
た
際
に
冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
。
世
界
を
め
ぐ
り
、二
〇
年
ぶ
り
に
帰
郷
し
た
従
兄
、

彼
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
僕
、
そ
の
二
人
が
と
も
に
丘
に
登
る
と
い
う
構
成
で
描
か

れ
た
一
〇
四
行
に
お
よ
ぶ
こ
の
長
詩
に
つ
い
て
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
文
学
の
原
点
で
あ

る
と
す
る
指
摘
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る⑫

。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
そ
の
後
、
詩
か
ら
短
編
小
説
、
さ
ら
に
は
長
編
小
説
へ
と
表
現
の

幅
を
広
げ
た
。
そ
れ
ら
い
ず
れ
の
表
現
形
態
に
お
い
て
も
、「
故
郷
か
ら
の
脱
出
」
や

「
故
郷
へ
の
帰
還
」を
中
心
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
取
り
あ
げ
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
で
あ
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る
が
、
そ
う
し
た
一
連
の
作
品
の
な
か
で
、「
主
人
公
」
の
故
郷
へ
の
帰
還
を
テ
ー
マ

に
描
か
れ
た
作
品
が
、
一
九
四
九
年
、
つ
ま
り
自
殺
の
前
年
に
書
か
れ
た
最
後
の
二

作
、「
女
と
も
だ
ち
」（
原
題T

ra d
on

n
e sole 　

『
美
し
い
夏
』
所
収
）
と
『
月
と
篝
火
』

で
あ
る⑬

。

「
女
と
も
だ
ち
」
は
都
市
ト
リ
ー
ノ
が
舞
台
で
あ
り
、主
要
登
場
人
物
ら
は
す
べ
て

女
性
で
あ
る
。
ラ
ン
ゲ
丘
陵
地
帯
の
農
村
を
舞
台
と
す
る
、
主
要
登
場
人
物
ら
が
す

べ
て
男
性
の
『
月
と
篝
火
』
と
は
、
一
見
、
ま
っ
た
く
趣
き
の
異
な
る
作
品
と
し
て

捉
え
う
る
の
だ
が
、
ひ
と
た
び
「
帰
郷
」
と
い
う
設
定
に
目
を
む
け
れ
ば
、
両
作
品

に
は
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、「
女
と
も
だ
ち
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
物
語
は
、
ロ
ー
マ
か
ら
故
郷
で
あ

る
ト
リ
ー
ノ
へ
と
仕
事
の
た
め
に
久
々
に
戻
っ
て
き
た
、
洋
裁
店
で
働
く
ク
レ
ー
リ

ア
を
主
人
公
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
全
三
〇
章
に
わ
た
る
こ
の
作
品
中
、
第
四
章
後

半
部
分
に
は
、
ク
レ
ー
リ
ア
が
謝
肉
祭
の
雰
囲
気
が
漂
う
街
を
一
人
で
歩
き
回
り
、

ふ
い
に
か
つ
て
ト
リ
ー
ノ
の
街
を
去
っ
た
と
き
の
こ
と
を
回
想
す
る
場
面
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
か
つ
て
貧
し
さ
の
た
め
に
学
校
に
も
や
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
主
人
公

が
、
た
だ
ト
リ
ー
ノ
か
ら
脱
出
し
た
か
っ
た
、
別
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
い
と

望
ん
で
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
主
人
公
は
ロ
ー
マ
へ
渡
っ
て
成
功
し
た

こ
と
、
さ
ら
に
は
、
も
う
若
く
な
い
の
で
男
と
い
う
も
の
が
ど
の
程
度
の
も
の
な
の

か
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、が
描
か
れ
て
い
る⑭

。
ま
た
、第
一
〇
章
に
は
、ロ
ー

マ
か
ら
ト
リ
ー
ノ
へ
と
帰
郷
し
た
主
人
公
が
、
昔
の
友
人
宅
を
訪
れ
、
そ
こ
に
い
た

少
女
に
か
つ
て
の
自
分
の
姿
を
重
ね
回
想
を
膨
ら
ま
せ
る
な
か
で
、「
わ
た
し
は
出
て

行
き
た
か
っ
た
。
こ
ん
な
に
も
様
変
わ
り
し
、
こ
ん
な
風
に
死
ん
だ
も
同
然
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
耐
え
難
い
わ
た
し
の
過
去
の
す
べ
て
だ
っ
た⑮

」
と
回
想
す
る
場

面
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
友
人
の
娘
を
見
た
主
人
公
ク
レ
ー
リ
ア
が
、
こ
の
少
女
を

目
に
す
る
ま
で
は
表
面
的
に
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
た
故
郷
の
な

か
に
、
自
ら
の
過
去
の
す
べ
て
を
見
出
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

続
い
て
、『
月
と
篝
火
』
を
見
て
み
よ
う
。
全
三
二
章
か
ら
成
る
作
品
中
の
第
二
六

章
に
、
主
人
公
が
故
郷
を
去
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
」
へ
と
渡
っ
た
過
去
を
回
顧
す
る
、

友
人
ヌ
ー
ト
の
会
話
が
読
ま
れ
る
。「
き
み
に
は
勇
気
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
」と
告
げ
る

ヌ
ー
ト
に
対
し
、
主
人
公
は
「
勇
気
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
私
は
逃
げ
出
し
た
の
だ

…
」
と
想
起
す
る⑯

。
孤
児
で
あ
る
主
人
公
は
村
に
居
続
け
る
か
ぎ
り
、
何
者
に
も
な

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
惨
め
な
状
況
か
ら
脱
す
る
た
め
に
ア
メ
リ

カ
へ
と
渡
っ
た
の
だ
。
こ
の
姿
は
、
貧
し
さ
か
ら
逃
げ
出
す
た
め
に
ト
リ
ー
ノ
か
ら

ロ
ー
マ
へ
と
移
っ
た
「
女
と
も
だ
ち
」
の
主
人
公
ク
レ
ー
リ
ア
と
も
重
な
る
。
ま
た
、

『
月
と
篝
火
』
第
二
二
章
冒
頭
に
は
、「
女
と
い
う
も
の
を
、
わ
た
し
は
世
界
を
渡
り

歩
き
な
が
ら
知
っ
た
。
金
髪
の
女
、
黒
髪
の
女
を
。

│
わ
た
し
は
女
を
求
め
、
金

も
ず
い
ぶ
ん
使
っ
た⑰

」
と
あ
る
。
こ
れ
も
「
女
と
も
だ
ち
」
で
、
故
郷
を
去
っ
て
男

を
、
つ
ま
り
異
性
を
知
っ
た
ク
レ
ー
リ
ア
と
同
様
で
あ
る
。

類
似
点
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。『
月
と
篝
火
』
第
二
六
章
冒
頭
で
は
、そ
れ
以
前

に
展
開
さ
れ
る
少
年
チ
ン
ト
と
の
会
話
を
う
け
て
、「
す
べ
て
が
わ
た
し
た
ち
に
起

こ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
起
こ
っ
て
い
る⑱

」
と
、
主
人
公
が
想
起
す
る
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
帰
郷
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
村
の
人
々
の
生
活
が
表
面
的

に
は
姿
を
変
え
つ
つ
も
今
も
連
綿
と
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
現
実
を
主
人
公
が
認
識

す
る
様
子
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、「
女
と
も
だ
ち
」
の
主
人
公
ク
レ
ー
リ
ア

が
、
か
つ
て
の
友
人
宅
を
訪
れ
、
そ
の
娘
の
姿
を
見
て
そ
こ
に
彼
女
自
身
の
過
去
の

す
べ
て
を
見
る
点
と
重
な
っ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、「
女
と
も
だ
ち
」
と
『
月
と
篝
火
』
は
、
故
郷
を
飛
び
出
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
経
験
の
の
ち
に
帰
郷
す
る
主
人
公
の
行
動
だ
け
で
な
く
、
表
面
的
に
は
す
っ
か

り
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
故
郷
が
実
は
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に

気
づ
く
と
い
う
認
識
の
点
で
も
、
お
お
い
に
類
似
し
た
設
定
を
有
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
て
、「
帰
郷
」
と
い
う
観
点
で
の
共
通
点
を
指
摘
し
う
る
両
作
品
だ
が
、『
月
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と
篝
火
』
に
含
ま
れ
る
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
場
所
に
着
目
す
る
と
き
、
考
察
は
、

次
の
段
階
に
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
。

作
家
と
し
て
の
人
生
を
歩
み
は
じ
め
て
以
来
一
貫
し
て
、
自
身
が
生
涯
生
活
の
拠

点
を
置
い
た
地
ト
リ
ー
ノ
や
、
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
丘
に
囲
ま
れ
た
農
村
地
帯
を
作

品
の
舞
台
に
し
て
き
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
な
ぜ
、
自
身
が
身
を
お
く
こ
と
の
な
か
っ
た

地
「
ア
メ
リ
カ
」
を
、
最
後
の
長
編
小
説
『
月
と
篝
火
』
に
お
け
る
主
要
な
舞
台
の

一
つ
と
し
た
の
か
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
日
記
や
書
簡
、
評
論
等
を
い
く
ら
繙
い
て
み
て

も
手
掛
か
り
の
得
ら
れ
な
い
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
次
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の

翻
訳
・
紹
介
者
と
し
て
の
彼
の
キ
ャ
リ
ア
に
着
目
す
る
こ
と
で
検
討
を
加
え
て
み
た

い
。

二
．
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
「
ア
メ
リ
カ
」

イ
タ
リ
ア
で
は
一
九
三
〇
年
代
以
前
、
未
来
派
に
よ
っ
て
反
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
・
反

文
学
の
象
徴
的
作
品
と
紹
介
さ
れ
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
『
草
の
葉
』
を
除
い
て
、
ア

メ
リ
カ
文
学
を
手
に
す
る
の
は
ご
く
少
数
の
人
々
、
専
門
家
ら
に
限
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
二
九
年
ボ
ン
ピ
ア
ー
ニ
社
が
創
立
さ
れ
、
三
三
年
に
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ

社
と
モ
ン
ダ
ド
ー
リ
社
か
ら
ア
メ
リ
カ
文
学
叢
書
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

ア
メ
リ
カ
文
学
は
研
究
者
の
手
を
離
れ
、
作
家
や
詩
人
に
よ
っ
て
盛
ん
に
翻
訳
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

す
で
に
高
校
時
代
か
ら
英
米
文
学
に
関
心
を
持
ち
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
論
を
卒

業
論
文
で
書
き
上
げ
て
い
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
友
人
が
創
設
し
た
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
出

版
社
に
英
米
文
学
翻
訳
者
と
し
て
招
か
れ
た
。
こ
う
し
て
一
九
三
〇
年
代
、
多
く
の

出
版
社
で
ア
メ
リ
カ
文
学
に
対
す
る
機
運
が
高
ま
る
な
か
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
次
々
に
翻

訳
を
手
が
け⑲

、
ま
た
雑
誌
上
で
多
く
の
英
米
作
家
に
つ
い
て
論
じ
人
々
に
紹
介
す
る

な
ど
、ま
さ
に
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
の
第
一
人
者
と
し
て
活
躍
し
た
。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
ア
メ
リ
カ
文
学
に
着
目
し
た
点
に
つ
い
て
、
和
田
忠
彦
は
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
の
シ
ン
ク
レ
ア
・
ル
イ
ス
論
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

…
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
そ
の
地
方
性
と
《
ス
ラ
ン
グ
》
を
用
い
た
文
体
に
、
自
分

自
身
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
文
学
的
伝
統
か
ら
逃
れ
る
道
を
見
出
し
て
い
る
。
都

市v.s.

地
方
（
農
村
）
と
い
う
二
項
対
立
の
中
か
ら
、「
ス
ト
ラ
パ
エ
ー
ゼ
」
や

「
ス
ト
ラ
チ
ッ
タ
」の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
生
み
出
す
の
で
は
な

く
、
農
村
＝
自
然
、
幼
年
時
代
＝
過
去
へ
回
帰
す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
「
自

由
」
を
描
き
出
す
道
が
あ
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
眼
に
、

ア
メ
リ
カ
は
、
文
化
的
規
範
と
な
る
神
話
的
モ
デ
ル
と
映
っ
た
の
で
あ
る⑳

。

農
村
＝
自
然
、
幼
年
時
代
＝
過
去
へ
の
回
帰
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
自
由
」
と
い

う
テ
ー
マ
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
作
家
に
な
る
こ
と
を
志
し
た
当
初
の
詩
「
南
の
海
」

の
な
か
に
す
で
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ー
マ
が
ア
メ
リ
カ
文
学
の
発

見
を
通
じ
て
は
じ
め
て
確
信
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
当
時
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

体
制
に
よ
る
閉
塞
し
た
イ
タ
リ
ア
の
文
化
状
況
に
あ
っ
て
、
素
朴
で
力
強
い
文
体
を

も
ち
い
て
庶
民
の
生
活
が
語
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
が
、
文
化
的
規
範
や
神
話
的
モ
デ
ル

と
し
て
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
目
に
映
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
和
田
は
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
化
的
規
範
、
神
話
的
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
」
に
ほ

こ
ろ
び
が
見
え
は
じ
め
る
の
が
、
一
九
四
七
年
五
月
に
書
か
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ

イ
ト
『
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ー
イ
』
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、「
ア
メ

リ
カ
文
学
の
発
見
が
終
わ
」
り
、「
イ
タ
リ
ア
人
は
ア
メ
リ
カ
文
学
を
見
出
し
理
解
し

た
の
で
、
も
は
や
新
鮮
さ
や
驚
き
を
感
じ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
し

た
う
え
で
、
さ
ら
に
「
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
し
て
し
ま
っ
た
」
と
書
い
て
い

る㉑

。
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い
っ
た
い
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
心
境
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
対
す
る
答

え
は
、
一
九
四
七
年
八
月
三
日
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
下
の
イ
タ
リ
ア
文
化
と
終
戦
後

の
イ
タ
リ
ア
文
化
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
評
論
「
昨
日
、
今
日
」
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
文
化
的
閉
塞
状
況
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ

文
化
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
た
前
衛
性
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
崩
壊
と
同
時
に
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
「
ア
メ
リ
カ
」
の
発
見
が
終
わ
り
を
む
か
え
た
理

由
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る㉒

。

ま
た
、
先
に
も
取
り
上
げ
た
ラ
ジ
オ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
の
以
下
の
発
言
も
注
目
に

値
す
る
。

…
熱
心
な
翻
訳
期
の
お
わ
り
に
は
、
私
は
ま
さ
に
、
私
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い

文
学
上
の
文
体
や
姿
勢
が
何
で
あ
っ
た
か
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
私
を
よ
そ

よ
そ
し
い
者
と
し
て
と
ど
め
、私
を
冷
淡
に
さ
せ
た
。
異
国
情
緒
に
あ
ふ
れ
た
、

思
い
が
け
な
い
人
に
混
ぜ
入
れ
ら
れ
、
慣
ら
さ
れ
る
と
き
、
つ
い
に
は
よ
り
孤

独
な
、
よ
り
気
難
し
い
、
ピ
エ
モ
ン
テ
の
よ
り
古
い
言
葉
の
意
味
に
お
い
て
、

よ
り
抜
け
目
な
い
自
分
を
再
認
識
し
て
い
た㉓

。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
ア
メ
リ
カ
文
学
の
翻
訳
を
通
じ
て
、
ど
う
や
ら
そ
こ
に
同
化
し
え

な
い
独
自
の
文
体
を
再
認
識
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
直
接
的
に
は

ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
体
験
は
、
こ
う
し

て
培
わ
れ
た
。
ま
た
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
文
学
に
見
出
し
て
い

た
前
衛
性
を
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
崩
壊
と
同
時
に
批
判
的
に
捉
え
な
お
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
一
連
の
経
緯
が
、『
月
と
篝
火
』
で
「
ア
メ
リ
カ
」
が
舞
台
の
ひ
と
つ
に
取
り

あ
げ
ら
れ
た
こ
と
と
何
ら
か
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

な
ら
ば
、
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
」
が
、
具
体
的
に
『
月
と
篝
火
』
で
は
ど
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
る
の
か
。
次
節
で
は
こ
の
点
を
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三
．『
月
と
篝
火
』
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
」（
一
）

『
月
と
篝
火
』
は
、
孤
児
に
生
ま
れ
、
作
中
で
名
を
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
主
人

公
が
、
幼
少
期
を
過
ご
し
た
村
を
去
り
、「
ア
メ
リ
カ
」
へ
と
渡
っ
た
の
ち
に
、
ふ
た

た
び
村
へ
と
戻
り
そ
こ
で
過
去
を
回
想
し
な
が
ら
、「
故
郷
」
を
見
出
す
物
語
で
あ

る
。全

三
二
章
に
お
よ
ぶ
本
作
品
の
な
か
で
、
主
人
公
の
「
ア
メ
リ
カ
」
で
の
体
験
が

回
想
と
い
う
か
た
ち
で
主
体
的
に
描
か
れ
る
の
が
、
第
三
章
、
第
一
一
章
、
第
二
一

章
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
章
で
は
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
」
で
故

郷
に
残
る
親
友
ヌ
ー
ト
の
噂
を
耳
に
し
た
夜
の
出
来
事
が
、
第
一
一
章
で
は
「
ア
メ

リ
カ
」
の
荒
野
で
ひ
と
り
夜
を
明
か
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
の
出
来
事
が
、
第

二
一
章
で
は
「
ア
メ
リ
カ
」
で
出
会
っ
た
女
の
ひ
と
り
ロ
ザ
ン
ヌ
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
、
そ
れ
ぞ
れ
綴
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
第
三
章
を
み
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
主
人
公
が
あ
る
夜
、「
ア
メ
リ
カ
」
で

同
郷
の
者
と
出
会
っ
た
挿
話
が
描
か
れ
て
い
る
。懐
か
し
さ
に
か
ら
れ
た
主
人
公
は
、

同
郷
の
男
に
ビ
ー
ル
を
や
り
、
禁
制
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
注
ぎ
さ
え
し
な
が
ら
会
話
す

る
。
そ
し
て
そ
の
男
と
別
れ
た
の
ち
、「
ア
メ
リ
カ
」
ま
で
来
る
必
要
は
あ
っ
た
の

か
、こ
の
先
ど
こ
へ
向
か
え
ば
良
い
の
か
と
不
安
に
駆
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
先
、

主
人
公
は
「
ア
メ
リ
カ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
想
起
す
る
。

　

あ
の
国
は
広
大
で
、
み
な
の
分
が
あ
っ
た
。
女
が
い
た
。
土
地
が
あ
っ
た
。

金
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
誰
一
人
と
し
て
十
分
に
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
誰
も

が
持
っ
て
い
る
わ
り
に
は
休
ま
ず
に
い
た
。
草
は
ら
も
葡
萄
畑
も
、
ま
る
で
駅

の
花
壇
の
よ
う
に
見
せ
か
け
の
、
あ
る
い
は
荒
れ
放
題
の
乾
き
き
っ
た
土
地
、

鉄
く
ず
の
山
の
よ
う
な
、
あ
た
か
も
公
園
の
よ
う
な
姿
だ
っ
た
。
人
が
あ
き
ら
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め
て
頭
を
置
き
、「
そ
れ
で
も
私
を
知
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
で
も
私
を
生
か
し

て
く
だ
さ
い
」
と
言
え
る
場
所
が
な
い
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
人
を
不
安
に
さ
せ

る
こ
と
だ
っ
た㉔

。

故
郷
で
は
孤
児
で
あ
る
た
め
に
何
者
に
も
な
れ
ず
、
安
心
し
て
根
を
下
ろ
せ
る
場

所
を
見
つ
け
た
い
と
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
「
ア
メ
リ
カ
」
へ
と
向
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
で
す
ら
主
人
公
は
根
を
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
な
る
不
安
に
追

い
込
ま
れ
る
主
人
公
、
ま
た
主
人
公
と
同
様
の
不
安
に
駆
ら
れ
な
が
ら
も
そ
こ
に
生

き
る
人
々
の
姿
、
根
を
お
ろ
せ
な
い
が
ゆ
え
の
不
安
か
ら
生
じ
る
悲
劇
が
、
こ
の
章

で
は
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
類
似
し
た
描
写
は
、
第
二
一
章
に
も
見
て
と
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
半
部

分
に
、
主
人
公
が
故
郷
を
出
て
最
初
に
訪
れ
た
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
、
主
人
公
の
女
中
か

ら
い
つ
し
か
恋
人
に
な
っ
た
テ
レ
ー
ザ
と
の
挿
話
が
綴
ら
れ
、
章
の
半
ば
以
降
に
、

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
飽
き
て
さ
ら
に
遠
く
を
目
指
し
た
主
人
公
が
「
ア
メ
リ
カ
」
へ
と
渡

り
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
女
ロ
ザ
ン
ヌ
と
の
挿
話
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ザ
ン
ヌ
は
、

ど
こ
と
も
知
れ
な
い
小
麦
の
国
か
ら
映
画
雑
誌
あ
て
の
紹
介
状
を
も
っ
て
や
っ
て
き

た
、
金
髪
で
、
背
の
高
い
、
し
ゃ
が
れ
声
の
女
だ
。
彼
女
が
望
む
の
は
た
だ
ひ
と
つ
、

主
人
公
と
と
も
に
海
岸
地
方
に
戻
り
、
そ
こ
で
イ
タ
リ
ア
風
の
店
を
開
く
こ
と
、
そ

し
て
誰
か
が
彼
女
を
見
か
け
て
写
真
に
写
し
、
や
が
て
色
刷
り
の
新
聞
に
載
せ
て
も

ら
う
、
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
掴
む
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
主
人
公
に
は
ふ
た
り

の
あ
い
だ
に
か
り
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
、
結
局
は
別
の
孤
児
が
生
ま
れ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
た
。
あ
る
日
突
然
、
ロ
ザ
ン
ヌ
は
故
郷
へ
帰
る
と
告
げ
、
彼
の
も
と

を
去
る
。
一
度
金
を
送
っ
て
欲
し
い
と
彼
女
か
ら
連
絡
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
は

音
沙
汰
の
な
い
ま
ま
、
ふ
た
り
の
関
係
は
不
毛
の
う
ち
に
終
わ
る
。

他
に
も
、
久
々
に
帰
郷
し
た
村
で
主
人
公
が
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
や㉕

、
主
人
公
が
ヌ
ー
ト
に
、「
ア
メ
リ
カ
で
は
み
な
が
孤
児
だ
っ
た
よ
」
と
語
っ

て
い
る
箇
所㉖

も
注
目
に
値
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
孤
児
で
あ
っ
た
過
去
を
も

つ
主
人
公
に
と
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
」
は
、
憧
れ
を
抱
い
て
そ
こ
に
渡
り
、
そ
の
「
世

界
の
は
て
」、「
最
後
の
岸
」
に
達
し
て
も
な
お
充
分
に
根
を
お
ろ
せ
る
場
所
を
見
つ

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
デ
ラ
シ
ネ
の
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
こ
の
デ
ラ
シ
ネ
（「
根
を
抜
く
」
の
意
）
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
本
作
品
の
第

一
章
、
主
人
公
が
帰
郷
し
た
場
面
で
「
故
郷
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
彼
が
述
べ
る

と
き
に
、
暗
示
的
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

故
郷
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。た
と
え
出
て
行
く
歓
び
の
た
め
に
せ
よ
。

故
郷
と
は
、
一
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
人
々
の
な
か
に
、
草
木
の
な
か

に
、
地
面
の
な
か
に
、
何
か
し
ら
自
分
と
同
じ
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
な

く
て
も
自
分
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
で
き
る
も
の
な
の
だ㉗

。

と
こ
ろ
が
『
月
と
篝
火
』
第
二
六
章
冒
頭
、
村
に
生
き
る
人
々
の
暮
ら
し
や
営
み

が
、
表
面
的
に
は
姿
を
変
え
つ
つ
も
、
今
も
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
新
た
に
主
人
公
が
認
識
す
る
場
面
に
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

…
長
年
に
わ
た
っ
て
経
験
さ
れ
記
憶
に
刻
ま
れ
た
多
く
の
こ
と
が
ら
が
、
こ
う

し
て
一
夜
の
う
ち
に
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
思
う
ほ
う
が
、
よ
り

い
っ
そ
う
辛
か
っ
た
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
方
が
よ
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
す
べ
て
が
枯
れ
草
の
篝
火
の
な
か
に
消
え
去
っ
て
、
人
々
が
や
り

直
す
方
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
だ
っ
た
。
家
や
仕
事
、

場
所
に
飽
き
た
ら
、
変
え
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
そ
こ
で
は
居
酒
屋
や
役
所
、
商

店
が
並
ぶ
村
々
が
、
ま
る
で
墓
場
の
よ
う
に
空
っ
ぽ
な
の
だ㉘

。（
傍
線
は
引
用
者

に
よ
る
）
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こ
こ
に
は
も
は
や
、「
故
郷
」
と
「
ア
メ
リ
カ
」
の
間
に
存
在
す
る
は
ず
の
対
比
は
存

在
し
な
い
。
前
者
も
ま
た
、
何
も
か
も
を
破
壊
し
尽
く
し
た
の
ち
に
初
め
か
ら
や
り

直
す
、破
壊
（
＝
死
）
と
再
生
が
繰
り
返
さ
れ
る
場
所
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
描
写
を
成
立
さ
せ
る
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
が
、
ほ
か
で
も
な
い

「
篝
火
」
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
篝
火
」
と
は
、
主
人
公
が
帰
郷
し
た
村
に
伝
わ

る
古
く
か
ら
の
伝
承
を
指
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
『
月
と
篝
火
』
第
九
章
前
半
、

主
人
公
が
過
去
の
自
分
の
姿
を
重
ね
る
少
年
チ
ン
ト
と
の
会
話
や
第
九
章
中
盤
、
親

友
ヌ
ー
ト
と
の
会
話
の
な
か
に
登
場
す
る
。
聖
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の
夜
、
畑
の
そ
と
で

丘
全
体
が
燃
え
上
が
る
ほ
ど
に
火
が
焚
か
れ
、
焼
け
跡
が
残
さ
れ
た
土
地
に
は
、
か

え
っ
て
水
気
が
多
く
味
の
良
い
収
穫
が
得
ら
れ
る
と
い
う
「
篝
火
」
の
伝
承
、
お
よ

び
、
満
月
の
と
き
に
松
の
木
を
伐
る
と
虫
に
喰
わ
れ
、
樽
は
月
の
若
い
と
き
に
洗
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、接
ぎ
木
は
新
月
の
と
き
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
月
」

の
伝
承
は
、
と
も
に
本
作
品
の
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
世
界
を
見
て
き
た
主
人
公
は
、
久
々
に
戻
っ
て
き
た
村
で
チ
ン
ト
や
ヌ
ー

ト
と
語
ら
い
、
こ
の
伝
承
に
触
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
い
ち
ど
は
そ
れ
を
ひ
ど
い

作
り
話
と
さ
え
捉
え
る
主
人
公
だ
が
、
第
九
章
末
尾
で
は
、
八
月
の
太
陽
に
灼
け
た

土
の
匂
い
の
す
る
葡
萄
畑
を
歩
き
、
丘
を
見
渡
し
な
が
ら
、
こ
の
伝
承
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
想
起
す
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
愚
か
だ
、
と
言
っ
た
。
二
十
年
も
の
間
、
わ
た
し
は
村
を
離
れ
て
い

る
が
、
こ
の
土
地
は
わ
た
し
を
待
っ
て
い
る
。（
中
略
）
月
や
篝
火
の
話
も
、
わ

た
し
は
知
っ
て
い
た
の
だ
。
た
だ
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
は
や

わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
と
い
う
こ
と
に
、
わ
た
し
は
気
づ
い
て
い
た㉙

。

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

こ
の
箇
所
は
、
先
に
引
用
し
た
『
月
と
篝
火
』
第
一
章
冒
頭
で
、「
一
人
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
人
々
の
な
か
、
草
木
の
な
か
、
地
面
の
な
か
に
何
か
し
ら
お
ま
え

と
同
じ
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
な
く
て
も
自
分
を
待
っ
て
い
る㉚

」
と
語
ら
れ
た

「
故
郷
」
が
、は
じ
め
て
主
人
公
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
瞬

間
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

主
人
公
と
チ
ン
ト
や
ヌ
ー
ト
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
な
か
に
登
場

し
、主
人
公
が
自
ら
の
「
故
郷
」
を
認
識
す
る
際
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
「
月
」

と
「
篝
火
」
の
伝
承
。
こ
の
「
篝
火
」
が
焚
か
れ
る
「
故
郷
」
と
、
根
を
下
ろ
す
こ

と
の
で
き
な
い
主
人
公
が
さ
ら
な
る
不
安
に
駆
ら
れ
る
地
、
す
な
わ
ち
デ
ラ
シ
ネ
の

地
「
ア
メ
リ
カ
」
が
、
と
も
に
破
壊
さ
れ
た
後
に
ふ
た
た
び
は
じ
め
か
ら
作
り
変
え

ら
れ
る
、
回
帰
的
な
世
界
観
の
も
と
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
言
い
換
え
る

な
ら
、「
ア
メ
リ
カ
」
の
描
写
の
な
か
に
は
、
デ
ラ
シ
ネ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
は
ま
た
別

の
、
新
た
な
読
み
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

四
．『
月
と
篝
火
』
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
」（
二
）

こ
の
問
い
に
対
す
る
鍵
は
、
右
で
は
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
い

た
第
一
一
章
に
着
目
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
『
月
と
篝
火
』
第
一
一
章
は
全
一
五
段
落
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
数
年
前

│
こ
の
あ
た
り
で
は
す
で
に
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
い
た

│
過
ご
し
た
あ
る
夜
の

こ
と
が
、
線
路
に
そ
っ
て
歩
く
た
び
に
、
わ
た
し
の
心
に
よ
ぎ
る㉛

」
と
い
う
文
章
で

は
じ
ま
る
。「
あ
る
夜
」
と
は
主
人
公
が
車
の
故
障
に
よ
っ
て
、
野
犬
が
吠
え
、
毒
蜥

蜴
や
百
足
が
走
り
回
る
「
ア
メ
リ
カ
」
の
奥
地
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
夜

を
指
し
て
い
る
。

主
人
公
は
荒
涼
と
し
た
平
野
で
独
り
き
り
の
状
態
に
お
か
れ
、
そ
の
場
所
に
残
さ



一
三

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
『
月
と
篝
火
』
論

181

れ
た
唯
一
の
文
明
の
し
る
し
で
あ
る
線
路
を
眺
め
な
が
ら
、
い
ず
れ
通
る
で
あ
ろ
う

汽
車
に
唯
一
の
望
み
を
託
す
。
時
間
だ
け
が
無
為
に
過
ぎ
て
ゆ
き
、
周
囲
を
包
む
暗

闇
や
静
寂
が
い
っ
そ
う
増
す
な
か
、
よ
う
や
く
主
人
公
が
待
ち
こ
が
れ
た
汽
車
は

や
っ
て
来
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
結
局
、
轟
音
を
た
て
、
あ
た
り
を
巻
き
込
み
、
主
人

公
の
頬
を
打
ち
な
が
ら
ま
た
た
く
間
に
走
り
去
っ
て
い
く
の
だ
っ
た
。
ふ
た
た
び
平

野
に
暗
闇
と
静
け
さ
が
戻
っ
た
の
ち
、
主
人
公
は
思
う
、
自
分
の
す
ぐ
そ
ば
で
轟
音

を
立
て
走
り
去
っ
て
い
っ
た
汽
車
と
お
な
じ
よ
う
な
仕
打
ち
を
す
る
の
が
「
ア
メ
リ

カ
」
な
の
だ
、
と
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
」
が
、
主
人
公
の
不
安
を
さ
ら
に
掻
き
立
て
る
デ

ラ
シ
ネ
の
地
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
先
に
検
討
し
た
第
三
章
や
第
二
一
章
と

同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
第
一
一
章
の
最
終
第
一
五
段
落
で
は
、
次
の

よ
う
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
夜
が
更
け
、
犬
の
太
い
遠
吠
え
に
、
わ
た
し
は
ど
き
っ
と
し
て
目
を
覚

ま
し
た
。
ま
る
で
平
原
全
体
が
、戦
場
か
、あ
る
い
は
農
家
の
庭
先
に
で
も
な
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
赤
み
が
か
っ
た
光
が
こ
ぼ
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は

寒
さ
に
か
じ
か
み
、
疲
れ
は
て
た
身
体
で
運
転
台
か
ら
外
へ
出
た
。
低
い
雲
の

合
間
か
ら
、
ナ
イ
フ
の
傷
口
の
よ
う
な
細
い
月
が
姿
を
あ
ら
わ
し
、
平
野
を
血

に
染
め
て
い
た
。
わ
た
し
は
し
ば
ら
く
そ
れ
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
た
。
本
当
の

恐
怖
が
わ
た
し
を
襲
っ
た32

。

そ
れ
ま
で
暗
闇
に
包
ま
れ
て
い
た
平
原
は
、
こ
こ
で
は
突
然
姿
を
現
し
た
ナ
イ
フ

の
傷
口
の
よ
う
な
細
い
月
明
か
り
で
血
に
染
ま
り
、
そ
し
て
こ
の
光
景
こ
そ
が
、
主

人
公
に
本
当
の
恐
怖
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
続
く
文
章
か
ら
章
が
改
ま
っ

た
瞬
間
に
は
、
も
う
描
か
れ
る
こ
と
の
な
い
、「
月
」
が
照
ら
し
だ
す
こ
の
「
あ
る

夜
」
の
出
来
事
は
、
線
路
に
そ
っ
て
歩
く
た
び
に
思
い
出
さ
れ
る
と
本
章
冒
頭
で
語

ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
後
も
主
人
公
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
る
体
験
と
な
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、汽
車
が
走
り
去
っ
て
ず
い
ぶ
ん
経
っ
て
か
ら
突
如
姿
を
現
す
「
月
」

の
光
景
が
な
ぜ
、こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
も
っ
と
素
朴
に
、

主
人
公
は
い
っ
た
い
な
ぜ
「
月
」
を
見
て
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
の
か
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
仮
説
は
、
あ
た
か
も
一
枚
の
絵
の
よ
う
な
鮮
烈
な
印

象
を
読
者
に
与
え
る
こ
の
「
月
」
の
光
景
が
、「
ア
メ
リ
カ
」
に
、
根
を
下
ろ
す
こ
と

の
で
き
な
い
者
が
抱
え
る
不
安
や
デ
ラ
シ
ネ
と
い
う
以
上
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
加
え
て

い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
作
品
に
あ
っ
て
は
、
主
人
公
は
基
本
的
に
親
友
ヌ
ー
ト
や
少
年
チ
ン
ト
、
村
人

と
会
話
を
交
わ
し
、
そ
の
な
か
で
記
憶
を
紡
い
で
ゆ
く
。
あ
る
い
は
主
人
公
が
過
去

を
回
想
す
る
場
面
で
も
、
か
つ
て
主
人
公
を
と
り
ま
い
た
人
々
と
主
人
公
の
会
話
が

想
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
物
語
は
、
主
人
公
と
他
者
と
の
対
話
を
通
し

て
進
行
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
唯
一
、
例
外
的
に
主
人
公
が
孤
独

の
状
態
に
置
か
れ
、
他
者
と
の
会
話
場
面
が
登
場
し
な
い
の
が
、
こ
の
第
一
一
章
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

本
来
相
反
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
「
故
郷
」
と
「
ア
メ
リ
カ
」。
こ
の
ふ

た
つ
が
と
も
に
回
帰
的
な
世
界
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
作
品
を
書
き
終
え
た

日
の
こ
と
を
、パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
一
九
四
九
年
一
一
月
一
七
日
の
日
付
の
あ
る
日
記
に
、

こ
う
書
き
残
し
て
い
る
。

　

一
一
月
九
日
。『
月
と
篝
火
』
を
書
き
上
げ
た
。

　

九
月
一
八
日
か
ら
。
二
ヶ
月
た
ら
ず
だ
。
だ
い
た
い
一
日
に
一
章
。
今
ま
で

で
一
番
の
「
手
柄
」
で
あ
る
。
反
応
が
あ
れ
ば
用
意
は
あ
る
。
お
ま
え
の
時
代

の
歴
史
的
円
環
を
閉
じ
た33

。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
一
一
月
二
六
日
付
の
日
記
で
も
ふ
た
た
び
、
象
徴
的
現
実
を
描
い
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た
も
の
と
し
て
同
作
品
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
が34

、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
九

月
に
執
筆
を
開
始
さ
れ
た
本
作
品
が
ま
だ
執
筆
の
途
上
に
あ
っ
た
一
〇
月
一
六
日
時

点
の
、『
月
と
篝
火
』
と
い
う
文
字
が
は
じ
め
て
読
ま
れ
る
日
記
に
お
け
る
、
次
の
一

節
で
あ
る
。

　

月
と
篝
火
。「
大
山
羊
神
」の
こ
ろ
か
ら
予
感
さ
れ
て
い
た
題
名
だ
。
一
六
年

前
か
ら
。
す
べ
て
を
こ
め
な
け
れ
ば35

。

こ
こ
で
何
よ
り
も
筆
者
が
関
心
を
抱
く
の
は
、「
大
山
羊
神
」
と
題
さ
れ
た
詩
の
こ

と
で
あ
る
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
、象
徴
的
現
実
を
描
い
た
作
品
と
し
て
『
月
と
篝
火
』

を
分
類
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が36

、
次
節
で
は
、「
一
六
年
前
」
と
起
源
を

明
か
し
た
う
え
で
挙
げ
ら
れ
る
こ
の
詩
の
分
析
を
と
お
し
て
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
が

『
月
と
篝
火
』
を
分
類
す
る
際
に
用
い
る
「
象
徴
性
」
の
意
味
に
検
討
を
加
え
る
こ
と

に
す
る
。

五
．「
月
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ

本
節
で
と
り
あ
げ
る
詩
「
大
山
羊
神
」
は
一
九
三
三
年
、
五
月
四
日
か
ら
五
日
に

か
け
て
書
か
れ
た
。
当
時
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
新
た
に
創
設
さ
れ
た
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
出

版
社
に
ア
メ
リ
カ
文
学
翻
訳
者
と
し
て
携
わ
っ
て
い
た
の
は
、
す
で
に
第
二
節
で
確

認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
仕
事
は
翻
訳
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
宗
教
学
、

民
俗
学
、
心
理
学
と
い
っ
た
分
野
の
叢
書
の
編
集
に
も
お
よ
び
、
現
に
彼
に
よ
っ
て

フ
レ
イ
ザ
ー
や
エ
リ
ア
ー
デ
な
ど
の
著
作
の
イ
タ
リ
ア
語
版
の
出
版
が
手
掛
け
ら
れ

た
。
こ
う
し
た
事
実
に
着
目
し
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
世
界
観
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え

た
も
の
が
神
話
の
認
識
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
の
は
、
河
島
英
昭
で
あ
る37

。
自
身
が

眺
め
る
「
丘
」
に
す
で
に
幼
少
期
か
ら
神
秘
性
を
感
じ
て
、
そ
こ
に
独
自
の
神
話
的

世
界
を
見
出
し
て
い
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
で
は
あ
る
が
、こ
の
神
話
的
な
世
界
の
認
識
は
、

そ
の
後
の
南
イ
タ
リ
ア
で
の
流
刑
体
験38

や
、
右
に
記
す
編
集
者
時
代
の
神
話
学
、
民

俗
学
な
ど
の
研
究
を
通
し
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
、
の
ち
に
神
話
を
主
題
と
し
た
対
話

篇
『
異
神
と
の
対
話
』（
原
題I d

ialogh
i con

 L
eu

cò, 1947

）
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

実
際
、こ
の
神
話
の
認
識
が
深
ま
り
ゆ
く
時
期
に
書
か
れ
た
詩
「
大
山
羊
神
」
は
、

野
生
の
雄
山
羊
が
月
の
出
に
雌
山
羊
や
浮
気
娘
の
腹
を
裂
く
と
さ
れ
る
山
間
農
民
の

伝
承
を
題
材
と
し
て
い
る39

。
全
体
は
三
連
、
四
四
行
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
連

で
は
、
夏
に
田
舎
へ
や
っ
て
き
た
少
年
が
眺
め
る
不
思
議
な
田
舎
、
雌
山
羊
と
娘
の

イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
う
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
続
く
第
二
連
で
は
、
夜
の
場
面

に
変
わ
り
、
雄
山
羊
が
登
場
す
る
。
雌
山
羊
を
探
し
ま
わ
る
雄
山
羊
だ
が
、
月
が
突

如
姿
を
あ
ら
わ
す
と
事
態
は
一
変
し
、
雄
山
羊
が
立
ち
上
が
っ
て
雌
山
羊
の
腹
を
裂

く
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
終
の
第
三
連
で
は
場
面
が
朝
に
変
わ
り
、

そ
こ
に
は
農
民
が
働
く
姿
が
描
か
れ
る
。
少
年
の
目
を
と
お
し
て
見
つ
め
ら
れ
る
ひ

と
つ
の
場
所
が
、
夜
に
は
神
話
的
な
光
景
の
繰
り
広
げ
ら
れ
る
場
に
、
そ
し
て
朝
に

は
一
転
、
た
く
ま
し
い
農
民
の
世
界
へ
と
変
化
す
る
の
だ
が
、
本
節
が
こ
の
詩
の
な

か
で
と
く
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
の
描
写
に
神
話
的
要
素
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
、

以
下
に
引
用
す
る
第
二
連
で
あ
る
。

月
が
昇
る
と
、
雌
山
羊
は
す
っ
か
り
お
ち
つ
き
を
失
く
す
が
、

雌
山
羊
を
あ
つ
め
、
家
へ
と
連
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

さ
も
な
い
と
雄
山
羊
が
姿
を
現
す
。
草
地
を
飛
び
跳
ね
な
が
ら

す
べ
て
の
雌
山
羊
の
腹
を
裂
い
て
、
姿
を
消
す
。
娘
ら
は
興
奮
し

夜
、
森
の
中
へ
と
た
っ
た
一
人
で
や
っ
て
来
て
、

雄
山
羊
は
、
草
地
で
雌
山
羊
の
泣
き
声
が
す
る
と
、
見
つ
け
出
そ
う
と
駆
け
回

る
。

だ
が
、
月
が
突
如
姿
を
現
す
と
、
雄
山
羊
は
立
ち
上
が
り
、
雌
山
羊
の
腹
を
裂
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く
。

犬
が
、
月
の
下
で
吠
え
立
て
た
、

雄
山
羊
が
丘
の
頂
で
跳
び
は
ね
て
い
る
の
を
感
じ
、

血
の
に
お
い
を
嗅
ぎ
と
っ
た
か
ら
。

家
畜
が
小
屋
で
身
を
震
わ
せ
る
。

な
か
で
も
い
ち
ば
ん
強
い
犬
が
綱
を
噛
み
切
り
、

そ
の
う
ち
の
一
匹
が
解
き
放
た
れ
て
雄
山
羊
を
追
い
駆
け
る
。

雄
山
羊
は
火
よ
り
も
赤
い
血
を
犬
に
ふ
り
か
け
酔
わ
せ
、

み
な
が
踊
る
、
ま
っ
す
ぐ
に
立
ち
上
が
り
、
月
に
む
か
っ
て
吠
え
な
が
ら40

。

雄
山
羊
が
登
場
し
、
突
如
姿
を
あ
ら
わ
し
た
「
月
」
に
よ
っ
て
雌
山
羊
の
腹
を
裂

き
、
そ
の
「
血
」
を
ふ
り
か
け
、「
犬
」
も
み
な
月
に
向
か
っ
て
吠
え
な
が
ら
踊
り
だ

す
光
景
。
そ
こ
に
施
さ
れ
る
描
写
は
、『
月
と
篝
火
』
第
一
一
章
に
お
け
る
、
ナ
イ
フ

の
傷
口
の
よ
う
な
細
い
「
月
」
が
雲
間
か
ら
姿
を
現
し
、
平
原
を
「
血
」
の
色
に
染

め
て
、
あ
た
り
を
「
犬
」
の
太
い
遠
吠
え
が
包
む
光
景
と
、
酷
似
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
両
作
品
の
間
に
一
六
年
の
歳
月
が
横
た
わ
り
、
そ
れ
が
作

者
自
身
に
よ
っ
て
鮮
明
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、『
月
と
篝
火
』
に
お

け
る
「
ア
メ
リ
カ
」
の
描
写
、
と
り
わ
け
第
一
一
章
中
の
突
如
「
月
」
が
現
れ
る
光

景
は
、
か
つ
て
憧
憬
し
た
神
話
が
い
ま
ま
た
確
信
を
も
っ
て
召
喚
さ
れ
た
も
の
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ア
メ
リ
カ
」
に
お
け
る
「
月
」
の
描
写
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
神
話
的
世
界
を
読
み
と

る
こ
と
で
は
じ
め
て
、一
見
す
る
だ
け
で
は
相
反
す
る
場
所
と
考
え
ら
れ
る
「
故
郷
」

と
「
ア
メ
リ
カ
」
が
、実
は
と
も
に
破
壊
（
＝
死
）
と
再
生
が
繰
り
返
さ
れ
る
回
帰
的

な
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
視
点
へ
と
た
ど
り
つ
く
。
と
同
時
に
こ
の

視
点
は
、「
月
」
ば
か
り
で
な
く
「
篝
火
」
に
対
し
て
も
同
様
の
検
討
を
お
こ
な
う
こ

と
を
わ
れ
わ
れ
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
次
節
で
は
、
後
者
が
担
う
神
話
的

意
味
作
用
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

六
．「
篝
火
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ

『
月
と
篝
火
』
第
二
六
章
後
半
か
ら
第
二
七
章
に
か
け
て
描
か
れ
る
、ガ
ミ
ネ
ッ
ラ

の
丘
の
小
屋
に
起
こ
っ
た
火
事
の
場
面
に
着
目
し
よ
う
。
か
つ
て
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
リ

ア
の
孤
児
院
か
ら
引
き
取
ら
れ
た
主
人
公
が
、
パ
ド
リ
ー
ノ
や
ヴ
ィ
ル
ジ
リ
ア
ら
と

と
も
に
幼
少
期
を
過
ご
し
た
こ
の
小
屋
に
は
今
、
主
人
公
が
か
つ
て
の
自
分
の
姿
を

重
ね
る
、
チ
ン
ト
と
い
う
名
の
少
年
が
、
父
の
ヴ
ァ
リ
ー
ノ
ら
と
と
も
に
暮
ら
し
て

い
る
。
こ
の
小
屋
が
、
あ
る
夜
、
火
事
に
見
舞
わ
れ
、
チ
ン
ト
少
年
が
取
り
乱
し
た

様
子
で
主
人
公
と
ヌ
ー
ト
の
も
と
に
駆
け
つ
け
る
。
こ
こ
ま
で
の
状
況
が
第
二
六
章

後
半
部
分
で
描
か
れ
て
お
り
、
続
く
第
二
七
章
で
は
、
主
人
公
が
チ
ン
ト
少
年
か
ら

耳
に
し
た
火
事
の
詳
細
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
綴
ら
れ
る
。

　

今
や
小
屋
ぜ
ん
た
い
が
燃
え
あ
が
り
、
チ
ン
ト
は
草
は
ら
に
降
り
て
行
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
真
昼
の
よ
う
な
明
る
さ
の
中
で
は
父
親
に
見
つ
か
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
犬
は
す
っ
か
り
狂
い
、
吠
え
た
て
て
針
金
を
引
き
ち
ぎ
っ
て

い
た
。
兎
が
逃
げ
た
。
雄
牛
は
小
屋
と
い
っ
し
ょ
に
焼
け
死
ん
だ
。

　

ヴ
ァ
リ
ー
ノ
は
葡
萄
畑
に
走
り
、手
に
ベ
ル
ト
を
持
っ
て
チ
ン
ト
を
捜
し
た
。

チ
ン
ト
は
ナ
イ
フ
を
握
り
し
め
た
ま
ま
、
土
手
に
逃
げ
た
。
そ
こ
に
じ
っ
と
隠

れ
て
、
木
の
葉
に
照
り
返
す
火
を
見
上
げ
て
い
た
。

　

そ
こ
か
ら
で
も
、
窯
の
そ
ば
の
よ
う
に
、
炎
の
燃
え
さ
か
る
音
が
聞
こ
え
た
。

犬
は
吠
え
つ
づ
け
た
。
土
手
に
い
て
も
、
真
昼
の
よ
う
に
明
る
か
っ
た
。
犬
の

声
も
他
の
音
も
一
切
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
瞬
間
、
チ
ン
ト
は
目
が

覚
め
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
土
手
で
何
を
し
て
い
た
の
か
も
思
い
出
せ
な
か
っ

た
。
そ
う
し
て
開
い
た
ナ
イ
フ
を
握
り
し
め
て
ゆ
っ
く
り
と
、
火
の
唸
る
音
と
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燃
え
さ
か
る
様
子
を
見
つ
め
な
が
ら
、
ク
ル
ミ
の
木
が
あ
る
方
へ
登
っ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
ク
ル
ミ
の
枝
の
下
で
、
父
親
の
足
が
ぶ
ら
下
が
り
、
梯
子
が
地
面

に
倒
れ
て
い
る
の
を
、
炎
が
照
り
返
す
光
の
な
か
で
見
た
の
だ
っ
た41

。

チ
ン
ト
少
年
に
よ
れ
ば
、父
ヴ
ァ
リ
ー
ノ
は
貧
し
さ
か
ら
く
る
怒
り
ゆ
え
に
、い
っ

し
ょ
に
暮
ら
し
て
い
た
女
ロ
ジ
ー
ナ
を
ベ
ル
ト
で
執
拗
に
打
っ
て
殴
り
殺
し
、
ラ
ン

プ
を
窓
に
た
た
き
つ
け
て
家
に
火
を
放
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
暗
闇
の
な
か
で
小
屋

が
勢
い
よ
く
燃
え
さ
か
る
光
景
の
細
部
と
し
て
の
、
吠
え
た
て
る
「
犬
」
や
少
年
の

握
り
し
め
る
「
ナ
イ
フ
」（
か
つ
て
主
人
公
が
買
い
与
え
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
）、

こ
こ
に
、「
ア
メ
リ
カ
」
を
舞
台
と
す
る
第
一
一
章
中
で
の
類
似
し
た
要
素
を
思
い
起

こ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。

す
な
わ
ち
、
暗
闇
に
包
ま
れ
る
な
か
で
丘
全
体
が
赤
々
と
火
に
燃
え
る
光
景
と
、

荒
野
が
月
あ
か
り
で
血
の
色
に
染
ま
る
光
景
は
、
ま
ず
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
類
似
し

て
い
る
。
だ
が
さ
ら
に
、
遠
く
で
「
犬
」
が
吠
え
た
て
る
な
か
、「
ナ
イ
フ
」
の
傷
口

の
よ
う
な
「
月
」
が
突
如
と
し
て
姿
を
現
す
、
と
な
る
と
、
そ
れ
は
単
に
イ
メ
ー
ジ

の
次
元
で
の
類
似
に
留
ま
ら
ず
、
こ
と
ば
の
次
元
で
、
よ
り
強
固
に
、
か
つ
巧
み
な

関
連
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
月
と
篝
火
』
第
二
七
章
に
お
け
る
火
事
は
、「
篝
火
」
の
伝
承
の
現
実
世
界
に
お

け
る
破
壊
（
＝
死
）
と
再
生
と
し
て
理
解
さ
れ
る42

。
ま
た
、パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
こ
の
作
品

に
託
し
た
神
話
性
は
、
故
郷
の
村
に
伝
わ
る
「
月
」
の
伝
承
と
「
篝
火
」
の
伝
承
、

こ
の
両
者
が
連
動
す
る
か
た
ち
で
作
中
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

よ
り
十
全
に
捉
え
う
る
と
い
う
点43

、
こ
れ
に
つ
い
て
は
お
お
い
に
強
調
す
る
に
値
す

る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

結

『
月
と
篝
火
』
の
終
盤
に
登
場
す
る
少
年
チ
ン
ト
は
、
作
中
、
最
後
ま
で
名
を
明
か

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
孤
児
と
し
て
生
ま
れ
た
主
人
公
が
、
幼
い
頃
の
自
身
の
姿
を

重
ね
て
眺
め
る
存
在
と
い
う
設
定
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
こ
の
物

語
の
基
盤
と
な
る
「
月
」
と
「
篝
火
」
の
伝
承
が
現
実
に
息
づ
く
場
面
と
し
て
、
一

方
を
「
ア
メ
リ
カ
」
へ
と
渡
っ
た
主
人
公
、
つ
ま
り
は
大
人
に
な
っ
た
主
人
公
が
目

の
当
た
り
に
す
る
光
景
の
な
か
に
、
ま
た
、
他
方
を
少
年
チ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
幼
少

期
の
主
人
公
が
目
の
当
た
り
に
す
る
光
景
の
な
か
に
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
過
去

も
現
在
も
分
か
ち
が
た
く
展
開
さ
れ
る
神
話
的
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。

ま
た
、
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
ず
、
世
界
中
で
、
神
話
的
な
世
界
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
事
態
の
発
見
は
、
あ
る
場
所
か
ら
世
界
へ
と
飛
び
出
し
、
と
き
を

経
て
再
び
も
と
の
場
所
へ
戻
る
「
帰
郷
」
と
い
う
設
定
を
と
お
し
て
、
い
っ
そ
う
切

実
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
作
中
で
「
私
に
と
っ
て
過
ぎ
去
っ

た
の
は
季
節
で
あ
り
、
歳
月
で
は
な
か
っ
た44

」
と
語
ら
れ
る
主
人
公
の
こ
の
こ
と
ば

を
も
っ
て
こ
そ
、「
帰
郷
」
と
い
う
設
定
を
よ
り
自
覚
的
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
用
い
て
い

た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、本
作
品
で
は
主
人
公
が
帰
郷
以
前
に
身
を
お
い
た
場
所
、そ
れ
が
「
ア

メ
リ
カ
」
だ
っ
た
。
身
を
お
い
て
も
、
け
っ
し
て
根
を
下
ろ
す
こ
と
の
出
来
な
い
、

デ
ラ
シ
ネ
の
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
そ
の
場
所
は
、
単
に
「
故
郷
」
と
対
比
的
な
場
所

と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。
現
に
、「
す
べ
て
が
枯
れ
草
の
篝
火
の
な
か
に
消
え

去
っ
て
、
人
々
が
や
り
直
す
ほ
う
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う

だ
っ
た
…
」
と
、『
月
と
篝
火
』
の
主
人
公
は
語
っ
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
」
と
「
故

郷
」
を
類
似
し
た
性
質
の
も
の
と
し
て
語
る
、
こ
の
場
面
を
支
え
て
い
る
の
は
、

“ricom
in

ciare ”
＝
「
や
り
直
す
」「
ふ
た
た
び
は
じ
め
る
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
に

も
明
ら
か
な
と
お
り
、
回
帰
的
な
時
間
の
流
れ
で
あ
る
。
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実
際
、「
月
」
は
一
定
の
周
期
に
し
た
が
っ
て
人
々
の
前
に
姿
を
現
す
も
の
で
あ

る
。
他
方
、「
篝
火
」
の
伝
承
も
ま
た
、
麦
を
刈
っ
た
あ
と
に
畑
の
周
り
で
火
を
焚
く

と
、
土
が
よ
く
な
り
、
水
気
が
多
く
味
の
よ
い
収
穫
が
得
ら
れ
る
と
い
う
、
農
村
の

時
間
の
流
れ
、
季
節
の
め
ぐ
り
を
軸
に
展
開
さ
れ
る
。

こ
の
回
帰
的
な
時
間
の
流
れ
は
一
方
で
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
の
文
学
へ
の
姿
勢
そ

の
も
の
を
支
え
て
も
い
る
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
文
学
者
に
な
る
こ
と
を
志
し
て
以
来
、

ア
メ
リ
カ
文
学
翻
訳
や
流
刑
体
験
な
ど
を
経
な
が
ら
、
数
々
の
詩
や
短
編
、
長
編
作

品
の
執
筆
に
一
五
年
余
り
を
費
や
し
た
。
そ
の
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
ふ
た
た
び
文
学
者
に

な
る
こ
と
を
志
し
た
当
初
の
詩
「
南
の
海
」
に
展
開
し
た
「
帰
郷
」
と
い
う
設
定
、

お
よ
び
詩
「
大
山
羊
神
」
に
描
き
出
し
た
、
農
村
に
広
が
る
伝
承
を
軸
と
し
た
神
話

的
世
界
と
い
う
主
題
に
立
ち
返
っ
て
描
い
た
作
品
が
、『
月
と
篝
火
』
で
あ
る
。
こ
の

作
品
が
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
と
っ
て
最
高
の
手
柄
と
な
り
、
そ
の
後
の
自
殺
と
い
う
結
末

に
よ
っ
て
、
最
後
の
長
編
作
品
と
な
っ
た
。
た
し
か
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ

の
円
環
が
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

注①　
日
本
に
お
け
る
二
〇
〇
三
年
ま
で
の
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
研
究
お
よ
び
翻
訳
書
の
概
要
を

示
し
た
も
の
と
し
て
、以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。Yosh

io K
yoto, ‘L

a fam
a di C

esare 

P
avese in

 G
iappon

e’, U
n

 V
iaggio M

itico, a cu
ra di A

n
ton

io C
atalfam

o, 

S
an

to S
tefan

o B
elbo, I qu

adern
i del C

E
. P

A
. M

., 2006.
 

　

ま
た
、
二
〇
〇
八
年
九
月
よ
り
、
河
島
英
昭
訳
『
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
文
学
集
成
』
が
岩
波

書
店
か
ら
新
た
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

②　
『
月
と
篝
火
』
に
つ
い
て
は
す
で
に
河
島
英
昭
お
よ
び
米
川
良
夫
の
両
氏
に
よ
る
邦

訳
書
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
原
文
を
も
と
に
引
用
者
が
新
た
に
訳
出
を
試
み
た
。

な
お
、
本
稿
で
は
『
月
と
篝
火
』
の
他
に
も
日
記
や
評
論
、
詩
、「
女
と
も
だ
ち
」
を

引
用
し
た
が
、
そ
れ
ら
も
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
訳
出
で
あ
る
。

③　

主
人
公
の
名
前
に
つ
い
て
は
作
中
で
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
か
つ
て

モ
ー
ラ
の
館
で
働
き
始
め
た
頃
に
、
周
囲
の
人
々
か
ら
ウ
ナ
ギ
（‘an

gu
illa’

）
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ナ
ギ
は
そ
も
そ
も
、古
く
か
ら
人
々
に
生
命

力
や
豊
穣
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
と
も
に
、今
な
お
そ
の
発
生
の
起
源
を

た
ど
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
と
、主
人
公
に
つ
け
ら
れ
た
あ
だ
名

と
の
あ
い
だ
に
は
、
相
関
性
が
見
て
と
れ
る
。

④　

C
esa

re P
a

v
ese, Il m

estiere d
i v

iv
ere, a

 cu
ra

 d
i M

a
rzia

n
o 

G
u

glielm
in

etti e L
au

ra N
ay, T

orin
o, E

in
au

di, 2006, p. 375.  

⑤　

L
a lu

n
a e i falò

に
つ
い
て
は
、
米
川
良
夫
お
よ
び
河
島
英
昭
の
二
人
の
邦
訳
者

が
お
り
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
、
改
訳
出
版
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
厳
密
な
意
味
で
は
翻

訳
書
は
四
種
存
在
す
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
新
し
い
訳
書
を
指
し

て
、
二
種
と
し
た
。

⑥　

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ（
米
川
良
夫
訳
）『
月
と
か
が
り
火
』白
水
社
、一
九
九
二

年
、
二
七
八
頁
。

⑦　

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
都
市
ト
リ
ー
ノ
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ボ
ッ
ビ

オ
（
中
村
勝
己
訳
）『
光
は
ト
リ
ノ
よ
り

│
イ
タ
リ
ア
現
代
精
神
史
』
青
土
社
、

二
〇
〇
三
年
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
六
歳
の
頃
、
父
の
病
死
を

機
に
サ
ン
ト
・
ス
テ
ー
フ
ァ
ノ
・
ベ
ル
ボ
と
呼
ば
れ
る
農
村
か
ら
ト
リ
ー
ノ
へ
と
移
り

住
ん
だ
。こ
の
引
っ
越
し
が
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
と
っ
て
い
か
な
る
影
を
落
と
し
た
か
を
考

察
し
た
論
文
と
し
て
、
伊
藤
公
雄
「〈
男
ら
し
さ
〉
の
重
荷

│
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ

ウ
ェ
ー
ゼ
の
生
と
死
」（『「
男
ら
し
さ
」
の
ゆ
く
え

│
男
性
文
化
の
文
化
社
会
学
』

新
曜
社
、
一
九
三
三
年
所
収
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑧　

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
作
品
の
な
か
で
南
イ
タ
リ
ア
を
舞
台
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

D
on

n
e appassion

ate, P
atern

ità, L
o steddazzu

（
い
ず
れ
も
詩
集L

avorare 

stan
ca

所
収
）, 

短
編T

erra d
'esilio, 

長
編Il carcere

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑨　

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
『
月
と
篝
火
』
に
描
く
「
ア
メ
リ
カ
」
を
不
毛
の
表
象
と
し
て
捉
え

た
も
の
と
し
て
、P

ater. M
, N

orton
, ‘C

esare P
avese an

d th
e A

m
erican

 

N
igh

tm
are’, T

h
e Joh

n
s H

opkin
s U

n
iversity P

ress, 1962

が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑩　
C

esare P
avese, L

a lettera
tu

ra A
m

erica
n

a e a
ltri sa

ggi, T
orin

o, 

E
in

au
di, 1971, pp. 285-290.

⑪　

P
avese, Il m

estiere d
i vivere, op. cit., p. 17.

⑫　

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
（
米
川
良
夫
訳
）『
月
と
か
が
り
火
』
前
掲
書
、二
七
三

頁
。
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⑬　
「
女
と
も
だ
ち
」
は
一
九
四
九
年
三
月
一
七
日
か
ら
五
月
二
六
日
に
、『
月
と
篝
火
』

に
つ
い
て
は
一
九
四
九
年
九
月
一
八
日
か
ら
一
一
月
九
日
に
か
け
て
、そ
れ
ぞ
れ
執
筆

さ
れ
た
。

⑭　

T
u

tti i rom
an

zi d
i C

esare P
avese, a cu

ra di M
arzian

o G
u

glielm
in

etti, 

T
orin

o, E
in

au
di, 2000, pp. 690-691.

⑮　

Ibid
., pp. 710-711.

⑯　

Ibid
., p. 871.

⑰　

Ibid
., p. 856.

⑱　

Ibid
., p. 870.

⑲　

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
翻
訳
、
発
表
し
た
英
米
文
学
作
品
に
は
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル

『
白
鯨
』、
同
『
ベ
ニ
ー
ト
・
セ
レ
ー
ノ
』、
ジ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
『
二
十
日
鼠

と
人
間
』、
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
暗
い
笑
い
』、
ジ
ョ
ン
・
ド
ス
・
パ
ソ

ス
『
北
緯
四
十
二
度
線
』、
同
『
財
閥
』、
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
『
ア
リ
ス
・
ト

ラ
ス
ク
の
自
伝
』、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
一
代
記
』、
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
『
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑳　

和
田
忠
彦
「
イ
タ
リ
ア
の
中
の
ア
メ
リ
カ

│
も
う
ひ
と
つ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
ス

ム
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
論
』
京
都
造
形
芸
術
大
学
、
一
九
九
〇
年
、
一
六
五
頁
。

㉑　

P
avese, L

a letteratu
ra A

m
erican

a e altri saggi, op. cit., pp. 183-186.

㉒　

Ibid
., pp. 187-193.

㉓　

注
⑧
と
同
。

㉔　

T
u

tti i rom
an

zi d
i C

esare P
avese, op. cit., p. 791.

㉕　

Ibid
., p. 784.

㉖　

Ibid
., p. 786.

㉗　

Ibid
., p. 784.

㉘　

Ibid
., p. 870.

㉙　

Ibid
., p. 813.

こ
こ
に
訳
出
し
た
引
用
箇
所
の
後
半
部
分
の
原
文
は
、”A

n
ch

e la storia della lu
n

a 

e dei falò la sapevo. S
oltan

to, m
’ero accorto, ch

e n
on

 sapevo più
 di 

saperla.”

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
主
人
公
と
「
故
郷
」
の
伝
承
と
の
関
連

性
を
述
べ
た
文
章
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
最
後
の
一
文
を
、
米
川
良

夫
は
、「
た
だ
、（
月
と
篝
火
の
伝
承
を
）
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
の
だ

│
と
い
う
こ
と
に
、
わ
た
し
は
気
づ
い
た
」（
米
川
訳
、
一
九
九
二
年
。
括

弧
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
訳
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
はsapevo

とsaperla

の
時
制
の
捉
え
方
、
ま
た
、「
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
違
和
感
を
覚
え
る
。

一
方
、
河
島
英
昭
は
最
後
の
一
文
を
、「
た
だ
、
ぼ
く
は
気
づ
い
て
い
た
、
も
は
や
そ

れ
（
＝
月
と
篝
火
の
伝
承
）
を
知
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
」（
河
島
訳
、

二
〇
〇
八
年
。
括
弧
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
訳
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、「
も
は
や

知
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」
と
完
全
否
定
と
し
て
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、疑
問
を
拭

え
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、「
た
だ
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
は
や
わ

か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
と
い
う
こ
と
に
、わ
た
し
は
気
づ
い
て
い
た
」
と
訳
出
し

た
。

㉚　

Ibid
., p. 784.

㉛　

Ibid
., p. 817.

32　

Ibid
., p. 820.　

河
島
英
昭
は
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
（
河
島
英
昭
訳
）『
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
文
学
集
成
（
三
）』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
三
三
九
頁
に
て
、
こ
の
箇

所
を
『
月
と
か
が
り
火
』
の
な
か
で
「
も
っ
と
も
印
象
的
で
あ
り
な
が
ら
、理
解
し
に

く
い
場
面
の
ひ
と
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
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P
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i vivere, op. cit., p. 375.

34　

P
avese, Il m
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パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
流
刑
囚
と
し
て
は
じ
め
て
訪
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
南
イ
タ
リ
ア
の

風
土
、
人
々
の
営
み
の
な
か
に
ギ
リ
シ
ャ
的
な
世
界
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
、
流
刑

地
か
ら
宛
て
ら
れ
た
書
簡
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と
え
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三
五
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に
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。
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42　

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
は
、「
火
事
」
と
祭
り
の
夜
に
丘
で
焚
か
れ
る
「
篝
火
」
を
同
一
の

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
作
品
が
、
他
に
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
短
編
「
海
」（
原

題Il m
are

、
一
九
四
二
年
、F

eria d
’A

gosto

所
収
）
で
は
、
主
人
公
と
そ
の
友
人

ゴ
ス
ト
が
、
火
事
の
現
場
を
目
に
し
、「
篝
火
だ
！ 

篝
火
だ
！
」
と
興
奮
す
る
場
面
が

あ
る
。

 

　

ま
た
、『
月
と
篝
火
』
の
な
か
で
「
篝
火
」
の
も
つ
破
壊
力
が
も
っ
と
も
象
徴
的
に

示
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て
、
物
語
の
最
終
局
面
、
第
三
二
章
に
お
け
る
サ
ン
テ
ィ
ー

ナ
の
死
の
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。主
人
公
が
か
つ
て
憧
れ
の
目
差
し
で
見
つ
め

て
い
た
モ
ー
ラ
の
館
の
三
女
サ
ン
テ
ィ
ー
ナ
は
、
戦
争
の
さ
な
か
、
二
重
ス
パ
イ
を
働

き
な
が
ら
多
く
の
男
性
の
目
を
惑
わ
し
た
。死
ん
で
も
な
お
男
を
魅
了
す
る
可
能
性
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、美
し
い
サ
ン
テ
ィ
ー
ナ
は
そ
の
死
体
を
ま
る
で
篝
火
を
焚
く
よ
う

に
し
て
焼
き
尽
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
、「
去
年
ま
で
、

篝
火
を
焚
い
た
よ
う
な
跡
が
残
っ
て
い
た
」
と
、ヌ
ー
ト
の
口
か
ら
主
人
公
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

43　

本
作
品
の
題
材
と
な
っ
た
「
月
」
と
「
篝
火
」
の
伝
承
は
、「
月
」
の
現
れ
が
不
毛

へ
導
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
の
「
篝
火
」
は
豊
穣
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
作
中
、
突
如
不
気
味
な
「
月
」
が
姿
を
現
す
光
景
が
「
ア
メ
リ
カ
」
に
、

他
方
の
「
篝
火
」（
＝
火
事
）
の
場
面
が
「
故
郷
」
に
、
展
開
さ
れ
て
い
る
点
と
無
関

係
と
は
言
え
ま
い
。
と
も
に
破
壊
（
＝
死
）
と
再
生
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
互
い
に
異

な
る
方
向
性
へ
と
向
か
う
両
伝
承
が
、
現
実
的
な
光
景
と
し
て
作
中
に
描
か
れ
る
際

に
、
同
じ
モ
テ
ィ
ー
フ
を
用
い
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
点
、
こ
こ
に
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の

思
い
描
く
神
話
的
世
界
を
、
よ
り
明
白
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
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zi d
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esare P
avese, op. cit., 2000, p. 814.
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