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第
一
次
世
界
大
戦
下
の
知
識
人

――
ア
ラ
ン
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

久

保

昭

博

ア
ラ
ン
と
ロ
ラ
ン
――
平
行
す
る
生
の
軌
跡

ア
ラ
ン
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
。
わ
ず
か
に
二
歳
違
い
の
同
時
代
人
で
あ

１り
、
と
も
に
二
〇
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
奇
妙
な
こ
と
に
こ
の
ふ
た
り
の
生
の
軌
跡
が
交
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
と
え
ば
近
年
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
ベ
ル

ナ
ー
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
の
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
は
四
〇
〇
頁
を
越
え
る
浩
瀚
な
著
作
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
ア
ラ
ン
の
名
が
言

及
さ
れ
る
の
は
、
わ
ず
か
に
二
度
だ
け
で
あ
る
。
ア
ラ
ン
と
ロ
ラ
ン
は
出
会
う
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
む

し
ろ
、
多
く
の
点
に
お
い
て
対
照
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
す
ら
与
え
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
特
徴
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
て

み
よ
う
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
生
ま
れ
の
大

２男
と
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
生
ま
れ
の
病
弱
で
繊
細
な
男
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
や
シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ
ェ
イ
ユ
を
育
て
た
リ
セ
の
良
き
教
師
と
、
生
活
の
た
め
に
仕
方
な
く
芸
術
史
を
講
じ
た
大
学
教
師
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
的
な
モ
ラ
リ
ス

ト
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
哲
学
者
と
、
音
楽
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
音
楽
に
情
熱
を
注
ぎ
、
そ
の
後
は
文
学
に
身
を
捧
げ
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家

…
…
。

だ
が
こ
の
よ
う
に
対
照
的
な
彼
ら
の
思
想
と
行
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
に
お
い
て
も
、
ま
た
世
界
史
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
要
な

一
時
期
に
一
致
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
一
四
年
夏
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
と
き
、
両
者
が
と
も
に
と
っ
た
反
戦
と
平
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和
の
立
場
が
そ
れ
だ
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
開
戦
当
時
に
は
多
く
の
知
識
人
が
戦
争
の
熱
狂
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
彼
ら
が

示
し
た
態
度
の
一
致
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
反
戦
平
和
を
い
か
に
実
践
す
る
か
、
そ
の
た
め
に
二
人
が
採
っ
た
方
法
を

比
べ
て
み
る
と
、
両
者
の
対
照
性
は
ふ
た
た
び
際
立
っ
て
く
る
。
ロ
ラ
ン
は
開
戦
ま
も
な
い
時
期
か
ら
仏
独
間
の
和
解
の
思
想
を
新
聞
な

ど
で
訴
え
続
け
、
そ
れ
ら
の
記
事
を
ま
と
め
た
『
戦
い
を
超
え
て
』（
一
九
一
五
年
）
に
よ
っ
て
、
い
ち
や
く
戦
時
に
お
け
る
平
和
運
動
の

象
徴
と
な
っ
た
。
他
方
の
ア
ラ
ン
は
、
反
戦
の
意
志
を
も
ち
な
が
ら
も
あ
え
て
志
願
し
て
戦
場
に
赴
き
、
戦
時
中
に
は
戦
争
に
つ
い
て
発

言
す
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
。
彼
が
戦
争
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
で
あ
る
『
マ
ル
ス
あ
る
い
は
裁
か
れ
た
戦
争
』
――

パ

ン

フ

レ

彼
自
身
が
戦
争
に
つ
い
て
の
「
攻
撃
文
書
」
と
位
置
づ
け
る
も
の
――
を
公
に
す
る
の
は
、
一
九
二
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
ラ
ン
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
。
こ
の
二
人
の
知
識
人
が
戦
争
に
対
し
て
投
げ
か
け
て
い
た
眼
差
し
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
は
ま
ず
開
戦
当
時
の
知
識
人
の
反
応
を
素
描
し
、
そ
の
う
え
で
、
同
じ
く
反
戦
平
和
と
い
う
立
場
を
と
り
な
が
ら
異
な

る
仕
方
で
戦
争
に
向
き
合
っ
た
二
人
の
歩
み
と
思
想
を
比
較
し
て
み
た
い
。

精
神
の
動
員
――
知
識
人
た
ち
の
熱
狂

思
想
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
よ
り
ひ
ろ
く
、
文
学
や
芸
術
も
ふ
く
む
文
化
の
問
題
と
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
考
え
る
際
に
、

も
っ
と
も
重
要
と
な
る
の
が
「
総
力
戦
」
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
数
多
く
の
犠
牲
者
を
生
み
出
し
た
巨
大
な
規
模
の
戦
争
が
、
四
年
間
と

い
う
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
背
景
に
は
、
人
的
動
員
、
そ
し
て
産
業
や
経
済
な
ど
物
質
面
に
お
け
る
動
員
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

戦
闘
行
為
に
は
直
接
従
事
し
な
い
人
々
も
含
め
、
国
民
全
体
の
「
精
神
」
ま
で
も
が
動
員
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
の
精
神
的
動

員
に
深
く
関
与
し
た
の
が
作
家
や
芸
術
家
た
ち
で
あ
る
。
事
実
、
開
戦
当
初
に
は
、
戦
争
の
熱
狂
を
あ
お
る
知
識
人
の
姿
が
数
多
く
見
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス
。
当
時
、
愛
国
主
義
を
代
表
す
る
作
家
と
な
っ
て
い
た
彼
は
、
自
ら
の
筆
に
よ
っ
て
国
民
の
士
気

を
鼓
舞
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
大
量
の
時
評
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
の
精
髄
は
、
蝮
の
枕
を
下
に
し
て
眠
っ
て
お
り
、
内
戦
と
い
う
忌
む
べ
き
絡
み
合
い
の
う
ち
に
窒
息
す
る
か
に
思
わ
れ
た
。

だ
が
警
鐘
が
鳴
り
、
眠
れ
る
人
は
愛
の
飛
躍
の
中
に
目
覚
め
た
の
だ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
社
会
主

義
者
、
伝
統
主
義
者
は
直
ち
に
自
分
ら
の
不
満
を
打
ち
捨
て
た
。
憎
し
み
の
刃
は
魔
法
の
ご
と
く
消
え
去
っ
た
。
蒼
白
の
空
の
下
、

無
数
の
論
争
は
沈
黙
す
る
。
各
人
は
言
う
。「
祖
国
の
安
泰
の
た
め
に
働
く
人
々
の
邪
魔
は
、
た
と
え
う
ち
に
秘
め
た
考
え
で
あ
っ

て
も
、
何
一
つ
す
ま
い
」

３と
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
後
遺
症
な
ど
に
よ
り
、
政
治
的
闘
争
が
絶
え
な
い
不
安

定
な
状
態
に
あ
っ
た
（
七
月
三
一
日
に
は
社
会
主
義
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
反
戦
運
動
を
率
い
て
い
た
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス
が
、
右
翼
活
動
家
に
よ
っ
て

暗
殺
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
）。
し
か
し
な
が
ら
バ
レ
ス
は
、「
敵
」
が
国
の
外
部
に
現
れ
た
瞬
間
に
、
こ
う
し
た
「
内
戦
」
状
態
が
消

滅
し
た
と
言
う
。
対
外
戦
争
の
た
め
に
挙
国
一
致
体
制
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
の
必
要
性
を
、
愛
国
主
義
的
な
感
情
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
語
っ
た
こ
の
作
家
の
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
が
フ
ラ
ン
ス
に
宣
戦
布
告
を
行
っ
た
翌
日
の
八
月
四
日
に
、
大
統
領
レ
ー
モ
ン
・
ポ
ワ
ン
カ
レ

ユ
ニ
オ
ン
・
サ
ク
レ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
議
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
演
説
に
含
ま
れ
て
い
た
「
神
聖
同
盟
」
の
精
神
と
完
全
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

バ
レ
ス
の
言
葉
は
単
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
は
な
く
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
実
情
を
か
な
り
の
程
度
正
確
に
言
い
表
す
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
彼
の
よ
う
に
自
他
共
に
認
め
る
愛
国
主
義
者
で
な
く
と
も
、
知
識
人
や
芸
術
家
の
多
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

携
わ
る
活
動
を
す
す
ん
で
戦
争
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
戦
争
に
協
力
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
レ
ミ
ー
・
ド
・
グ
ー
ル
モ

ン
は
、
自
ら
が
中
心
人
物
の
ひ
と
り
と
な
っ
て
率
い
て
い
た
『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』
誌
が
戦
争
勃
発
か
ら
数
ヶ
月
ぶ
り
に

復
刊
し
た
際
に
、
次
の
よ
う
に
書
く
こ
と
に
な
る
。

『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
』
は
、
戦
争
を
準
備
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
精
神
の
無
私
無
欲
な
作
品
に
よ
り
注
意
を
払
っ
て
い
た
雑
誌
で
あ
っ
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た
。
こ
の
雑
誌
は
戦
闘
的
に
な
っ
て
目
覚
め
た
。
だ
が
そ
こ
に
意
図
的
な
選
択
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
が
戦
闘
的
な
の
は
フ
ラ
ン

ス
全
体
が
戦
闘
的
で
あ
り
雑
誌
も
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
で
あ
る
か
ら
だ
。
今
日
、
そ
の
他
の
感
情
が
存
在
す
る
余
地
は
は
っ
き
り
言
っ

て
な
い
〔
…

４…
〕。

グ
ー
ル
モ
ン
と
い
え
ば
、
か
つ
て
は
他
で
も
な
い
こ
の
『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』
誌
に
愛
国
主
義
を
揶
揄
す
る
記
事
を
発

表
し
、
物
議
を
醸
し
た
こ
と
も
あ
る
作
家
だ
。
そ
の
よ
う
な
人
物
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
戦
闘
的
な
感
情
し
か
存
在
し
な
い
と
書
か
せ
る
ほ

ど
、
大
戦
が
銃
後
の
人
々
の
精
神
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

文
学
や
芸
術
の
み
な
ら
ず
、
学
知
も
ま
た
「
動
員
」
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
教
科
書
の
作
成
者
と
し
て
国
民
的
に

名
を
知
ら
れ
て
い
た
歴
史
家
の
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ヴ
ィ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
開
戦
当
時
に
愛
国
主
義
的
な
情
熱
に
駆
ら
れ
た
大
学
人
は

少
な
く
な
か
っ
た
。
彼
ら
も
ま
た
、
し
ば
し
ば
自
ら
の
専
門
性
を
戦
争
の
大
義
に
結
び
つ
け
た
。
こ
こ
で
は
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
演
説
を
引
こ
う
。

ド
イ
ツ
に
対
し
て
開
始
さ
れ
た
戦
い
は
、
野
蛮
に
対
す
る
文
明
の
戦
い
で
あ
る
。
皆
が
こ
れ
を
感
じ
取
っ
て
い
る
が
、
我
々
の
〔
人

文
・
社
会
科
学
〕
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
の
に
特
別
な
権
威
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
大
部
分
を
心
理
学
、

道
徳
そ
し
て
社
会
の
問
題
の
研
究
に
定
め
ら
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
粗
暴
と
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
な
か
に
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
正

義
と
真
実
に
対
す
る
ド
イ
ツ
人
の
軽
蔑
の
な
か
に
見
ら
れ
る
野
蛮
状
態
へ
の
退
行
に
注
意
を
促
し
つ
つ
、
純
粋
に
科
学
的
な
義
務
を

果
た
す
の

５だ
。

野
蛮
国
ド
イ
ツ
に
対
す
る
文
明
国
フ
ラ
ン
ス
の
戦
い
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
戦
争
の
大
義
を
自
ら
の
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
レ
ト
リ
ッ
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ク
は
、
戦
時
中
の
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
大
衆
的
な
新
聞
な
ど
に
よ
っ
て
も
し
ば
し
ば
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
学
問

的
な
権
威
に
よ
っ
て
裏
付
け
を
与
え
る
こ
と
で
、
一
般
的
な
気
分
に
訴
え
か
け
る
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
紋
切
り
型
と
し
て
流
布
さ
せ
る

の
に
一
役
買
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
彼
は
ま
た
、
一
九
一
七
年
に
講
演
旅
行
の
た
め
に
渡
米
し
た
際
、
合
衆
国
の
参
戦
を
促
す
べ
く

ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
と
面
会
す
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
与
え
ら
れ
た
任
務
を
果
た
し
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
こ

６う
。
哲
学
者
は
、
自

ら
の
名
声
を
外
交
の
役
に
も
立
て
た
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
発
言
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
大
戦
は
文
化
を
争
点
と
す
る
戦
争
を
生
み
出
し
た
。
人
々
は
自
国
な
い

し
は
自
民
族
の
文
化
――
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
「
文
明
（civilisation

）」
――
を
守
る
こ
と
を
戦
争
の
大
義
と
し
、
戦
い
は
文
化
の
価
値

や
優
劣
を
賭
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
大
戦
は
「
文
化
戦
争
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
文
化
戦
争
」

で
あ
っ
た
大
戦
は
ま
た
、「
戦
争
文
化
」
を
生
み
出
し
も
し
た
。
こ
の
「
戦
争
文
化
」
と
い
う
概
念
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
従
来
の

軍
事
史
や
外
交
史
を
中
心
と
し
た
研
究
を
相
対
化
し
、
大
戦
を
文
化
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
再
考
し
よ
う
と
し
た
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ

て
提
案
さ
れ
た
も
の
だ
。
文
学
史
や
芸
術
史
に
お
け
る
大
戦
の
位
置
づ
け
の
再
検
討
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
れ
ら
の
歴
史
家
た
ち
が
前
提

と
し
て
い
た
の
は
、
戦
争
が
戦
場
だ
け
で
は
な
く
銃
後
の
生
活
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
、
女
性
や
子
供
ま
で
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で

「
戦
争
を
生
き
る
」
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
固
有
の
文
化
の
形
態
が
現
れ
た
と
い
う
認
識
で
あ

７る
。
戦
時
に
お
け
る

知
識
人
の
思
想
や
行
動
も
、
こ
う
し
た
「
戦
争
文
化
」
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
政
治
参
加

開
戦
当
初
に
知
識
人
た
ち
が
示
し
た
熱
狂
と
そ
れ
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
「
戦
争
文
化
」
の
な
か
に
置
き
直
す
と
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の

と
っ
た
行
動
は
際
立
っ
て
見
え
る
。
一
九
一
四
年
の
夏
、
ロ
ラ
ン
は
ス
イ
ス
に
滞
在
し
て
い
た
。
彼
も
ま
た
、
多
く
の
人
々
と
同
じ
く
戦

争
が
不
可
避
で
あ
る
と
考
え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
行
く
末
を
心
配
し
て
、
そ
し
て
驚
き
と
と
も
に
開
戦
を
む
か
え

８た
。
し
か
し
彼
が
多
く
の
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知
識
人
た
ち
と
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
戦
争
の
正
当
化
に
向
か
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン＝

リ
シ
ャ
ー
ル
・

ブ
ロ
ッ
ク
ら
自
分
の
親
し
い
友
人
た
ち
ま
で
も
が
「
祖
国
防
衛
」
の
大
義
を
掲
げ
て
戦
場
に
赴
く
な
か
、
彼
は
自
ら
の
身
の
振
り
方
に
つ

い
て
、
ふ
た
つ
の
選
択
を
行
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
ス
イ
ス
に
そ
の
ま
ま
残
り
（
年
齢
と
交
通
事
故
の
後
遺
症
の
た
め
、
彼
自
身
が
召
集
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
）、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
開
設
さ
れ
た
国
際
赤
十
字
の
戦
争
捕
虜
事
務
局
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も

う
ひ
と
つ
の
、
よ
り
重
要
な
選
択
は
、
筆
を
執
っ
て
戦
争
に
対
す
る
自
ら
の
意
見
を
公
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
、
九
月

二
日
付
の
『
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
』
紙
に
「
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
へ
の
公
開
状
」
を
発
表
し
た
の
を
皮
切
り
に
、

こ
の
新
聞
を
中
心
に
次
々
と
論
説
を
掲
載
し
は
じ
め
た
。
彼
の
主
張
の
基
調
を
な
す
の
は
、
暴
力
と
破
壊
に
対
す
る
糾
弾
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
い
う
理
想
の
下
で
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
両
国
民
が
和
解
す
る
こ
と
の
訴
え
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
争
勃
発
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
一
九

一
五
年
秋
、
こ
れ
ら
の
論
説
を
集
め
、
そ
の
ひ
と
つ
か
ら
題
を
と
っ
た
評
論
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
が
『
戦
い
を
超
え
て
』
で
あ
る
。

ロ
ラ
ン
の
評
論
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
物
議
を
醸
し
た
。
賛
同
の
声
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
マ
ル
タ
ン＝

デ
ュ＝

ガ
ー

ル
は
、
ロ
ラ
ン
に
手
紙
を
送
っ
て
『
戦
い
を
超
え
て
』
に
対
す
る
共
感
と
感
動
を
伝
え
た
。
マ
ル
タ
ン＝

デ
ュ＝

ガ
ー
ル
の
賛
同
は
公
の

も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
方
で
ガ
ス
ト
ン
・
テ
ィ
エ
ソ
ン
ら
幾
人
か
の
友
人
た
ち
は
、
ロ
ラ
ン
を
擁
護
す
る
論
説
を
新
聞
な
ど
で

発
表
し
、
さ
ら
に
ア
ン
リ
・
ギ
ル
ボ
ー
は
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
味
方
し
て
』
と
い
う
小
冊
子
を
一
九
一
五
年
に
刊
行
し
た
。
ま
た
ロ
ラ

ン
の
周
囲
に
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ー
ヴ
ら
平
和
主
義
に
共
鳴
す
る
友
人
の
サ
ー
ク
ル
が
次
第
に
で
き
あ
が
っ
て
い
っ

９た
。
と

は
い
え
、
よ
り
大
き
く
響
い
た
の
は
、
愛
国
主
義
者
た
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
た
ロ
ラ
ン
に
敵
対
し
彼
を
糾
弾
す
る
声
で
あ
る
。『
フ
ラ
ン
ス

に
敵
対
す
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
』（
一
九
一
五
年
）
を
発
表
し
た
ア
ン
リ
・
マ
シ
ス
や
、
極
右
団
体
ア
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
を
率
い

る
シ
ャ
ル
ル
・
モ
ー
ラ
ス
ら
は
、
彼
の
こ
と
を
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
と
い
う
安
全
な
場
所
か
ら
高
み
の
見
物
を
決
め
込
み
つ
つ
、
祖
国
に
危
害
を

加
え
る
裏
切
り
者
、
さ
ら
に
は
「
親
ド
イ
ツ
」
主
義
者
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
ロ
ラ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
読
め
ば
、
彼
の
戦
争
に
対
す
る
態
度
も
、
ま
た
ド
イ
ツ
に
対
す
る
態
度
も
両
義
的
で
あ
る
こ
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と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
彼
は
、「
二
つ
の
悪
の
中
で
、
軽
い
も
の
――
汎
ド
イ
ツ
主
義
か
、
汎
ス
ラ
ブ
主
義
か
？
」（
一
九
一
四

年
一
〇
月
一
〇
日
付
『
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
』）
と
題
さ
れ
た
論
考
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
私
の
友
人
た
ち
〔
…
…
〕、
あ
な
た
た
ち
の
旧
い
ド
イ
ツ
を
、
そ
し
て
私
が
ド
イ
ツ
に
負
う
て
い
る
一
切
の
も
の
を
、
い

か
ば
か
り
私
が
愛
し
て
い
る
か
を
、
あ
な
た
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
私
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ゲ
ー
テ
の
子
で
あ

る
、
少
な
く
と
も
あ
な
た
た
ち
と
同
じ
程
度
に
。
し
か
し
あ
な
た
た
ち
の
今
日
の
ド
イ
ツ
に
、
私
は
何
を
負
う
て
い
る
の

１０か
。

こ
こ
で
ロ
ラ
ン
は
、
ド
イ
ツ
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
「
旧
い
ド
イ
ツ
」、
す
な
わ
ち
優
れ
た
芸
術
家
や
文
学
者
が
輩
出
し

た
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
今
日
の
ド
イ
ツ
」、
す
な
わ
ち
軍
国
主
義
的
な
プ
ロ
シ
ア
の
ド
イ
ツ
で
あ
る
。『
ジ
ャ
ン
・

ク
リ
ス
ト
フ
』
の
作
者
は
、
前
者
の
ド
イ
ツ
に
対
し
て
は
敬
愛
の
念
を
惜
し
み
な
く
捧
げ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
は
、
自
ら
の
「
父
」
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
名
の
下
に
フ
ラ
ン
ス
と
理
解
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
国
だ
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
は
、
現
在
、
も
う
ひ
と

つ
の
軍
国
主
義
的
ド
イ
ツ
の
下
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
を
蹂
躙
し
、
ラ
ン
ス
の
大
聖
堂
を
破
壊
す
る
ド

イ
ツ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ロ
ラ
ン
の
非
難
は
容
赦
な
い
。
そ
の
言
葉
は
し
ば
し
ば
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
流
通
し
て
い

た
「
野
蛮
な
ド
イ
ツ
」
の
紋
切
り
型
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
す
ら
い
る
。
た
と
え
ば
「
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
へ
の
公
開
状
」
で

は
、
ド
イ
ツ
が
中
立
国
ベ
ル
ギ
ー
に
攻
め
入
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
を
名
指
し
つ
つ
こ
う
非
難
し
て
い
る
。

ル
ー
ヴ
ァ
ン
は
今
や
一
塊
の
灰
に
す
ぎ
な
い
――
芸
術
、
科
学
の
宝
を
も
っ
た
ル
ー
ヴ
ァ
ン
、
聖
都
ル
ー
ヴ
ァ
ン
が
！

だ
が
い
っ

た
い
あ
な
た
た
ち
は
誰
な
の
か
？

今
や
あ
な
た
た
ち
は
何
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
た
い
の
か
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、
野
蛮
人
と
い
う
名

称
を
拒
否
す
る
あ
な
た
た
ち
は
？

あ
な
た
た
ち
は
ゲ
ー
テ
の
孫
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
ッ
テ
ィ
ラ
の
孫
な
の

１１か
？
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こ
の
よ
う
に
必
ず
し
も
「
親
ド
イ
ツ
」
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
ラ
テ
ン
的
文
明
を
賛
美
す
る
な
ど
、
当
時
フ
ラ
ン
ス

に
支
配
的
だ
っ
た
言
論
の
風
潮
に
多
少
な
り
と
も
同
調
し
て
い
た
ロ
ラ
ン
が
攻
撃
の
的
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
ひ

と
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
ロ
ラ
ン
の
言
説
自
体
に
由
来
す
る
。
敵
を
絶
対
的
な
悪
に
仕
立
て
上
げ
る
べ
く
精
神
的
動
員
が
行
わ
れ
、「
文
化
戦

争
」
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
平
和
と
和
解
を
訴
え
る
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
文
化
へ
の
恩
義
を
公
に
す
る
こ
と
は
、
そ
れ

だ
け
で
裏
切
り
行
為
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
が
愛
国
主
義
者
た
ち
の
憎
し
み
を
一
身
に
集
め
た
背
景
に
は
、
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
と
い
う
名
前
が
帯
び
て
い
た
知
識
人
と
し
て
の
象
徴
的
価
値
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
疑
い
得
な
い
。
事
実
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト

フ
』
を
一
九
一
二
年
に
完
成
さ
せ
て
以
降
、
ロ
ラ
ン
の
作
家
と
し
て
の
名
声
は
高
ま
り
、
翌
年
に
は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
大
賞

が
彼
に
授
与
さ
れ
て
い
た
。『
戦
い
を
超
え
て
』
を
め
ぐ
る
騒
動
が
一
段
落
し
た
一
九
一
六
年
、「
す
ぐ
れ
た
理
想
主
義
」
を
理
由
と
し
て
、

前
年
度
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
が
ロ
ラ
ン
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
彼
の
知
識
人
と
し
て
の
重
要
性
を
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に

せ
よ
ロ
ラ
ン
と
彼
の
『
戦
い
を
超
え
て
』
が
、
強
力
な
同
調
圧
力
を
発
す
る
愛
国
主
義
的
な
「
戦
争
文
化
」
を
生
き
る
人
々
の
目
に
格
好

の
異
分
子
と
し
て
映
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
熱
狂
に
と
ら
わ
れ
た
人
々
は
、
ロ
ラ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
て
い
た
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
な
く
、
憎
し
み
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

戦
争
に
相
対
し
た
知
識
人
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
、
ロ
ラ
ン
自
身
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
一
九
一
五
年
四
月
の

『
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
』
紙
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
で
、
彼
は
知
識
人
（
文
学
者
）
と
戦
争
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

戦
争
の
開
始
こ
の
か
た
、
知
識
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
の
陣
営
に
お
い
て
も
、
大
い
に
活
躍
し
た
。
こ
の
戦
争
は
さ
な
が
ら
彼
ら
の
戦

争
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
彼
ら
は
激
し
い
熱
情
を
そ
れ
に
注
い

１２だ
。

目
下
進
行
中
の
戦
争
を
戦
っ
て
い
る
の
は
、
兵
士
た
ち
で
は
な
く
む
し
ろ
知
識
人
た
ち
で
あ
る
――
そ
う
述
べ
る
ロ
ラ
ン
の
言
葉
は
、
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「
戦
争
文
化
」
の
本
質
を
突
い
て
い
る
。
彼
は
大
戦
が
実
際
に
砲
弾
の
飛
び
交
う
戦
争
だ
け
で
な
く
、
も
う
ひ
と
つ
の
戦
争
、
つ
ま
り
は

言
葉
の
飛
び
交
う
戦
争
を
生
み
出
し
た
と
い
う
事
態
を
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
後
者
の
戦
争
に
お
い
て
戦
場
と
な
る
の
が
「
世
論
」

で
あ
る
。『
戦
い
を
超
え
て
』
に
収
め
ら
れ
た
複
数
の
論
考
に
お
い
て
、
彼
が
世
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
は
そ
の

た
め
だ
。
彼
の
目
に
は
、
前
線
と
銃
後
と
い
う
ふ
た
つ
の
戦
場
を
有
す
る
大
戦
の
構
造
が
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
。

世
論
の
力
は
今
日
で
は
巨
大
で
あ
る
。
い
か
に
専
制
的
で
あ
り
、
ま
た
勝
利
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
政
府
と
い
え
ど
も
、
世
論
の
前

に
戦
々
恐
々
と
し
て
そ
れ
に
こ
び
へ
つ
ら
わ
な
い
も
の
は
な

１３い
。

戦
争
は
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
て
で
は
な
く
、
世
論
の
意
向
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
よ
り
極
端
な
言
い
方
を
す
れ

ば
、
前
線
の
戦
争
は
銃
後
の
戦
争
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
言
語
の
戦
争
あ
る
い
は
「
文
化
戦
争
」

は
、
も
は
や
比
喩
で
は
な
く
本
来
の
意
味
で
の
戦
争
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
前
線
と
銃
後
と
い
う
ふ
た
つ
の
戦
場
で

行
わ
れ
て
い
る
戦
争
は
、
密
接
に
連
動
し
つ
つ
も
決
定
的
に
別
の
次
元
で
行
わ
れ
て
い
る
戦
争
で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
は
ま
た
、
ふ
た
つ
の
戦

争
の
間
に
連
続
性
と
同
時
に
断
絶
を
見
る
こ
と
の
必
要
性
も
指
摘
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
戦
闘
と
は
無
関
係
で
、
少
し
も
行
動
に
与
ら
ず
に
、
語
っ
た
り
書
い
た
り
し
て
、
人
工
的
で
し
か
も
激
烈
な
興
奮
の
中
に

と
ど
ま
り
、
そ
の
は
け
口
を
も
た
な
い
民
間
人
た
ち
、
そ
う
い
う
人
々
は
熱
狂
的
な
暴
力
の
風
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ

に
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
彼
ら
は
世
論
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
見
を
表
明
で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
（
そ
の
他
は
す
べ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
）。
私
が
書
く
の
は
彼
ら
の
た
め
で
あ
っ
て
、
戦
っ
て
い
る
人
の
た
め
で
は
な
い
（
彼

ら
は
私
た
ち
を
必
要
と
し
な
い

１４！
）。
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「
行
動
」
が
支
配
す
る
前
線
と
「
言
葉
」
が
支
配
す
る
銃
後
の
間
に
み
ら
れ
る
断
絶
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
た
と
え
ば
ア
ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ

ス
の
『
砲
火
』（
一
九
一
六
年
）
な
ど
の
戦
争
文
学
や
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
に
よ
っ
て
次
第
に
強
調
さ
れ
、
大
戦
を
語
る
際

の
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
だ
が
、
ロ
ラ
ン
は
こ
れ
を
は
や
い
段
階
で
提
示
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
ふ
た

つ
の
戦
場
を
見
き
わ
め
た
ロ
ラ
ン
は
、
世
論
と
い
う
戦
場
に
介
入
し
て
そ
の
野
蛮
化
を
お
さ
え
る
こ
と
が
、
反
戦
平
和
主
義
の
知
識
人
と

し
て
自
ら
が
行
う
べ
き
務
め
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

『
戦
い
を
超
え
て
』
を
出
版
し
た
後
、
戦
時
中
は
一
時
期
沈
黙
し
た
ロ
ラ
ン
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
世
論
へ
の
介
入
と
そ
の
批
判
を
よ

り
大
規
模
に
展
開
し
な
が
ら
続
け
た
。
パ
リ
講
和
会
議
が
終
結
に
向
か
い
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
締
結
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た

一
九
一
九
年
六
月
、
彼
は
『
ユ
マ
ニ
テ
』
紙
に
「
精
神
の
独
立
宣
言
」
を
発
表
す
る
。
バ
ル
ビ
ュ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
平
和

主
義
者
の
み
な
ら
ず
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
を
含
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
や
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
そ
し
て
イ
ン
ド
か
ら
は

タ
ゴ
ー
ル
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
ど
ま
ら
な
い
世
界
中
の
知
識
人
――
戦
争
を
機
に
ロ
ラ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
超
え
て
「
世
界
」
と
い

う
次
元
の
文
化
を
発
見
し
た
こ
と
は
重
要
だ
――
か
ら
の
署
名
を
得
た
こ
の
ア
ピ
ー
ル
は
、
大
戦
中
に
ロ
ラ
ン
が
反
戦
平
和
主
義
を
代
表

す
る
知
識
人
と
な
っ
た
こ
と
を
証
す
も
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
こ
こ
に
は
ア
ラ
ン
も
署
名
を
寄
せ
て
い
る
）。
こ
の
な
か
で
ロ
ラ
ン
は
、
知
識

人
た
ち
の
戦
争
協
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

戦
争
が
わ
れ
わ
れ
〔＝

「
精
神
」
の
労
働
者
た
ち
〕
の
隊
列
に
、
混
乱
を
投
げ
入
れ
た
の
だ
っ
た
。
知
識
人
の
大
部
分
は
、
か
れ
ら

の
科
学
や
芸
術
や
理
性
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
に
奉
仕
す
る
た
め
に
使
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
だ
れ
を
責
め
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。

個
人
の
魂
の
弱
さ
と
、
集
団
的
な
大
き
な
流
れ
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
力
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
流
れ
が
、
一
瞬

に
し
て
、
魂
た
ち
を
流
し
去
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
た
め
の
予
見
は
、
何
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

こ
の
体
験
が
、
未
来
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
に
役
立
つ
よ
う
に

１５！
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「
集
団
的
な
大
き
な
流
れ
」
す
な
わ
ち
世
論
が
強
大
な
力
と
と
も
に
突
如
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
ロ
ラ
ン
の
診
断
し

た
大
戦
の
新
し
さ
で
あ
る
。
こ
の
暴
力
的
な
集
団
の
力
に
対
し
て
知
識
人
の
隊
列
を
組
み
直
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
ま
ず
精
神
の

「
動
員
解
除
」
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
が
ロ
ラ
ン
に
と
っ
て
の
戦
後
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。

戦
後
に
発
表
さ
れ
た
世
論
と
知
識
人
の
批
判
と
い
う
点
で
も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
テ
ク
ス
ト
が
、
ロ
ラ
ン
が
一
九
二
〇
年
に
発
表
し
た

小
説
『
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』
で
あ

１６る
。「
戦
時
の
一
人
の
自
由
な
良
心
の
物
語
」
と
い
う
副
題
が
示
す
と
お
り
、
こ
の
中
編
小
説
は
ア
ジ
ェ

ノ
ー
ル
・
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
と
い
う
一
人
の
作
家
の
良
心
の
軌
跡
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
が
、
そ
の
隠
れ
た
主
人
公
は
世
論
を
作
り
出
す
顔

の
見
え
な
い
群
衆
だ
。「
は
し
が
き
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
作
は
、
戦
争
の
影
に
覆
わ
れ
て
は
い
る
が
、
戦
争
を
主
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
の
主
題
は
、
群
衆
の
魂
の
淵
に
個

人
の
魂
が
呑
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
の
考
え
で
は
、
人
類
の
将
来
に
と
っ
て
は
、
一
国
の
一
時
的
な
主
権

よ
り
も
は
る
か
に
重
大
な
出
来
事
で
あ

１７る
。

こ
の
虚
構
作
品
で
も
ま
た
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
精
神
の
独
立
宣
言
」
と
同
様
に
、
集
団
に
対
立
す
る
個
、
あ
る
い
は
世
論
の
巨
大

な
力
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
は
戦
争
勃
発
に
際
し
て
、
他
の
多
く
の
人
々
と
同
様
に
熱
狂

の
渦
に
捉
え
ら
れ
、
戦
争
を
賛
美
す
る
言
辞
を
声
高
に
叫
ぶ
が
、
息
子
の
戦
死
を
機
に
「
祖
国
」
と
い
う
理
念
の
欺
瞞
に
気
づ
き
、
そ
れ

か
ら
は
絶
え
ざ
る
迫
害
を
受
け
つ
つ
も
、
個
人
と
し
て
精
神
の
独
立
に
こ
だ
わ
っ
て
戦
争
反
対
を
訴
え
続
け
、
最
後
に
は
狂
信
的
愛
国
主

義
者
の
手
に
か
か
っ
て
命
を
落
と
す
――
こ
の
よ
う
な
あ
ら
す
じ
の
物
語
か
ら
は
、「
集
団
的
な
大
き
な
流
れ
」
に
呑
み
込
ま
れ
た
戦
時

中
の
典
型
的
な
知
識
人
と
ロ
ラ
ン
が
体
現
し
た
反
戦
平
和
主
義
者
の
ア
マ
ル
ガ
ム
で
あ
る
主
人
公
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
作
者
自
身
は
「
そ
こ
に
自
叙
伝
的
な
も
の
を
い
っ
さ
い
求
め
て
は
な
ら
な
い
！
〔
…
…
〕
私
は
私
の
主
人
物
に
私
の
思
想
の
若
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干
を
移
し
入
れ
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
人
物
、
性
格
、
彼
の
生
活
の
事
情
な
ど
は
彼
自
身
の
も
の
で
あ

１８る
」
と
予
防
線
を
張
っ
て
い
る
と
は

い
え
、
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
に
ロ
ラ
ン
自
身
の
姿
を
投
影
す
る
解
釈
は
自
ず
と
導
か
れ
よ
う
。
仮
に
自
伝
的
小
説
で
は
な
い
と
し
て
も
、『
ク

レ
ラ
ン
ボ
ー
』
が
ロ
ラ
ン
の
思
想
を
表
明
し
た
「
問
題
小
説
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
物
語
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
主

人
公
の
独
白
や
思
想
の
表
明
は
、
作
者
ロ
ラ
ン
自
身
の
言
葉
と
分
か
ち
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
紙
の
上
に
あ
ら
わ
れ
、
読
者
は
い
つ
し
か
、

虚
構
作
品
と
い
う
よ
り
は
、
ロ
ラ
ン
自
身
の
独
白
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
気
に
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
だ
（
こ
の
作
品
の
「
つ
ま
ら
な
さ
」
も
そ

こ
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
）。
こ
の
内
面
の
ド
ラ
マ
は
、
ロ
ラ
ン
が
生
き
た
銃
後
の
戦
争
、
そ
し
て
世
論
と
い
う
「
戦
場
」
の
暴
力
を
明
る
み

に
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』
は
、
バ
ル
ビ
ュ
ス
の
『
砲
火
』
や
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ア
メ
ル
の
『
文
明
』
な

ど
、
復
員
作
家
が
自
ら
の
戦
闘
経
験
を
描
い
た
戦
争
文
学
と
同
様
の
資
格
で
、
ロ
ラ
ン
自
身
の
戦
争
経
験
か
ら
発
し
た
戦
争
文
学
た
り
え

て
い
る
。

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン

「
精
神
の
奴
隷
よ
り
肉
体
の
奴
隷
に
」
――
政
治
参
加
を
拒
否
す
る
ア
ラ
ン

ア
ラ
ン
、
本
名
エ
ミ
ー
ル＝

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
は
、
大
戦
が
勃
発
し
た
当
時
、
リ
セ
・
ア
ン
リ
四
世
校
の
教
師
を
務
め

て
い
た
。
教
師
と
し
て
以
外
に
も
、『
デ
ペ
ッ
シ
ュ
・
ド
・
ル
ー
ア
ン
』
紙
に
定
期
的
に
発
表
さ
れ
る
「
プ
ロ
ポ
」
の
作
者
と
し
て
、
さ

ら
に
は
兵
役
を
一
年
延
長
す
る
こ
と
で
戦
争
の
準
備
を
整
え
る
意
味
が
あ
っ
た
「
三
年
法
」（
一
九
一
三
年
制
定
）
に
強
く
反
対
し
た
活
動

的
知
識
人
と
し
て
す
で
に
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
彼
は
、
開
戦
前
後
の
状
況
に
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
だ
ろ
う
か
。

一
九
一
四
年
七
月
末
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
情
勢
が
一
気
に
戦
争
へ
と
傾
く
な
か
、
ア
ラ
ン
は
、
自
分
の
国
が
こ

の
国
際
的
紛
争
に
否
応
な
く
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
も
、「
プ
ロ
ポ
」
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
介
入
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア

が
バ
ル
カ
ン
の
紛
争
に
加
わ
る
こ
と
を
断
念
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
（
七
月
二
八

１９日
）、
ま
た
そ
の
直
後
に
は
、
平
時
で

あ
れ
ば
抑
圧
さ
れ
て
い
る
獣
性
の
発
露
に
よ
っ
て
「
内
面
の
動
員
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
つ
、
平
和
は
恐
怖
で
は
な
く
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「
理
性
」
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
（
七
月
三
〇

２０日
）。
そ
し
て
宣
戦
布
告
が
な
さ
れ
た
八
月
三
日
に
は
、
戦
争
は
「
最
良
の
者
た
ち

の
虐
殺
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
平
和
が
築
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
に
は
「
本
当
に
高
貴
な
血
」
は
も

は
や
残
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
不
吉
な
予
告
を
行
っ

２１た
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
証
し
て
い
る
の
は
、
ア
ラ
ン
が
刻
々
と
移
り
変

わ
る
情
勢
の
下
、
最
後
の
瞬
間
ま
で
戦
争
回
避
の
た
め
に
筆
を
執
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
約
一
ヶ
月
後
、
す
で
に
戦

争
が
始
ま
っ
て
い
た
八
月
二
七
日
に
発
表
さ
れ
た
「
プ
ロ
ポ
」
で
は
、
あ
た
か
も
ロ
ラ
ン
と
同
調
す
る
か
の
よ
う
に
、「
わ
た
し
は
一
民

族
全
体
を
憎
む
こ
と
を
拒
む
」
と
書
い
て
、
ド
イ
ツ
の
国
家
と
し
て
の
横
暴
を
憎
み
つ
つ
も
そ
の
人
民
に
対
す
る
憎
し
み
を
抱
く
必
要
は

な
い
こ
と
を
強
調
し

２２た
。
た
だ
し
ア
ラ
ン
が
ロ
ラ
ン
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
兵
士
と
し
て
重

砲
兵
隊
に
合
流
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
（
彼
は
は
や
く
も
八
月
四
日
に
兵
役
志
願
の
届
出
を
行
っ
た
）、
そ
し
て
こ
れ
以

降
、
戦
争
終
結
ま
で
、
戦
争
に
直
接
関
わ
る
発
言
を
公
に
す
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
止
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
時
中
に
彼
が
発
表
し

た
著
作
は
、
自
身
が
哲
学
の
入
門
書
と
位
置
づ
け
る
『
精
神
と
情
念
に
関
す
る
八
一
章
』（
一
九
一
七
年
）
の
み
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
つ

づ
い
て
終
戦
後
に
公
刊
し
た
の
も
、
独
自
の
芸
術
哲
学
を
展
開
し
た
『
芸
術
の
体
系
』（
一
九
二
〇
年
）
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
彼
は
反
戦
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
戦
争
に
行
き
、
そ
し
て
知
識
人
で
あ
り
な
が
ら
戦
争
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
（
一
時
的
に
）
止

め
、
芸
術
や
哲
学
に
関
す
る
著
作
の
構
想
を
戦
場
で
練
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
問
い
の
間
に
は
深
い
関
係
が

あ
る
。

反
戦
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
四
六
歳
と
い
う
年
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
ラ
ン
が
志
願
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
少

な
か
ら
ぬ
人
々
と
同
様
に
彼
も
プ
ロ
シ
ア
軍
国
主
義
を
悪
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
戦
争
を
「
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
の
戦

争
」
と
見
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
ア
ラ
ン
を
戦
場
へ
と
赴
か
せ
た
も
う
ひ
と
つ
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
よ
り

重
要
な
動
機
は
、
彼
が
戦
争
を
思
想
の
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
ま
ず
、
戦
争
を
自
ら
の
目

で
見
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
目
は
士
官
の
目
で
は
な
く
、
戦
場
を
間
近
に
見
る
一
兵
卒
の
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。『
戦
争
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の
思
い
出
』（
一
九
三
七
年
）
に
は
、
あ
る
と
き
昇
級
を
提
案
さ
れ
た
彼
が
、「
あ
ち
ら
側
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
」
た
め
に
「
本

能
的
反
応
」
を
示
し
て
そ
れ
を
断
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

２３る
。
戦
場
を
「
見
る
」
だ
け
で
な
く
、
肉
体
的
な
経
験
を
通
し
て
戦
争
を
「
生

き
る
」
こ
と
、
そ
れ
が
戦
争
を
認
識
す
る
た
め
に
ア
ラ
ン
が
自
ら
に
課
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
ア
ラ
ン
は
、
戦
争
の
真
の
姿
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
取
り
巻
い
て
い
る
「
言
葉
」
か
ら
離
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
戦
争
を
め
ぐ
る
言
葉
と
は
、
銃
後
の
社
会
で
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
言
葉
や
、
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
世
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
九
二
一
年
の
「
プ
ロ
ポ
」
の
な
か
で
、
ア
ラ
ン
は
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
き
か
ら

「
馬
鹿
者
ど
も
」
が
の
さ
ば
る
こ
と
を
理
解
し
た
た
め
に
、「
民
間
人
の
隷
属
」
よ
り
も
「
軍
人
の
隷
属
」
を
好
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
彼

が
銃
後
の
社
会
に
見
た
の
は
、
監
視
さ
れ
て
「
平
凡
な
警
察
官
」
の
次
元
に
ま
で
墜
ち
た
思
考
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
礼
節
を
も
失
っ
た

世
論
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
政
治
家
や
知
識
人
の
言
葉
か
ら
傾
聴
に
値
す
る
も
の
が
す
べ
て
失
わ
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ン
は
当
時
を

振
り
返
っ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

戦
争
状
態
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
の
な
か
か
ら
こ
う
し
た
非
人
間
的
結
末
が
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
は
ま
っ
た
く
驚
く
に
値
し
な
い
。
精
神
の
奴
隷
に
な
る
よ
り
は
肉
体
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
を
好
ん
で
、
私
は
軍
隊
の
な
か
に
逃

げ
込
ん
だ
の

２４だ
。

ロ
ラ
ン
と
同
様
、
ア
ラ
ン
も
次
第
に
過
熱
し
、
暴
力
的
に
な
っ
て
ゆ
く
世
論
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
困
難
の
度
合
い
を
増
し
て
ゆ
く

精
神
の
独
立
を
銃
後
の
社
会
に
見
出
し
て
い
た
。
だ
が
彼
は
、『
戦
い
を
超
え
て
』
の
作
者
の
よ
う
に
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
愛
国
主
義
的
な
「
戦
争
文
化
」
に
介
入
し
、
世
論
と
い
う
戦
場
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
言
葉
の
戦
争
」
に
加
わ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

「
精
神
の
奴
隷
」
が
「
肉
体
の
奴
隷
」
よ
り
も
耐
え
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
彼
は
、
む
し
ろ
「
戦
争
文
化
」
に
背
を
向
け
、
実
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際
に
砲
弾
が
飛
び
交
う
戦
場
に
身
を
置
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
戦
場
で
構
想
さ
れ
た
ア
ラ
ン
の
著
作
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
精
神
と
情
念
に
関
す
る
八
一
章
』
や

『
芸
術
の
体
系
』
は
、
戦
争
を
正
面
か
ら
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
ア
ラ
ン
が
戦
争
か
ら
目
を
そ
ら
せ
る
た
め
に
哲
学

や
芸
術
に
逃
げ
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
こ
れ
ら
は
戦
争
を
生
き
た
ア
ラ
ン
が
戦
争
を
語
ら
ず

に
戦
争
を
論
じ
た
書
物
、
あ
る
い
は
哲
学
や
芸
術
を
通
し
て
戦
争
を
考
察
し
た
書
物
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。『
戦

争
の
思
い
出
』の
中
で
、
ア
ラ
ン
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
信
者
が
祈
り
を
行
う
よ
う
に
、
私
は
デ
カ
ル
ト
賛
美
に
取
り
組
ん
だ
。〔
…
…
〕

そ
れ
は『
八
一
章
』の
中
に
あ
っ
て
、
私
を
喜
ば
せ
る
も
の
だ
。
私
は
そ
の
中
に
ま
だ
火
薬
臭
を
嗅
ぎ
つ
け
る
が
、
恐
怖
は
も
は
や
な

２５い
。」

事
実
、
こ
の
哲
学
書
に
さ
り
げ
な
く
書
き
込
ま
れ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
を
見
出
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
戦
場
で
戦
争
の
現
実
に
呑
み
込
ま

れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
デ
カ
ル
ト
を
拠
り
所
と
し
て
思
索
を
続
け
る
哲
学
者
兵
士
の
姿
を
想
像
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
私
は
こ

の
主
題
〔＝

戦
争
〕
は
避
け
て
通
り
た
か
っ
た
、
と
い
う
の
も
そ
れ
を
始
め
た
ら
全
頁
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
私
の
考

え
の
す
べ
て
を
占
め
て
い
る
の
が
そ
れ
だ
。
そ
し
て
こ
の
本
全
体
が
戦
争
に
つ
い
て
の
思
考
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
〔
…

２６…
〕。」
ア
ラ

ン
に
と
っ
て
哲
学
は
、
戦
争
に
思
考
が
浸
食
さ
れ
な
い
た
め
の
防
波
堤
で
あ
る
と
同
時
に
、
戦
争
を
特
殊
で
例
外
的
な
状
況
と
し
て
で
は

な
く
、
人
間
学
的
な
問
題
と
し
て
認
識
す
る
た
め
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
物
に
一
瞬
顔
を
出
す
戦
争
の
主
題
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
火
薬
臭
」
の
よ
う
な
生
々
し
さ
と
と
も
に
感
じ
取
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ア
ラ
ン
は
戦
場
で
ど
の
よ
う
な
戦
争
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
記
に
引
用
し
た
一
節
が
含
ま
れ
る
『
八
一
章
』
の
「
暴
力
に
つ

い
て
」
と
題
さ
れ
た
章
か
ら
引
用
し
よ
う
。

戦
争
は
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
終
着
点
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
解
放
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
情
念
は
そ
こ
に
向
か

う
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
し
か
る
べ
き
機
会
を
待
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。〔
…
…
〕
こ
の
と
き
思
考
は
も
は
や
刺
々
し
い
も
の
に
す
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ぎ
ず
、〔
情
念
の
せ
い
で
〕
眠
り
が
妨
げ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
自
然
の
原
因
が
、
戦
争
の
敵
ど
も
ま
で
も
戦
争
の
中
に
投
げ
込
ん
だ
。

〔
…
…
〕
戦
争
の
材
料
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
形
式
を
扱
お
う
と
思
っ
た
ら
、
一
冊
の
本
で
は
足
り
な
い
く
ら
い
だ
ろ
う
。

だ
が
こ
の
集
合
的
情
念
の
力
に
気
づ
か
な
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
？

あ
ら
ゆ
る
怒
り
、
つ
ま
り
野
心
や
病
や
年
齢
に
関
す
る
怒
り

が
、
賛
同
と
栄
光
を
伴
っ
て
、
か
く
も
見
事
に
表
明
さ
れ
る
こ
の
集
合
的
情
念
の
力
に
。
ま
た
模
倣
と
慎
み
が
、
最
良
の
若
者
た
ち

を
戦
争
に
投
げ
込
む
の
を
見
な
い
者
が
あ
ろ
う
か
？

そ
し
て
早
熟
な
情
念
が
最
悪
の
若
者
た
ち
を
も
っ
と
手
際
よ
く
投
げ
込
む
の

を
見
な
い
者
が
あ
ろ
う
か

２７？

こ
の
一
節
が
示
し
て
い
る
の
は
、
戦
場
の
現
実
で
は
な
く
、
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
心
的
要
因
の
分
析
で
あ
る
。
批
判
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
「
集
合
的
情
念
」
が
、
開
戦
当
時
に
吹
き
荒
れ
た
愛
国
主
義
的
言
説
の
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
ア
ラ
ン
が
見
て
い
た
「
戦
争
」
は
、
ロ
ラ
ン
で
あ
れ
ば
世
論
の
暴
力
と
言
っ
た
で
あ
ろ
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

『
芸
術
の
体
系
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
も
ま
た
、
戦
場
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
情
動

的
反
応
で
あ
る
。「
軍
人
の
舞
踏
」
と
題
さ
れ
た
章
を
見
て
み
よ
う
。

軍
隊
の
パ
レ
ー
ド
が
、
そ
の
美
に
よ
っ
て
、
演
習
と
行
進
を
行
う
者
ど
も
自
身
に
ま
ず
は
働
き
か
け
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
十

分
に
言
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
見
事
に
調
整
さ
れ
た
群
衆
の
動
き
と
い
う
も
の
が
、
制
服
に
よ
る
統
一
性
と
相
ま
っ
て
、

も
っ
と
も
感
動
的
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
の
展
開
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
力
、
統
制
さ
れ
、

理
に
適
っ
た
力
そ
の
も
の
で
あ

２８る
。

こ
れ
に
引
き
続
き
、「
こ
の
芸
術
は
、
今
日
で
は
唯
一
の
大
衆
芸
術
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
る
ア
ラ
ン
は
、
美
的
な
い
し
は
感
性
的
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な
側
面
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
戦
争
が
人
々
を
幻
惑
す
る
そ
の
や
り
方
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
秩
序

だ
っ
た
動
き
が
作
り
出
す
美
に
よ
っ
て
「
働
き
か
け
ら
れ
る
」
の
が
、
軍
隊
が
大
衆
に
と
っ
て
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
な
り
う
る
場
、
す
な

わ
ち
銃
後
の
社
会
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
も
ま
た
、
ア
ラ
ン
の
視
線
が
ロ
ラ
ン
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
哲
学
者
と
し
て
、
ア
ラ
ン
が
と
る
戦
争
批
判
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ロ
ラ
ン
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異

質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
彼
が
芸
術
論
と
い
う
か
た
ち
で
「
戦
争
文
化
」
の
一
側
面
を
分
析
し
つ
つ

批
判
の
矛
先
を
向
け
た
「
戦
争
」
と
は
、
ロ
ラ
ン
に
と
っ
て
の
戦
争
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
精
神
の
隷
属
状
態
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ロ
ラ
ン
が
『
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』
を
出
版
し
、
銃
後
に
お
け
る
自
ら
の
戦
い
を
振
り
返
っ
た
翌
年
、
ア
ラ
ン
も
そ
れ
ま
で
の
「
戦
争
文
化
」

批
判
と
戦
場
で
の
経
験
に
基
づ
く
思
索
を
総
合
し
た
戦
争
論
、
す
な
わ
ち
『
マ
ル
ス
あ
る
い
は
裁
か
れ
た
戦
争
』
を
発
表
し
た
。
二
人
の

知
識
人
は
、
戦
争
体
験
を
総
括
す
る
時
期
に
お
い
て
も
一
致
を
示
し
て
い
る
。
ア
ラ
ン
の
戦
争
観
が
凝
縮
さ
れ
た
こ
の
著
作
の
全
体
像
を

検
討
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
枠
組
み
を
大
き
く
超
え
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
ア
ラ
ン
の
思
考
の
ス
タ
イ
ル
が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
一
節
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
以
下
は
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
題
さ
れ
た
断
章
の
一
部
で
あ
る
。

戦
争
は
情
念
（passion

）
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
こ
の
見
事
な
言
葉
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
意
味
〔「
情
熱
」
と
「
受
身
」〕
で
そ
う
な
の
で

あ
る
が
、
こ
の
点
〔
情
念
が
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
動
き
に
過
ぎ
な
い
こ
と
〕
は
、
戦
争
に
固
有
の
展
開
、
つ
ま
り
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
展
開
が
は
っ

き
り
と
さ
せ
て
れ
く
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
実
際
に
戦
争
を
目
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
想
像
す
る

だ
け
で
あ
れ
ば
、
叙
事
詩
が
全
体
に
つ
い
て
の
思
考
と
と
も
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
。
実
際
に
戦
争
を
行
っ
た
者
た
ち
は
、
戦
争
の

現
実
が
職
人
仕
事
に
き
わ
め
て
近
い
と
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
は
じ
め
は
花
開
い
て
い
た
想
像
上
の
美
徳
は
、
人
が
物

へ
と
変
え
ら
れ
る
こ
の
荒
々
し
い
機
械
の
動
き
に
よ
っ
て
、
た
ち
ま
ち
萎
れ
て
し
ま
う
。
興
奮
し
た
心
は
見
境
な
く
戦
争
を
嫌
悪
し
、
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怖
れ
、
賛
美
し
、
切
望
す
る
の
だ
が
、
い
ざ
間
近
に
近
寄
っ
て
み
る
と
、
す
べ
て
が
均
一
化
し
、
さ
さ
い
な
行
動
が
重
要
性
を
帯
び

て
す
べ
て
が
矮
小
化
し
て
し
ま
う
。
す
べ
て
は
工
場
内
で
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
工
場
で
の
目
的
は
生
産
に
あ
り
、
な
ぜ
生
産
す
る

か
は
決
し
て
問
題
に
さ
れ
ず
、
ま
た
、
分
業
の
た
め
、
一
人
一
人
は
生
産
の
目
的
さ
え
忘
れ
て
し
ま
う
。
ひ
と
た
び
戦
闘
が
は
じ
ま

る
や
、
超
越
的
な
目
的
な
ど
は
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
異
質
な
も
の
と
し
て
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
何
も

な
く
と
も
、
勇
気
す
ら
な
く
と
も
機
能
す
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
る
。
物
質
的
手
段
が
ま
っ
た
く
も
っ
て
す
べ
て
を
支
配
す
る
た

め
、
弾
薬
が
到
着
す
れ
ば
兵
士
た
ち
の
活
力
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
逆
に
欠
乏
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
武
装
平
和
の
考
え
や
哲
学
的
な
無
関

心
が
広
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
す
べ
て
は
外
的
な
も
の
に
支
配
さ
れ
る
か
ら
、
魂
が
や
せ
た
り
太
っ
た
り
す
る
の
も
、
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
物
量
の
干
満
に
応
じ
る
わ
け
だ
。
こ
こ
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
、
ワ
イ
ン
、
牛
の
枝
肉
が
、
は
び
こ
っ
て
い
る
物
質
主
義
の

た
く
ま
し
い
象
徴
と
な

２９る
。

戦
争
を
内
的
体
験
と
し
て
生
き
つ
つ
そ
れ
を
抽
象
化
し
え
た
希
有
な
思
考
が
、
こ
こ
に
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
ラ
ン
は

戦
場
経
験
を
自
ら
の
哲
学
的
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
戦
争
の
、
さ
ら
に
は
「
戦
争
文
化
」
の
脱
神
話
化
を
徹
底
的
に
行
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

（
関
西
学
院
大
学
准
教
授
・
仏
文
学
）
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１

ロ
ラ
ン
は
一
八
六
六
年
、
ア
ラ
ン
、
本
名
エ
ミ
ー
ル＝

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
は
一
八
六
八
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。

２

晩
年
の
ア
ラ
ン
を
訪
ね
た
桑
原
武
夫
は
、
こ
の
哲
学
者
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
大
男
、
こ
れ
が
先
ず
受
け
る
感
じ
で
あ
る
。
ノ
ル

マ
ン
は
大
き
い
と
い
う
が
、
私
は
こ
れ
ほ
ど
が
っ
し
り
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
を
か
つ
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
樵
夫
の
如
し
と
言
っ
た
人
も
あ
る
。」

（
桑
原
武
夫
『
フ
ラ
ン
ス
印
象
記
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
七
年
、
二
九
頁
。）

３

M
aurice

Barrès,LesD
iversesFam

illesspirituellesde
la

France,Ém
ile-PaulFrères,1917,pp.2-3.

４

Rém
y
de

Gourm
ont,Pendantl’O

rage,M
ercure

de
France,1926

(1915).

５

Christophe
Prochasson,A

nne
Rasm

ussen,A
u
nom

de
la

patrie,Éd.de
la

D
écouverte,1996

に
引
用
。

６

Ibid..

７
「
戦
争
文
化
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。Stéphane

A
udoin-Rouzeau,A

nnette
Becker,

《V
iolence

etconsentem
ent:la

《culture
de

guerre

》du
prem

ier
conflit

m
ondial

》,in
Jean-Pierre

Rioux,Jean-François
Sirinelli(dir.),Pour

une
histoire

culturelle,Seuil,
1997,pp.251-271.

８

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』、
村
上
光
彦
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
〇
頁
。

９

同
書
、
一
九
七
―
一
九
八
頁
。

１０

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
『
社
会
評
論
集
』（
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
一
八
）、
宮
本
正
清
他
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
九
年
、
三
三
頁
。

１１

同
書
、
一
二
頁
。
ア
ッ
テ
ィ
ラ
は
フ
ン
族
の
王
。
大
戦
中
に
は
ド
イ
ツ
人
の
野
蛮
さ
を
こ
の
民
族
と
結
び
つ
け
る
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
な
ど
が
出
回
っ
た
。

１２
「
戦
争
の
文
学
」（
一
九
一
五
年
四
月
一
九
日
）、
同
書
、
八
〇
頁
。

１３
「
戦
い
を
超
え
て
」（
一
九
一
四
年
九
月
一
五
日
）、
同
書
、
二
九
頁
（
た
だ
し
訳
文
を
一
部
変
更
し
た
）。

１４
「
私
を
非
難
す
る
人
び
と
へ
の
手
紙
」（
一
九
一
四
年
一
一
月
一
七
日
）、
同
書
、
五
五
頁
（
た
だ
し
訳
文
を
一
部
変
更
し
た
）。

１５
「
精
神
の
独
立
宣
言
」、
同
書
、
三
〇
六
頁
（
た
だ
し
訳
文
を
一
部
変
更
し
た
）。

１６

た
だ
し
執
筆
は
一
九
一
六
年
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。

１７

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
『
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』、
宮
本
正
清
訳
、『
小
説
集
』（
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
八
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
一
年
、
二
七
五
頁
。

１８

同
書
、
二
七
三
頁
。
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１９
A
lain,Propos,II,Gallim

ard,

《Bibliothèque
de

la
Pléiade

》,1970,pp.360-361.

七
月
二
八
日
は
執
筆
の
日
付
で
あ
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
の

注
に
よ
る
と
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
八
月
一
日
の
『
デ
ペ
ッ
シ
ュ
・
ド
・
ル
ー
ア
ン
』
紙
に
掲
載
予
定
だ
っ
た
が
、
状
況
が
ア
ラ
ン
の
分
析
を
追
い
越

し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
当
時
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

２０

Ibid.,pp.361-363.

２１

Ibid.,pp.363-364.

プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
の
注
釈
者
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
七
月
三
一
日
に
書
か
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

２２

Ibid.,pp.364-365.

２３

A
lain,Souvenirsde

guerre,in
LesPassionsetla

Sagesse,Gallim
ard,

《Bibliothèque
de

la
Pléiade

》,1960,p.475.

２４

A
lain,Propos,I,Gallim

ard,

《Bibliothèque
de

la
Pléiade

》,1956,pp.189-190.

２５

A
lain,Souvenirsde

guerre,op.cit.,p.503.

２６

A
lain,

《D
e
la

violence

》,81
chapitressurl’espritetlespassions,in

LesPassionsetla
sagesse,op.cit.,pp.1215-1216.

２７

Ibid.,p.1215.

２８

A
lain,Systèm

e
desbeaux-arts,in

LesA
rtsetlesD

ieux
,Gallim

ard,

《Bibliothèque
de

la
Pléiade

》,1958,p.247.

２９

A
lain,M

arsou
la

guerre
jugée,in

LesPassionsetla
Sagesse,op.cit.,p.568.（

邦
訳
、
ア
ラ
ン
『
裁
か
れ
た
戦
争
』、
白
井
成
雄
訳
、
小
沢

書
店
、
一
九
八
六
年
、
三
一
―
三
二
頁
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
は
変
更
し
た
。）
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Deux intellectuels face à la Grande Guerre − Alain et Romain Rolland

Akihiro Kubo

La mobilisation des esprits est une caractéristique essentielle de la Guerre de 14-18.
Nombreux sont les intellectuels qui, lorsque la guerre éclate, se sont laissés emporter par la
ferveur. Se proclamer pacifiste à l’égard de ce déferlement de patriotisme chauvin revenait à aller
à l’encontre de la《culture de guerre》qui s’imposait sur l’ensemble de la France belligérante.
C’était effectivement le parti pris d’Alain et de Romain Rolland. Les deux intellectuels se sont
distingués en prenant la même position à ce moment crucial de l’Histoire. Or, cette coïncidence
est d’autant plus remarquable qu’ils ont choisi deux stratégies contrastées pour mettre leurs idées
pacifistes en œuvre.

Rolland a choisi de s’engager en tant qu’intellectuel alors qu’il ne s’était guère manifesté sur
le plan politique avant le conflit. A côté de ses activités au service du Comité international de la
Croix-Rouge, il commence dès le début septembre 1914 à publier des articles dans lesquels il
condamne la guerre comme un malheur pour l’Europe entière et s’exprime en faveur de la
réconciliation des deux nations sœurs que sont la France et l’Allemagne. Pour Rolland, cette
guerre n’a pas seulement donné lieu à des combats sur les champs d’honneur. Elle a créé
également et surtout un《front》en arrière −the home front− où les intellectuels de deux camps se
lancent dans la guerre des mots. Il s’agit donc d’intervenir dans l’《opinion》pour incriminer
l’《agitation factice et forcenée》dans laquelle s’entretiennent les civils (Au-dessus de la mêlée).
C’est dans cet objectif que Rolland, face aux intellectuels nationalistes qui le vilipendent, se fait
dissident dans la《culture de guerre》.

Alain, quant à lui, a choisi de s’engager dans l’armée. Il en explique les motifs en ces
termes:《Je m’enfuis aux armées, aimant mieux être esclave de corps qu’esclave d’esprit》
(Propos d’Alain). Tout comme Rolland, Alain s’est rendu compte que la guerre a attisé le
fanatisme des intellectuels, mais, contrairement à l’auteur d’Au-dessus de la mêlée, il ne s’est pas
mêlé à la guerre des mots. Effectivement, c’est à des réflexions sur la philosophie et sur les arts
qu’il se livre sur les champs de bataille, ce qui aboutira à ces deux ouvrages que sont 81 chapitres
sur l’esprit et les passions (1917) et Système des beaux-arts (1920). Il mettait ses activités
intellectuelles à l’abri de la tyrannie de l’《opinion》. Or, ce que le philosophe voulait également
en se rendant volontairement《esclave de corps》, c’est de vivre la guerre, car celle-ci, s’imposant
pour lui comme une question anthropologique, doit, pense-t-il, être considérée à travers ses
propres expériences. Sous cet angle, on trouvera dans les méditations sur la philosophie et sur les
arts des réflexions sur la guerre. Ce sujet est traité sous le rapport de la《passion》qui est un
concept clé de la pensée d’Alain.

Ce sont dans les années d’après-guerre que les deux intellectuels ont fait le bilan de leurs
expériences de la guerre. Rolland, devenu porte-parole du mouvement pacifiste, a publié
Clérambault (1920) qui est en réalité un《roman à thèse》. Le romancier y retrace le parcours
d’un intellectuel qui, seul, affronte l’《opinion》patriotarde. Alain, lui, fait paraître un traité
intitulé Mars ou la guerre jugée (1921). Dans ce livre qu’il qualifie de《pamphlet》contre la
guerre, le philosophe-combattant a donné une synthèse de ses expériences et réflexions. Ses
analyses extrêmement fines sur les comportements des hommes face à la guerre ont également
pour objet de démanteler certains mythes qui caractérisent la《culture de guerre》.
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村
上
光
彦
氏
を
偲
ん
で

永

田

和

子

村
上
光
彦
氏
は
一
九
五
三
年
東
京
大
学
文
学
部
仏
文
科
卒
業
、

東
京
学
芸
大
学
を
経
て
一
九
六
五
年
成
蹊
大
学
助
教
授
、
の
ち
教

授
、
一
九
九
七
年
定
年
を
迎
え
て
名
誉
教
授
と
な
ら
れ
る
。
第
二

次
世
界
大
戦
関
係
の
文
献
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
作
家
エ
リ
・

ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
、
ロ
ナ
ル
ド
・
Ｄ
・
レ
イ
ン
な
ど
の
ほ
か
英
語
文
学

も
翻
訳
、
大
佛
次
郎
氏
の
「
パ
リ
燃
ゆ
」
執
筆
時
に
お
け
る
フ
ラ

ン
ス
資
料
収
集
、
翻
訳
に
貢
献
、
の
ち
大
佛
次
郎
研
究
会
会
長
も

務
め
ら
れ
た
。

村
上
光
彦
氏
に
、
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
一
九
五
四

年
、
昭
和
二
九
年
六
月
、
日
本
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
に
出
席
の
た
め

の
宮
本
正
清
先
生
の
ご
上
京
に
合
わ
せ
て
、「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

友
の
会
」
が
東
京
都
練
馬
区
清
水
町
の
片
山
敏
彦
先
生
ご
自
宅
で

開
か
れ
た
時
で
あ
る
。
蛯
原
徳
男
先
生
も
同
じ
清
水
町
に
ご
自
宅

が
あ
っ
た
の
で
、
大
阪
か
ら
お
帰
り
に
な
ら
れ
て
、
宮
本
、
片
山
、

蛯
原
の
三
先
生
お
よ
び
参
会
者
の
集
合
写
真
が
残
っ
て
い
る
。
清

水
茂
氏
の
姉
上
、
安
西
良
子
さ
ん
が
名
カ
メ
ラ
マ
ン
で
あ
っ
た
こ

と
は
僥
倖
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
が
終
え
て
蛯
原
先
生
の
ご
自
宅
の

留
守
番
役
、
山
口
三
夫
氏
の
部
屋
で
二
次
会
が
あ
り
、
誘
わ
れ
て

私
も
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ

ン
の
研
究
者
、
美
田
稔
氏
は
、
所
用
の
た
め
中
座
さ
れ
た
。
村
上

光
彦
氏
も
残
ら
れ
て
、
私
は
始
め
て
片
山
山
脈
の
俊
秀
の
卵
た
ち

に
お
目
に
か
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
東
京
で
は
月
に
一
度
、
発
表

者
が
テ
ー
マ
を
持
っ
て
発
表
す
る
集
ま
り
が
あ
り
、
片
山
先
生
も

出
席
さ
れ
て
最
後
に
助
言
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
村
上
氏
は
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「
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
」
の
発
表
を
な
さ
っ
た
。

片
山
敏
彦
先
生
没
後
、
先
生
を
偲
ぶ
会
は
度
々
開
か
れ
、
村
上

氏
は
必
ず
出
席
な
さ
っ
た
。
な
に
し
ろ
長
身
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

ら
、
ど
の
写
真
で
も
頭
だ
け
突
き
出
て
い
ら
れ
る
。「
片
山
敏
彦

文
庫
の
会
」
に
も
執
筆
、
役
員
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
洒
落
な

の
だ
ろ
う
。
裏
皮
の
コ
ー
ト
を
召
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

高
知
県
立
文
学
館
開
館
一
周
年
記
念
展
は
「
片
山
敏
彦
生
誕
百
年

記
念
」
と
し
て
内
容
の
濃
い
実
物
ば
か
り
の
展
示
で
あ
っ
た
。
そ

の
カ
タ
ロ
グ
に
「
ロ
ラ
ン
の
友
、
片
山
敏
彦
の
抵
抗
」
の
題
目
で

ご
執
筆
く
だ
さ
っ
た
。

高
知
で
日
本
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
が
開
催
さ
れ
た
時
、
先
の
夫
人

と
共
に
来
高
さ
れ
、
片
山
先
生
の
お
墓
詣
り
を
な
さ
っ
た
。
お
二

人
は
い
つ
も
ご
一
緒
で
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
夫
妻
来
日
の
折
は
、
ロ
ラ

ン
研
究
所
や
京
都
日
仏
会
館
で
村
上
氏
は
通
訳
の
大
役
を
果
た
さ

れ
た
。
敦
子
夫
人
亡
き
後
、
京
都
生
ま
れ
の
萩
原
葉
さ
ん
と
再
婚

さ
れ
た
が
、
葉
さ
ん
は
慶
應
仏
文
出
身
で
朝
日
新
聞
記
者
を
つ
と

め
た
後
、
パ
リ
・
ア
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
で
仏
語
を
修
得

さ
れ
て
い
る
。
村
上
氏
に
と
っ
て
良
き
片
腕
と
な
ら
れ
た
と
思
う
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
像
を
作
成
し
た
高
田
博
厚
氏
の
帰
国
を
迎
え

て
、
雑
誌
『
同
時
代
』
同
人
と
し
て
、
矢
内
原
伊
作
・
宇
佐
見
英

治
・
安
川
定
男
・
清
水
茂
氏
ら
と
雑
誌
の
編
集
・
執
筆
と
、
そ
の

広
範
な
文
化
活
動
に
も
深
く
係
わ
ら
れ
た
。

村
上
光
彦

略
歴

長
崎
県
佐
世
保
生
ま
れ
。
一
九
五
三
年
東
京
大
学
文
学
部
仏
文
学

科
卒
業
。
東
京
学
芸
大
学
を
経
て
一
九
六
五
年
に
は
成
蹊
大
学
助
教

授
、
の
ち
教
授
、
一
九
九
七
年
定
年
と
な
り
名
誉
教
授
。

第
二
次
世
界
大
戦
関
係
の
文
献
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー

ゼ
ル
、
ロ
ナ
ル
ド
・
Ｄ
・
レ
イ
ン
な
ど
の
ほ
か
英
語
文
学
も
翻
訳
、

大
佛
次
郎
研
究
な
ど
多
彩
な
活
動
を
行
っ
た
。
大
佛
次
郎
研
究
会
会

長
も
務
め
た
。

二
〇
一
四
年
五
月
二
二
日
、
呼
吸
不
全
の
た
め
死
去
。
八
五
歳
没
。

著

作
『
エ
ジ
プ
ト
の
神
話
』
宝
文
館
（
中
学
生
世
界
神
話
全
集
二

エ
ジ
プ

ト
編
）
一
九
五
九

『
エ
ジ
プ
ト
神
話
の
口
承
』
鷺
の
宮
書
房

一
九
六
八

『
大
佛
次
郎
――
そ
の
精
神
の
冒
険
』
朝
日
選
書

一
九
七
七
・
八

『
鎌
倉
幻
想
行
』
朝
日
新
聞
社

一
九
八
六
・
五
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『
鎌
倉
百
八
箇
所
』
用
美
社

一
九
八
九
・
四

『
パ
リ
の
誘
惑

魅
せ
ら
れ
た
異
邦
人
』
講
談
社
現
代
新
書

一
九
九
二
・
七

『
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
旅
――
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ
ヨ
ン
の
幻
想
小
説
』

未
知
谷

二
〇
一
〇
・
一
二

翻

訳
『
ド
ゴ
ー
ル
大
戦
回
顧
録
』
全
六
巻

み
す
ず
書
房

一
九
六
〇
―

一
九
六
六
。
第
二
回
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
賞

一
九
六
八

『
夜
』
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル

み
す
ず
書
房

一
九
六
七
・
九

『
死
者
の
歌
』
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル

晶
文
社

一
九
七
〇
・
一

『
夜
明
け
』
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル

み
す
ず
書
房

一
九
七
一
・
六

『
昼
』
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル

み
す
ず
書
房

一
九
七
二
・
一
〇

『
偶
然
と
必
然

現
代
生
物
学
の
思
想
的
な
問
い
か
け
』
ジ
ャ
ッ
ク
・

モ
ノ
ー

渡
辺
格
共
訳

み
す
ず
書
房

一
九
七
二
・
一
〇

『
結
ぼ
れ
』
Ｒ
・
Ｄ
・
レ
イ
ン

み
す
ず
書
房

一
九
七
三
・
一

『
砂
の
荷
物
』
ア
ン
ナ
・
ラ
ン
グ
フ
ュ
ス

晶
文
社

一
九
七
四
・
一

『
好
き
？

好
き
？

大
好
き
？

対
話
と
詩
の
あ
そ
び
』
Ｒ
・
Ｄ
・

レ
イ
ン

み
す
ず
書
房

一
九
七
八
・
二

『
人
類
学
者
と
少
女
』
Ａ
・
シ
ュ
ル
マ
ン

岩
波
現
代
選
書

一
九
八
一
・
二

『
日
常
性
の
構
造
１
・
２

物
質
文
明
・
経
済
・
資
本
主
義

一
五
―

一
八
世
紀
』
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル

み
す
ず
書
房

一
九
八
五

『
意
識
あ
る
科
学
』
エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン

法
政
大
学
出
版
局
・
叢

書
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス

一
九
八
八
・
四

『
歴
史
写
真
の
ト
リ
ッ
ク

政
治
権
力
と
情
報
操
作
』
ア
ラ
ン
・
ジ
ョ

ベ
ー
ル

朝
日
新
聞
社

一
九
八
九
・
一
〇

『
フ
ラ
ン
ス
の
お
話
一
・
二
』
ア
ン
リ
・
プ
ー
ラ

用
美
社

一
九
九
〇
・
三

『
そ
し
て
す
べ
て
の
川
は
海
へ
』
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル

朝
日
新
聞
社

一
九
九
五
・
三

『
世
界
時
間
１
・
２

物
質
文
明
・
経
済
・
資
本
主
義

一
五
―
一
八

世
紀
』
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル

み
す
ず
書
房

一
九
九
六
―

一
九
九
九

『
し
か
し
海
は
満
ち
る
こ
と
な
く
』
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル

平
野
新
介

共
訳

朝
日
新
聞
社

一
九
九
九
・
一
一

『
幻
影
の
城
館
』
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ
ヨ
ン

未
知
谷

二
〇
〇
六
・
九

『
砂
の
都
』
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ
ヨ
ン

未
知
谷

二
〇
〇
七
・
四

『
旅
の
冒
険
――
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ
ヨ
ン
短
篇
集
』
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ

ヨ
ン

未
知
谷

二
〇
一
一
・
六

『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ

み
す
ず
書

房

二
〇
一
一
・
一
二

他
多
数
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ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
自
筆
蒐
集

植

松

晃

一

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
「
第
二
の
母
」
と
呼
ん
で
慕
っ
た
マ
ル

ヴ
ィ
ー
ダ
・
フ
ォ
ン
・
マ
イ
ゼ
ン
ブ
ー
ク
の
自
筆
書
簡
を
入
手
し

ま
し
た
。
ロ
ラ
ン
と
交
流
を
始
め
た
一
八
九
〇
年
代
に
書
か
れ
た

も
の
で
、
ロ
ラ
ン
と
同
世
代
の
若
い
作
家
に
宛
て
た
も
の
で
す
。

一
部
を
翻
訳
し
、
私
個
人
の
ブ
ロ
グ
「
読
ナ
ビ
！
」
で
紹
介
し
ま

し
た
。

ロ
ラ
ン
に
も
敬
愛
す
る
人
物
の
自
筆
を
集
め
る
蒐
集
家
と
し
て

の
一
面
が
あ
り
ま
し
た
。
片
山
敏
彦
は
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い

ま
す
。「

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
ユ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
。
ユ
マ
ニ
ス
ト

に
は
種
種
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
辞
書
を
開
け
て
み
る
と

人
本
主
義
者
、
古
典
学
者
、
人
道
主
義
者
、
古
文
蒐
集
家
な
ど

の
意
味
が
あ
る
（
中
略
）
最
後
の
古
文
蒐
集
家
の
概
念
は
、
多

分
ロ
ラ
ン
の
唯
一
の
蒐
集
癖
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
古
今
の
文
化

的
偉
人
ら
の
手
蹟
を
集
め
て
い
る
事
実
に
当
て
は
ま
る
」

ロ
ラ
ン
の
日
記
や
書
簡
集
を
ひ
も
と
く
と
、
偉
人
の
自
筆
に
関

す
る
記
述
が
所
々
に
見
ら
れ
ま
す
。

一
八
九
一
年
、
二
五
歳
の
誕
生
日
に
マ
ル
ヴ
ィ
ー
ダ
か
ら
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
自
筆
を
贈
ら
れ
た
ロ
ラ
ン
は
、
そ
の
喜
び
を
母
に

綴
っ
て
い
ま
す
。
一
八
九
二
年
に
書
か
れ
た
マ
ル
ヴ
ィ
ー
ダ
へ
の

手
紙
で
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
自
筆
の
手
紙
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
知

ら
せ
て
い
ま
す
。
一
八
九
九
年
の
ド
イ
ツ
旅
行
で
は
音
楽
関
係
の

蒐
集
家
を
訪
ね
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
バ
ッ
ハ
、
ハ
イ
ド
ン
な
ど

巨
匠
の
自
筆
に
魅
せ
ら
れ
て
お
り
、
一
九
〇
六
年
の
英
国
旅
行
で
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訪
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
博
物
館
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
自

筆
が
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
ま
す
。

ロ
ラ
ン
の
友
人
で
稀
代
の
蒐
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
作
家
の

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
一
九
一
三
年
の
日
記
に
、
ロ

ラ
ン
が
ト
ル
ス
ト
イ
や
ニ
ー
チ
ェ
の
自
筆
を
見
せ
て
く
れ
た
と
書

き
残
し
て
い
ま
す
。
一
九
二
三
年
に
ロ
ラ
ン
が
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
家
に

逗
留
し
た
際
に
は
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
集
め
た
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
の

最
大
の
巨
匠
た
ち
」
の
自
筆
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
見
入
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。
ロ
ラ
ン
が
偉
人
の
自
筆
に
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を
抱
い
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
、
ロ
ラ
ン
は
ヴ
ィ
ラ
・
オ
ル
ガ
を
訪

ね
て
く
る
世
界
の
友
人
に
も
秘
蔵
の
品
々
を
披
露
し
て
い
ま
す
。

米
国
の
Ｌ
・
プ
ラ
イ
ス
や
片
山
敏
彦
、
上
田
秋
夫
ら
が
そ
の
模
様

を
活
字
に
残
し
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
片
山
の
随
筆
「
ヴ
ィ
ラ
・

オ
ル
ガ
の
思
い
出
」
は
ロ
ラ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
概
略
を
伝
え

て
お
り
、
貴
重
な
報
告
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
七
番
の
自
筆
譜
や
ゲ
ー
テ
の
描
い
た
水

彩
画
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト
の
原
稿
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
手
紙
等
々
、
ロ
ラ
ン
ら
し
い
充
実
し
た
内
容
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
遠
来
の
友
人
と
人
類
の
精
神
的
な
遺
産
を
共
有
す
る

こ
と
が
、
ロ
ラ
ン
流
の
「
お
も
て
な
し
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

生
命
の
な
い
遺
物
を
嫌
っ
た
ロ
ラ
ン
が
、
こ
れ
ら
偉
人
の
自
筆

に
ど
ん
な
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ド
イ
ツ
人

入手したマルヴィーダの自筆書簡
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女
性
エ
ル
ザ
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
宛
て
た
一
九
〇
八
年
の
手
紙
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
も
し
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
草
稿
が
私
の
手
に
入
っ
た
ら
（
残

念
な
が
ら
私
は
彼
の
領
収
書
を
一
枚
も
っ
て
い
る
だ
け
で
す
）、
そ
れ
と

も
大
芸
術
家
の
貴
重
な
記
念
品
の
何
か
が
手
に
入
っ
た
な
ら
、
私

は
そ
れ
を
、
プ
ロ
シ
ア
国
王
に
も
、
共
和
国
大
統
領
に
も
、
ア
カ

デ
ミ
ー
に
も
、
図
書
館
に
も
遺
贈
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
私
は
そ

れ
を
一
人
の
芸
術
家
に
あ
た
え
ま
し
ょ
う
、
将
来
、
同
じ
よ
う
に

す
る
と
い
う
条
件
で
。
――
芸
術
は
私
た
ち
の
富
、
私
た
ち
の
王

国
、
私
た
ち
の
遺
産
で
す
。
私
は
そ
れ
が
野
蛮
人
の
手
に
渡
る
の

を
許
し
ま
せ
ん
」

時
代
を
超
え
て
流
れ
着
い
た
手
紙
や
草
稿
な
ど
の
自
筆
類
は
、

時
間
の
彼
方
に
没
し
た
偉
大
な
魂
の
肉
声
を
今
に
伝
え
、
創
造
の

閃
き
を
再
現
す
る
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で
す
。
歴
史
家
・
研
究
者
と

し
て
、
ロ
ラ
ン
に
は
そ
う
し
た
史
料
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ
以
上
に
、
ロ
ラ
ン
に
と
っ
て
人
生

の
「
道
づ
れ
」
で
あ
る
巨
匠
た
ち
の
自
筆
は
、
聖
遺
物
だ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
畏
敬
に

あ
ふ
れ
る
宗
教
的
感
情
を
か
き
た
た
せ
る
」
も
の
と
い
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

自
筆
の
蒐
集
に
つ
い
て
書
か
れ
た
ロ
ラ
ン
の
文
章
や
、
ロ
ラ
ン

と
蒐
集
を
テ
ー
マ
に
し
た
資
料
等
を
ご
存
じ
の
方
が
い
た
ら
、
ご

教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（

賛
助
会
員
・
一
九
八
〇
年
生
ま
れ
）

参
考
文
献

清
水
茂
編
『
片
山
敏
彦

詩
と
散
文
』
小
沢
書
店

み
す
ず
書
房
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
二
六
』
所
収
「
ド
イ
ツ
旅
行
・

イ
ギ
リ
ス
旅
行
」
山
口
三
夫
訳

み
す
ず
書
房
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
三
二
』
所
収
「
マ
ル
ヴ
ィ
ー

ダ
・
フ
ォ
ン
・
マ
イ
ゼ
ン
ブ
ー
ク
へ
の
手
紙
」
宮
本
正
清
・
山
上

千
枝
子
訳

み
す
ず
書
房
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
三
三
』
宮
本
正
清
・
山
上

千
枝
子
訳

み
す
ず
書
房
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
三
七
』
所
収
「
フ
ロ
イ
ラ
イ

ン
・
エ
ル
ザ
」
宮
本
正
清
・
山
上
千
枝
子
訳

藤
原
和
夫
訳
『
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
日
記
』
東
洋
出
版

河
原
忠
彦
『
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
』
中
公
新
書

原
田
義
人
訳
『
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
全
集
』
一
九
・
二
〇

み
す
ず
書
房
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「
第
一
次
世
界
大
戦
下
の
知
識
人
――
ア
ラ
ン
と

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
」
の
講
演
を
聴
い
て

井

土

真

杉

一
一
月
一
日
の
講
演
に
つ
い
て
、
即
興
曲
的
（
い
き
な
り
）
で
、

幻
想
曲
的
（
と
り
と
め
な
い
）
な
感
想
で
す
が
…

短
い
時
間
で
し
た
が
、
興
味
深
い
資
料
と
と
も
に
充
実
し
た
お

話
で
感
銘
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
講
演
後
の
多
く
の
方
の
発
言
も
含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
の
こ

と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
自
分
の
感
想
を
大
き
く
括
る
と
す
れ
ば
、
第
一
次
、
第
二

次
大
戦
、
そ
し
て
現
代
の
、
世
界
と
日
本
の
知
識
人
、
民
衆
、
政

治
の
あ
り
よ
う
と
の
関
連
で
感
じ
た
こ
と
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
ア
ラ
ン
の
戦
争
へ
の
か
か
わ
り
方
で
す
が
、（
非
難
す
る

意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、
彼
が
大
戦
に
志
願
し
て
参
加
し
た
と
い

う
こ
と
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
は
徴
兵
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
ペ
ギ
ー
、
ラ
ヴ
ェ
ル
な
ど
芸

術
家
た
ち
も
憑
か
れ
た
よ
う
に
志
願
兵
と
な
っ
た
と
聞
き
ま
す
。

第
一
次
大
戦
の
「
塹
壕
戦
」
に
象
徴
さ
れ
る
悲
惨
さ
は
歴
史
的
な

語
り
草
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
ラ
ン
は
そ
の
生
々
し
い
体
験
を

語
ら
ず
、
皮
肉
っ
ぽ
い
戦
争
一
般
へ
の
考
察
し
か
書
か
な
か
っ
た

こ
と
を
何
か
歯
が
ゆ
く
感
じ
ま
し
た
。「
モ
ラ
リ
ス
ト
」
と
は
そ

ん
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

ロ
ラ
ン
も
戦
争
の
暴
力
性
、
破
壊
性
、
大
衆
の
狂
信
な
ど
非
人

間
的
な
側
面
を
、
い
わ
ば
心
の
問
題
と
し
て
強
く
憎
み
ま
し
た
が
、

い
っ
ぽ
う
戦
争
の
よ
っ
て
来
る
原
因
、
政
治
・
経
済
の
側
面
に
つ

い
て
も
か
な
り
深
く
考
え
た
（「
チ
ボ
ー
家
・
一
九
一
四
年
夏
」
ほ
ど

で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
よ

う
な
テ
ー
マ
で
は
、
近
代
の
戦
争
へ
の
社
会
科
学
的
な
視
点
の
論

議
も
一
定
は
あ
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
愚
考
し
ま

し
た
。

戦
争
を
起
こ
す
た
め
に
は
、
民
衆
の
狂
信
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
、
愛
国
主
義
の
昂
揚
が
不
可
欠
で
す
が
、
近
代
の
日
本
で
は
、
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加
え
て
天
皇
制
と
国
家
神
道
と
い
う
特
有
の
も
の
が
か
ら
ん
で
、

よ
り
複
雑
化
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ロ
ラ
ン
の
薫
陶
を
受
け
て

「
人
間
の
愛
と
尊
重
と
魂
の
自
由
」
を
謳
歌
し
て
い
た
高
村
光
太

郎
も
、
戦
時
の
サ
イ
レ
ン
が
本
能
の
よ
う
に
「
私
を
宮
城
の
方
角

に
向
け
た
」
と
告
白
し
て
い
ま
す
（
詩
集
『
暗
愚
小
伝
よ
り
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
』）
し
、
現
代
日
本
の
右
派
の
靖
国
へ
の
こ
だ
わ
り
、
侵
略

戦
争
美
化
も
そ
れ
を
引
き
ず
っ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
点
、
日
露
戦
争
の
時
代
に
、

（
…
）
す
め
ら
み
こ
と
は
戦
ひ
に
／
お
ほ
み
づ
か
ら
は
出
で

ま
さ
ね
／
か
た
み
に
人
の
血
を
流
し
／

獣
の
道
に
死
ね
よ
と
は
／
大
み
こ
こ
ろ
の
深
け
れ
ば
／
も
と

よ
り
い
か
で
思
さ
れ
む
（
…
）

と
歌
っ
た
与
謝
野
晶
子
は
大
し
た
も
ん
だ
と
思
っ
た
り
。

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
因
縁
に
つ
い
て
発
言
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス

人
の
か
た
の
話
は
大
変
興
味
深
く
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ

な
と
感
心
し
ま
し
た
。
一
方
、
や
は
り
い
ま
の
Ｅ
Ｕ
の
苦
闘
、
仏

独
共
通
の
歴
史
教
科
書
の
使
用
な
ど
を
、
現
在
の
わ
が
国
、
と
り

わ
け
安
倍
政
権
下
の
日
本
と
中
国
、
韓
国
の
関
係
と
比
べ
て
考
え

る
と
、
実
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

ロ
ラ
ン
の
よ
う
な
偉
大
な
文
豪
、
平
和
主
義
者
・
活
動
家
の
後

継
者
は
い
ま
い
な
い
の
か
、
と
い
う
意
味
の
発
言
も
あ
り
、
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
た
し
か
に
現
代
は
東
西
と
も
、
文
学
者
に
限

ら
ず
、
政
治
家
そ
の
他
、
す
べ
て
指
導
的
人
物
も
小
粒
に
な
っ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
い
い
悪
い
は
別
に
し
て
、
レ
ー
ニ
ン
、

ス
タ
ー
リ
ン
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
な
ど
と
い
う
よ
う
な

歴
史
的
政
治
家
や
、
ガ
ン
ジ
ー
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
そ
の
他
、
二
〇

世
紀
前
半
ま
で
は
、
世
界
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
大
物

が
い
ま
し
た
の
に
。
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
専
門
の
細
分
化
、

高
度
の
情
報
社
会
化
が
そ
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
こ
う
も
思
い
ま
す
。
ロ
ラ
ン
な
ど
は
た
く
さ
ん
の
城
門
を

も
っ
た
巨
大
な
都
市
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

引
き
継
ぐ
こ
と
は
不
可
能
だ
。
で
も
そ
の
一
つ
の
門
で
あ
る
、
平

和
主
義
、
非
暴
力
の
精
神
を
一
例
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
時
代

に
応
じ
て
世
界
各
地
で
引
き
継
が
れ
発
展
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
日
本
で
は
例
え
ば
「
９
条
の
会
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
、

な
ど
と
考
え
て
み
ま
し
た
。

（
二
〇
一
四
・
一
一
・
四
）
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『
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
』
を
観
劇
し
て

――
ア
ト
リ
エ
劇
研
三
〇
周
年
記
念
公
演
――

中

田

裕

子

昨
年
秋
、
館
主
の
自
宅
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
訪
ね
た
。
劇

場
三
〇
周
年
を
記
念
し
て
先
生
の
翻
訳
作
品
を
上
演
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ど
の
作
品
の
上
演
を
望
ま
れ
ま
す
か
。
私
た

ち
が
そ
う
尋
ね
る
と
、
先
生
は
書
斎
に
入
ら
れ
た
。
ド
ア
の
隙

間
か
ら
は
、
広
い
部
屋
を
所
狭
し
と
埋
め
尽
く
し
て
い
る
、
書

棚
と
蔵
書
が
み
え
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
一
冊
の
本
を
手
に
で

て
こ
ら
れ
た
。
少
し
震
え
る
手
で
、
差
し
出
さ
れ
た
の
が
「
ピ

エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
は
先
立
っ
た
友
と

書
い
た
も
の
で
す
。
か
細
い
声
で
、
私
に
託
さ
れ
た
。

――
演
出
よ
り

上
演
一
ヶ
月
前
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
演
出
の
あ
ご
う
さ
と

し
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
た
。

「
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
愛
が
今
の
世
代
に
わ
か
る
か
ど
う
か
と

思
い
ま
す
が
、
九
〇
歳
を
過
ぎ
ら
れ
た
波
多
野
先
生
か
ら
託

さ
れ
た
気
持
ち
を
大
切
に
演
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

私
は
「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
」
の
い
ろ
ん
な
場
面
を
思
い
浮

か
べ
な
が
ら
、
ど
ん
な
舞
台
に
な
る
の
か
し
ら
と
、
期
待
で
わ
く

わ
く
し
な
が
ら
早
く
観
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

原
作

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
」

脚
色

波
多
野
茂
彌
・
小
島
達
雄

演
出

あ
ご
う
さ
と
し

一
一
月
一
三
日
か
ら
一
八
日
ま
で
ア
ト
リ
エ
劇
研
で
上
演
さ

れ
た
。

そ
こ
で
私
は
一
六
日
と
最
終
上
演
の
一
八
日
の
二
回
観
劇
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

一
九
一
八
年
一
月
三
〇
日
水
曜
日
の
晩
か
ら
三
月
二
九
日
の
聖

金
曜
日
ま
で
の
物
語
で
す
。

舞
台
は
ピ
エ
ー
ル
家
の
居
間
だ
け
で
進
行
。
炊
飯
器
、
ジ
ャ
ー
、

リ
モ
コ
ン
式
テ
レ
ビ
や
携
帯
電
話
な
ど
、
今
の
私
た
ち
と
変
わ
り
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な
い
生
活
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

人
間
ら
し
さ
を
失
わ
せ
る
戦
時
下
で
の
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス

の
出
会
い
と
純
粋
な
愛
。
ま
も
な
く
戦
場
に
召
集
さ
れ
る
ピ
エ
ー

ル
、
戦
場
か
ら
数
日
の
休
暇
を
も
ら
っ
て
帰
宅
し
て
い
る
兄
フ
ィ

リ
ッ
プ
と
息
子
を
戦
場
に
送
っ
て
い
る
父
、
三
人
の
戦
争
に
対
す

る
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
や
考
え
な
ど
の
会
話
。

約
一
〇
〇
年
の
時
が
過
ぎ
、
大
き
く
変
化
し
た
文
明
と
不
変
の

愛
と
戦
争
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
う
ま
く
調
和
さ
れ
て
い
て
、
遠
い

昔
に
書
か
れ
た
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
世
界
を
身
近
に
現
在
進
行
し

て
い
る
出
来
事
の
よ
う
に
感
じ
、
私
は
ど
ん
ど
ん
物
語
の
中
へ
ひ

き
こ
ま
れ
た
。
そ
し
て
あ
っ
と
言
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
去
っ
て

い
っ
た
。

サ
ン
・
ジ
ェ
ル
ベ
教
会
で
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
が
愛
を
誓
い

あ
っ
て
い
た
そ
の
瞬
間
に
爆
撃
さ
れ
、
巨
大
な
大
理
石
の
柱
が
彼

ら
の
上
に
ど
っ
と
崩
れ
た
。
こ
の
最
後
の
場
面
の
感
情
を
お
さ
え

た
抑
揚
の
少
な
い
朗
読
は
、
ぐ
っ
と
心
に
沁
み
こ
み
胸
が
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
た
。

舞
台
が
終
了
し
て
も
、
だ
れ
も
動
こ
う
と
は
せ
ず
、
し
ば
ら
く

感
動
の
静
寂
が
漂
っ
て
い
た
。
ラ
イ
ト
が
つ
き
出
演
者
が
舞
台
に

並
ぶ
と
わ
れ
に
返
っ
た
よ
う
な
大
き
な
拍
手
。
周
り
を
見
る
と
観

客
の
大
部
分
は
感
動
し
た
表
情
の
若
い
人
た
ち
で
あ
る
。
現
在
の

場
面
設
定
と
不
変
の
テ
ー
マ
を
組
み
合
わ
せ
て
テ
ン
ポ
よ
く
表
現

し
て
い
た
の
で
若
い
人
た
ち
に
も
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

私
の
大
好
き
な
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
「
ピ
エ
ー
ル
と

リ
ュ
ー
ス
」
が
、
今
、
こ
ん
な
ふ
う
に
蘇
り
、
い
ろ
ん
な
世
代
の

人
々
に
感
動
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。

今
日
で
舞
台
が
終
わ
り
だ
と
さ
み
し
い
気
持
ち
で
入
り
口
を
出

る
と
、
そ
こ
に
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
役
の
人
が
立
っ
て
い
た
。

「
す
ご
く
よ
か
っ
た
で
す
。
あ
り
が
と
う
！

何
度
で
も
観
た

い
か
ら
ま
た
い
つ
か
上
演
し
て
ほ
し
い
で
す
。」

と
話
し
か
け
る
と
、
ピ
エ
ー
ル
が

「
ぼ
く
も
も
っ
と
や
り
た
い
で
す
、
あ
ご
う
さ
と
し
さ
ん
に
頼

ん
で
く
だ
さ
い
。」

と
元
気
な
声
が
返
っ
て
き
た
。

ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
や
り
切
っ
た
と
い

― 31 ―



う
充
実
し
た
表
情
が
印
象
的
だ
っ
た
。

私
は
感
動
に
浸
り
、
そ
し
て
「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
」
を
友

の
思
い
出
と
と
も
に
ず
っ
と
大
切
に
さ
れ
て
き
た
波
多
野
先
生
の

こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
一
一
月
の
夕
暮
れ
の
寒
い
風
の
中
を
停
留

所
へ
向
か
っ
た
。

パ
リ
便
り

シ
ッ
シ
ュ
・
由
紀
子

シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
襲
撃
と
共
和
国
の
行
進

二
〇
一
五
年
は
衝
撃
的
な
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。
一
月
七
日
、

シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
誌
が
襲
撃
さ
れ
、
そ
れ
に
続
く
数
日
の
間

に
、
警
官
、
ユ
ダ
ヤ
教
食
材
ス
ー
パ
ー
の
客
な
ど
、
一
七
人
が
イ

ス
ラ
ム
過
激
派
を
名
乗
る
三
人
の
テ
ロ
リ
ス
ト
に
殺
害
さ
れ
た
の

で
す
。
ア
ラ
ブ
・
ア
フ
リ
カ
系
と
は
い
え
、
容
疑
者
が
い
ず
れ
も

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
育
っ
て
い
た
こ
と
に
、
国
民
は
一
層
の
衝
撃

を
受
け
ま
し
た
。

事
件
を
巡
る
日
本
で
の
報
道
を
見
る
と
、
テ
ロ
行
為
を
弾
劾
し

な
が
ら
も
、
風
刺
画
そ
の
も
の
の
評
価
や
「
表
現
の
自
由
」
と

い
っ
た
、
襲
撃
事
件
の
い
わ
ば
下
流
に
あ
る
事
象
ば
か
り
が
争
点

に
な
り
、
西
洋
の
価
値
観
の
押
し
つ
け
だ
と
反
発
し
、
他
者
の
感

情
に
「
配
慮
」
せ
よ
と
い
う
日
本
的
規
範
を
持
ち
出
し
て
結
論
と

す
る
日
本
的
価
値
観
の
再
確
認
の
た
め
に
書
か
れ
た
よ
う
な
記
事

や
コ
メ
ン
ト
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
共
和
国
の
行
進
」
で
、
四
〇
〇
万
人
も
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
通

り
を
埋
め
た
の
は
、
シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
の
風
刺
画
を
擁
護
す

る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
は
、
五
月
革

命
の
流
れ
を
汲
む
人
気
風
刺
画
家
た
ち
を
抱
え
な
が
ら
も
、
時
流

の
変
化
と
共
に
マ
イ
ナ
ー
な
週
刊
誌
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
表

現
の
自
由
」
を
翳
し
て
や
り
た
い
放
題
だ
っ
た
訳
で
も
な
く
、
こ

れ
ま
で
、
何
度
も
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
、
負
け
れ
ば
民
主
主
義
国
家

の
法
に
従
っ
て
制
裁
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
事
件
で
は
、

そ
れ
が
「
イ
ス
ラ
ム
法
」
に
則
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
国
家
の
根
幹
を
揺
る
が
す
事
態
で
す
。

二
〇
〇
年
以
上
も
前
に
、
ボ
ル
テ
ー
ル
ら
啓
蒙
思
想
家
は
「
狂
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信
的
信
仰
」
を
弾
劾
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
「
王
権
神
授
説
」
を

背
景
と
す
る
王
政
を
倒
し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

「
自
由
」
と
は
、
個
々
の
人
間
が
、「
神
」
に
依
ら
ず
に
自
分
で
決

め
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
個
人
の
価
値
観
の
多
様
化
で
社
会
や

国
家
の
枠
組
み
が
薄
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
国
の
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
」
を
巡
る
論
争
が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
せ
て
い
た
矢
先

に
今
回
の
襲
撃
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
惨
劇
を
前
に
、
フ
ラ
ン
ス

国
民
に
脈
々
と
流
れ
て
い
た
「
不
敬
の
精
神
」
が
目
覚
め
、「
ラ

イ
シ
テ
（
政
教
分
離
）」
に
基
づ
く
「
共
和
国
」
の
理
念
を
再
認

識
し
た
か
ら
こ
そ
、
歴
史
的
な
国
民
的
結
束
と
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。さ

て
、
事
件
の
「
上
流
」
に
は
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
勢
力
が
い
ま

す
。
程
な
く
し
て
、
日
本
も
名
指
し
で
脅
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
日
本
人
殺
害
の
理
由
は
、
日
本
が
「
十
字
軍
」

に
加
担
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
二
一
世
紀
に
、
一
〇
〇
〇
年
前

の
ア
ラ
ー
の
聖
戦
士
た
ち
の
亡
霊
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と

は
…

現
代
に
蘇
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

死
後
七
〇
年
が
経
過
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
に
入
っ
た

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
（
一
八
六
六
―
一
九
四
四
）
の
著
作
の
再
版
が
相

次
い
で
い
る
。
既
に
、
二
〇
〇
八
年
に
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト

フ
』（
ア
ル
バ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
社
）、
二
〇
一
三
年
に
『
戦
い
を
超

え
て
』（
パ
イ
ヨ
社
）、
二
〇
一
四
年
に
『
あ
り
し
日
の
音
楽
家
た

ち
』（
ア
ク
ト
・
ス
ュ
ド

１社
）
が
再
版
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
五

年
は
こ
の
動
き
が
加
速
し
そ
う
だ
。

年
明
け
早
々
『
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
生
涯
』（
ジ
ャ
ン
・
ラ
コ
ス
テ

の
序
文
付
き
二
二
〇
ペ
ー
ジ
、
バ
ル
テ
ィ
ヤ
社
）
が
書
店
に
並
ん
だ
。

一
九
〇
三
年
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
主
宰
の
『
カ
イ
エ
・
ド
・
ラ
・

カ
ン
ゼ
ー
ヌ
』
で
発
表
し
た
評
論
で
、「
私
が
『
英
雄
』
と
呼
ぶ

の
は
、（
思
想
や
力
で
は
な
く
）
心
が
偉
大
な
者
た
ち
だ
け
だ
。」
と

い
う
言
葉
が
有
名

２だ
。

ち
な
み
に
、
昨
年
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
友
の
会
は
、
ペ
ギ
ー

没
後
一
〇
〇
年
記
念
事
業
と
し
て
、
国
立
印
刷
所
の
ア
ー
ト
・
版

画
本
ア
ト
リ
エ
と
共
同
で
『
カ
イ
エ
』
一
五
冊
の
復
刻
版
を
二
五

〇
部
限
定
で
制
作
し
、
二
〇
一
五
年
一
月
か
ら
二
〇
一
六
年
末
の

間
に
配
本
予
定
だ
。
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
間
に
発
行
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さ
れ
た
全
カ
イ
エ
の
内
、
各
シ
リ
ー
ズ
か
ら
一
冊
ず
つ
厳
選
さ
れ

た
一
五
冊
の
中
に
『
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
生
涯
』
も
入
っ
て
い

３る
。

没
後
、
ア
ル
バ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
ペ

ギ
ー
』
も
、
高
等
師
範
学
校
哲
学
学
部
長
マ
ル
ク
・
ク
レ
ポ
ン
の

序
文
付
き
四
五
〇
ペ
ー
ジ
で
、
ラ
・
デ
ク
ベ
ル
ト
社
か

４ら
、『
リ

リ
ュ
リ
』（
一
九
一
九
）
と
『
機
械
の
反
抗
』（
一
九
二
一
）
も
、
オ
・

タ
ン
・
ド
・
ス
リ
ー
ズ
社
か
ら
既
に
再
版
さ
れ
て
い

５る
。

今
後
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
ウ
ィ
キ
メ
デ
ィ
ア
・
フ
ラ
ン

ス
は
、
ブ
ッ
ク
・
ス
キ
ャ
ナ
ー
と
い
う
機
械
で
『
道
連
れ
た
ち
』

（
一
九
三
五
、
ア
ル
バ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
社
）
の
抜
粋
を
デ
ジ
タ
ル
化

し
、
ウ
ィ
キ
ソ
ー
ス
で
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
す
る
予

６定
。

ま
た
、
レ
・
シ
ャ
ン
・
ガ
ル
ニ
エ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
日
記

と
書
簡
を
除
く
、
文
芸
作
品
・
政
治
的
考
察
・
戯
曲
・
音
楽
評
論

に
関
す
る
全
て
の
作
品
を
扱
っ
た
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
』
の

再
版
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
一
〇
年
程
の
長
期
的
な
ス
パ
ン
で
展
開
す

る
方
針
ら
し

７い
。

こ
う
し
た
出
版
界
の
動
き
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
二
〇
一
五
年

一
月
一
六
日
か
ら
三
一
日
の
間
、
第
一
回
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ

イ
ン
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
、
一
月
三
一
日
に
は
、

パ
リ
第
八
大
学
に
て
、
半
日
に
わ
た
り
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
関

す
る
一
連
の
発
表
が
あ
っ

８た
。

デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
り
、
迅
速
で
広
範
囲
な
伝
播
が
可
能
と

な
っ
た
今
日
、
前
世
紀
の
偉
大
な
思
想
家
の
言
葉
に
第
二
の
命
が

吹
き
込
ま
れ
、
混
沌
さ
を
増
す
世
界
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
て

く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
。

１

http
://w

w
w
.actes- sud.fr/catalogue/m

usique/
m
usiciens- dautrefois

２

http
://w

w
w
.editions- bartillat.fr/fiche- livre.php?Clef=399

３

http
://w

w
w
.charlespeguy.fr/new

s/157

４

http
://w

w
w
.editionsladecouverte.fr/catalogue/

index- Peguy- 9782359251005.htm
l

５

http
://w

w
w
.fontaineolivres.com

/
livre- liluli- suivi- de- la- revolte- des- m

achines,2634.htm
l

６

http
://festivaldom

ainepublic.org/
rom

ain- rolland- 31- janvier.htm
l

７
http

://w
w
w
.lejdc.fr/nievre/actualite/2014/12/26/l- uvre- de-

rom
ain- rolland- entre- dans- le- dom

aine- public_11269567.htm
l

８

http
://festivaldom

ainepublic.org/
rom

ain- rolland- 31- janvier.htm
l
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山
口
俊
章
先
生
の
訃
報
を
聞
い
て上

西

妙

子

九
七
年
の
夏
、「
ア
ラ
ゴ
ン
の
世
紀
」
会
議
に
出
席
の
た
め
パ

リ
に
滞
在
中
の
山
口
先
生
か
ら
頂
い
た
葉
書
を
、
今
も
大
切
に

持
っ
て
い
る
。
コ
ピ
ー
を
し
て
、
学
生
た
ち
に
読
ま
せ
も
し
た
。

人
間
が
作
っ
た
最
も
美
し
く
、
ま
た
最
も
人
間
く
さ
い
都
会
と
先

生
が
さ
れ
る
パ
リ
、
そ
の
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
界
隈
に
あ
っ
て
、
議
論

の
果
す
大
切
さ
が
心
身
に
迫
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
と
先
生
は

書
き
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
ま
た
、
自
然
に
逃
れ
な
い
知
性
の
重
み

が
、
街
頭
で
も
真
剣
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
感
動
す
る

と
も
あ
っ
た
。

そ
れ
よ
り
一
五
年
も
前
に
初
め
て
お
会
い
し
た
こ
ろ
、
先
生
が

言
わ
れ
た
こ
と
を
私
は
忘
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
研
究

す
る
と
決
め
た
の
な
ら
、
そ
の
最
良
の
部
分
を
考
え
つ
づ
け
る
こ

と
、
そ
の
た
め
に
、
日
本
的
な
曖
昧
な
知
の
土
壌
に
埋
没
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

山
口
先
生
を
思
い
出
す
と
き
、
中
世
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
の
背

景
に
見
ら
れ
る
、
あ
の
き
れ
い
な
空
色
が
広
が
る
。
地
の
糧
の
愉

し
み
の
時
、
そ
し
て
友
愛
の
会
話
を
分
け
持
た
せ
て
下
さ
っ
た
先

生
の
上
に
は
、
い
つ
も
き
れ
い
な
水
色
の
空
が
あ
っ
た
。
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短

信
＊
み
す
ず
書
房

世
界
的
経
済
書
『
２１
世
紀
の
資
本
』
を
翻
訳
・
出

版
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
氏
を
日
本

に
招
き
、
格
差
社
会
に
議
論
を
呼
ぶ
。

＊
重
本
恵
津
子
さ
ん

一
九
九
三
年
と
九
四
年
続
け
て
『
魅
せ
ら
れ

た
る
魂
』
を
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
で
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
演
出
家
蜷
川
幸
雄
氏
が
二
〇
〇
六
年
創
設
し
た
五
五
歳
以
上
限

定
の
さ
い
た
ま
ゴ
ー
ル
ド
シ
ア
タ
ー
の
プ
ロ
劇
団
員
と
な
ら
れ
、
昨

年
「
鴉
よ
、
お
れ
た
ち
は
弾
丸
を
こ
め
る
」
を
地
元
並
び
に
パ
リ
公

演
を
さ
れ
パ
リ
市
民
に
も
感
動
を
与
え
た
。
最
高
齢
八
九
歳
で
重
本

さ
ん
は
主
役
を
演
じ
た
。
高
齢
社
会
の
現
在
の
人
生
の
師
で
も
あ
る
。

＊
沖
本
ひ
と
み
さ
ん

八
〇
歳
を
記
念
し
て
「
今
の
私
！
喜
び
と
共

に
」〜
沖
本
ひ
と
み
と
若
き
仲
間
た
ち
〜
を
大
阪
い
ず
み
ホ
ー
ル
で

一
一
月
開
催
。
二
〇
〇
三
年
に
は
故
尾
埜
善
司
前
理
事
長
と
ロ
ラ
ン

作
品
の
音
楽
を
ピ
ア
ノ
で
再
現
。

＊
黒
柳
大
造
さ
ん

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
拝
見
す
る
限
り
で
す
が
『
ロ

マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
の
読
書
会
は
順
調
な
御
様
子
で
な
に
よ
り
で
す
。

最
近
は
京
都
に
う
か
が
う
機
会
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
一
一
月
の
久
保
先
生
の
講
演
会
は
聴
講
に
う
か
が
い
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
今
年
も
成
瀬
正
一
研
究
家
で
あ
る

石
岡
久
子
先
生
か
ら
「
成
瀬
正
一
日
記
」
の
翻
刻
（
香
川
大
学
紀
要

「
国
文
研
究
」
か
ら
の
抜
粋
）
が
届
き
ま
し
た
の
で
コ
ピ
ー
を
同
封

し
ま
す
。

＊
山
口
千
鶴
さ
ん

読
書
会
か
ら
帰
宅
後
、
改
め
て
『
魅
せ
ら
れ
た

る
魂
』
を
、
ボ
ツ
ボ
ツ
読
み
返
し
て
い
ま
す
。
自
然
に
二
〇
代
、

三
〇
代
の
頃
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
当
時
の
私
は
、
行
動
や

思
考
（
と
言
え
る
程
の
も
の
で
な
い
に
し
て
も
）
は
、
ア
ン
ネ
ッ
ト

と
共
に
過
ご
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
懐
か
し
く
ま
た
も
涙
が
と
ま
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
改
め
て
考
え
る
と（
当
時
も
思
っ
て
い
ま
し
た
が
）、

「
ア
ン
ネ
ッ
ト
の
人
生
」
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
翻
訳
者
の
宮
本
先

生
の
、
感
性
と
情
熱
と
力
量
は
、
私
や
私
た
ち
に
と
っ
て
最
高
の
恵

み
で
あ
っ
た
と
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。
も
し
『
魅
せ
ら
れ
た
る

魂
』
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
、
私
の
越
し
方
は
違
っ
て
い
た
と
つ
く
づ

く
思
い
ま
す
。

＊
月
ヶ
洞
晶
子
さ
ん

私
今
、『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
読
ん
で
い

ま
す
。
初
め
の
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
位
は
少
し
し
ん
ど
か
っ
た
の
で
す
が
、

「
夏
」
は
ど
う
し
て
男
性
が
こ
れ
を
書
け
た
の
だ
ろ
う
か
と
不
思
議

な
感
覚
を
受
け
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
全
て
の
作
家
が
女
性
を
書
く
わ

け
で
す
が
、
今
迄
思
い
も
し
な
か
っ
た
感
覚
を
持
っ
た
わ
け
で
す
。

遠
い
学
生
時
代
一
冊
読
ん
で
（
多
分
「
ア
ン
ネ
ッ
ト
と
シ
ル
ヴ
ィ
」

だ
け
だ
と
思
い
ま
す
）
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、

今
度
は
読
ん
で
か
ら
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
に
行
く
と
い
う
目
標

を
持
っ
て
頑
張
り
ま
す
。（
有
馬
通
志
子
さ
ん
ご
長
女
）
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訃
報

蜷
川

譲
さ
ん

七
月
九
日
、
誤
嚥
（
ご
え
ん
）
性
肺
炎
で
死
去
、
八
九
歳
。
元
日
本
福

祉
大
学
教
授
。
二
〇
〇
二
年
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
で
「
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
の
後
継
者
た
ち
」
と
題
し
て
ご
講
演
く
だ
さ
っ
た
。
一
九
五
一
年

に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
協
会
を
設
立
、
機
関
誌
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
』

を
発
刊
。

山
口
俊
章
さ
ん

九
月
二
六
日
、
急
性
白
血
病
に
伴
う
肺
炎
の
た
め
死
去
、
七
八
歳
。
大

佛
次
郎
研
究
会
会
長
、
元
神
戸
大
大
学
院
教
授
。
二
〇
〇
六
年
、
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
で
「
戦
間
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
」
と
題

し
て
ご
講
演
く
だ
さ
っ
た
。

山
口
俊
章
先
生
の
ご
長
男
俊
洋
氏
か
ら
次
の
よ
う
な
ご
連
絡
が
あ
り
ま

し
た
。

先
月
九
月
二
六
日
、
父
が
逝
去
い
た
し
ま
し
た
。
葬
儀
は
、
九
月
二
八

日
、
父
の
意
向
に
よ
り
、
親
戚
縁
者
の
み
に
て
、
執
り
行
い
ま
し
た
。

入
院
中
、
誰
に
も
伝
え
な
い
よ
う
に
と
の
本
人
の
意
向
を
尊
重
し
た
た

め
、
突
然
こ
の
よ
う
な
形
で
の
ご
報
告
と
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、
何
卒
ご

了
承
下
さ
い
。
抗
が
ん
剤
治
療
を
受
け
な
が
ら
も
、
仕
事
が
で
き
る
か
ぎ

り
は
と
、
病
室
や
自
宅
の
書
斎
で
『
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
史
』
の
執
筆
を
続
け
、

五
月
末
に
は
大
佛
次
郎
研
究
会
の
会
長
と
し
て
、
大
佛
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ

ン
に
関
す
る
研
究
発
表
を
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
体
調
不
良
で
入
退

院
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
死
因
は
骨
髄
異
形
性
症
候

群
か
ら
急
性
白
血
病
に
移
行
し
た
末
、
併
発
し
た
肺
炎
で
す
。
八
月
二
日

に
入
院
し
て
か
ら
、
帰
宅
す
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
病
室
で
最
期
の
時
を

迎
え
ま
し
た
。
父
も
、
い
ま
一
度
、
フ
ラ
ン
ス
を
、
パ
リ
を
、
そ
し
て
京

都
を
訪
ね
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
か
な
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
で
も
最
後
ま
で
、
仕
事
に
生
き
よ
う
と
し
た
、
誇
る
べ
き
父
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
父
が
病
室
に
残
し
た
メ
モ
帳
に
記
さ
れ
た
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
に
関
す
る
メ
モ
の
写
し
を
、
訃
報
記
事
（
神
奈
川
新
聞
）
と
と
も

に
添
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

末
筆
に
な
り
ま
し
た
が
、
父
が
生
前
賜
り
ま
し
た
ご
厚
誼
に
、
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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財
団
法
人
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
趣
意
書

設
立
者
・
初
代
理
事
長

宮
本

正
清

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
（
一
八
六
六
〜
一
九
四
四
）
は
、
日
本
人
に
も
っ
と

も
強
く
深
い
、
精
神
的
、
道
徳
的
影
響
を
与
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家

の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
武
者
小
路
実
篤
、
志
賀
直
哉
等
の
白
樺
派
の
人
々

を
は
じ
め
、
高
村
光
太
郎
、
尾
崎
喜
八
、
大
仏
次
郎
、
小
島
政
二
郎
そ
の

他
の
作
家
、
音
楽
家
、
画
家
、
彫
刻
家
、
さ
ら
に
科
学
者
、
実
業
各
方
面

に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
青
春
時
代
を
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
思
想
、
芸
術
の

光
に
照
ら
さ
れ
、
人
格
的
感
化
陶
冶
を
受
け
た
者
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
真
の
偉
大
さ
と
、
存
在
価
値
は
、
た
ん

に
文
学
的
分
野
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
博
大
な
人
間
愛

に
あ
り
ま
す
。
人
種
、
文
化
、
文
明
等
の
あ
ら
ゆ
る
国
境
を
越
え
て
、
真

に
世
界
的
、
人
類
的
で
あ
る
彼
の
愛
の
精
神
は
、「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト

フ
」「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
そ
の
他
の
小
説
、
戯
曲
、
伝
記
、
文
学
的
、

音
楽
的
、
歴
史
的
研
究
の
み
な
ら
ず
、
現
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
不
正
と
戦

う
た
め
に
、
人
権
と
自
由
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
多
く
の
政
治
的
、
社
会

的
論
争
を
生
涯
つ
づ
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ロ
ラ
ン
は
、
東
洋
と
西
洋
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
の
相
互
理
解
、
信
頼
、
尊
敬
と
両
者
の
協
力
が
、

人
類
の
進
歩
と
平
和
の
た
め
に
、
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
を
説
き
、
わ
れ

わ
れ
の
文
明
を
堕
落
と
頽
廃
か
ら
救
い
う
る
唯
一
の
道
は
、ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
、
あ
た
か
も
車
の
両
輪
の
よ
う
に
支
持
し
合
い
、
各
人
種
、
各

国
民
が
ユ
ニ
ー
ク
な
文
明
、
固
有
の
伝
統
を
尊
重
、
保
存
し
て
、
人
類
全

体
の
偉
大
な
共
有
財
産
と
し
て
、
現
存
の
そ
れ
に
勝
る
大
文
明
を
創
造
す

べ
き
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
ロ
ラ
ン
は
、
イ
ン
ド
の
哲
学
、
宗
教
を
研

究
し
た
数
巻
に
わ
た
る
著
述
の
中
で
東
洋
の
精
神
の
も
っ
と
も
深
遠
で
高

邁
な
も
の
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、

両
者
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
思
想
家
、
芸
術
家
、
偉
大
な
人
間
が
、
わ
が
日
本
に
お
い

て
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
変
る
こ
と
な
く
、
今
も
な
お
、
青
年
層

に
親
し
ま
れ
、
愛
読
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
た
め
に
、

喜
ぶ
べ
き
こ
と
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
七
〇
年
十
二
月

◆
現
在
の
主
な
三
つ
の
活
動

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー

●
講
演
会

公
開
講
座

●
読
書
会
・
研
究
会

●
機
関
誌
『
ユ
ニ
テ
』
発
行

◆
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
賛
助
会
員
に
つ
い
て

●
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
著
作
に
感
動
、
ま
た

●
彼
の
周
辺
の
芸
術
家
た
ち
に
興
味
、

●
あ
る
い
は
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
活
動
に
共
感

い
ず
れ
の
理
由
で
も
結
構
で
す
。
皆
様
の
ご
賛
同
を
お
待
ち
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

●
特
典＝

①
機
関
誌
『
ユ
ニ
テ
』
の
配
布
。
②
賛
助
会
員
の
参
考
に
資

す
る
情
報
、
資
料
等
の
提
供
。
③
公
開
講
座
無
料
。

●
会
員＝
一
般
賛
助
会
員
は
年
会
費
一
口
五
千
円
か
ら
。
特
別
賛
助
会

員
は
年
会
費
十
口
以
上
。
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ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
の
活
動

一
九
七
一

５
・
15

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本
の
青
年
（
映
画
『
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
』
上
映
）

宮
本

正
清

11
・
27

苦
悩
の
な
か
の
イ
ン
ド

森
本

達
雄

一
九
七
二

６
・
24

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
革
命

波
多
野
茂
彌

一
九
七
三

５
・
26

ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
の
教
会
を
中
心

に
し
て

高
井

博
子

12
・
18

私
の
人
間
観

末
川

博

一
九
七
四

６
・
29

私
の
通
っ
た
芝
居
の
道

毛
利

菊
枝

12
・
５

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
三
十
周
年
記
念
――
講
演
と
音
楽

の
夕
べ

佐
々
木
斐
夫

演
奏：

玉
城

嘉
子

一
九
七
六

７
・
11

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ゲ
ー
テ

南
大
路
振
一

ユ
ダ
ヤ
民
族
と
西
洋
文
明

岡
本

清
一

一
九
七
七

２
・
10

中
国
文
学
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

相
浦

杲

一
九
八
九

４
・
20

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
反
戦
思
想
と
現
代

加
藤

周
一

６
・
９

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
と
私

小
尾

俊
人

９
・
29

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇
か
ら
――
フ
ラ
ン
ス
革
命
二

〇
〇
周
年
の
記
念
に

中
川

久
定

11
・
17

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
の
出
会
い
か
ら

尾
埜

善
司
・
今
江

祥
智

一
九
九
〇

１
・
27

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
負
う
も
の
――
平
和
と
音
楽

新
村

猛

６
・
２

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ガ
ン
デ
ィ
ー

森
本

達
雄

９
・
26

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
と
私

樋
口

茂
子

10
・
26

占
領
時
代
に
お
け
る
日
本
社
会
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

小
尾

俊
人

11
・
30

ロ
ラ
ン
・
片
山
・
ヘ
ッ
セ

宇
佐
見
英
治

一
九
九
一

３
・
１

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
私

松
居

直
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４
・
19

（
財
）
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
二
十
周
年
記
念

レ
ク
チ
ャ
ー
・
リ
サ
イ
タ
ル

杉
田

谷
道

�
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
後
期
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
の
夕
べ
�

６
・
４

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

青
木
や
よ
ひ

９
・
27

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
デ
ュ
ア
メ
ル

村
上

光
彦

10
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
思
想
の
二
面
性

兵
藤
正
之
助

11
・
29

初
め
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
あ
り

岡
田

節
人

一
九
九
二

６
・
26

〈
大
洋
感
情
〉
と
宗
教
の
発
端

岩
田

慶
治

９
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
イ
タ
リ
ア

戸
口

幸
策

10
・
30

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇
を
め
ぐ
っ
て

鶴
見

俊
輔

11
・
27

宮
本
正
清

没
後
十
年
記
念
追
悼
会

ピ
ア
ノ
演
奏：
山
田

忍

静
か
に
や
さ
し
き
顔

佐
々
木
斐
夫

不
思
議
な
静
け
さ
――
宮
本
正
清
の
世
界

小
尾

俊
人

一
九
九
三

１
・
29

自
伝
的
諸
作
品
に
つ
い
て

佐
々
木
斐
夫

１
・
29

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
演
劇
的
世
界

石
田

和
男

５
・
24

ガ
ン
デ
ィ
ー
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

山
折

哲
雄

６
・
23

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
語
る
（
前
）

重
本
恵
津
子

10
・
15

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
語
る
（
後
）

重
本
恵
津
子

一
九
九
四

１
・
28

い
ま
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
語
る

尾
埜

善
司
・
今
江

祥
智

９
・
９

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
音
楽

中
野

雄

10
・
14

神
秘
と
政
治

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
そ
の
思
索
と
行
動
の

あ
い
だ

Ｂ
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ

ロ
ラ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
革
命

河
野

健
二

自
然
科
学
と
ゲ
ー
テ

岡
田

節
人

12
・
３

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ド
イ
ツ
音
楽

岡
田

暁
生

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
デ
ュ
カ
他
作
品

ピ
ア
ノ
演
奏：

小
坂

圭
太

12
・
24

お
は
な
し
「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ス
」
と
「
ま
た
逢
う
日
ま

で
」

今
江

祥
智

映
画
上
映
「
ま
た
逢
う
日
ま
で
」（
監
督

今
井

正
）

一
九
九
五

１
・
27

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本
人
た
ち

小
尾

俊
人

６
・
２

私
の
歩
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
道

片
岡

美
智

11
・
10

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
Ｒ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
周
辺

岡
田

暁
生
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一
九
九
六

６
・
14

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
の
出
会
い
か
ら

鄭

承
姫

11
・
16

レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

岡
田

暁
生

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン：

ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ

第
21
番
、
28
番

ピ
ア
ノ
演
奏：

北
住

淳

11
・
18

「
戦
間
期
の
リ
ベ
ラ
ル
」
経
済
学
か
ら
見
た
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン

本
山

美
彦

一
九
九
七

１
・
17

「
主
体
的
精
神
と
普
遍
的
人
間
愛
」
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と

魯
迅

區

建
英

６
・
６

わ
が
青
春
と
一
生

岩
淵
龍
太
郎

９
・
19

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
結
核
の
時
代

福
田

眞
人

10
・
４

ピ
ア
ノ
と
チ
ェ
ロ
の
た
め
の
夕
べ

ピ
ア
ノ
演
奏：
北
住

淳

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

チ
ェ
ロ
演
奏：

小
川
剛
一
郎

一
九
九
八

６
・
８

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
種
蒔
く
人

柏
倉

康
夫

９
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
政
治
的
魔
術
か
ら
の
解
放柳

父

圀
近

10
・
30

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

ピ
ア
ノ
演
奏：

小
坂

圭
太

レ
ク
チ
ャ
ー：

岡
田

暁
生

11
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
大
佛
次
郎

村
上

光
彦

一
九
九
九

６
・
11

ロ
ラ
ン
と
音
楽

岡
田

暁
生

10
・
８

「
日
本
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
友
の
会
」
五
十
周
年
記
念

�
園
田
高
弘
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
弾
く
�

園
田

高
弘

お
話
と
ピ
ア
ノ
演
奏

12
・
１

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
イ
ン
ド
の
精
神

森
本

達
雄

二
〇
〇
〇

10
・
13

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
五
十
五
年
と
日
本

佐
々
木
斐
夫

二
〇
〇
一

２
・
23

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
〈
老
い
の
豊
か
さ
〉

青
木
や
よ
ひ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

今
江

祥
智

尾
埜

善
司

６
・
23

（
財
）
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
三
十
周
年
記
念

コ
ン
サ
ー
ト

神
谷

郁
代

�
神
谷

郁
代

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
弾
く
�
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12
・
21

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ュ

二
〇
〇
二

４
・
20

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：

ピ
エ
ー
ル
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

ピ
ア
ノ
伴
奏：

郁
子
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

11
・
11

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
後
継
者
た
ち

蜷
川

譲

二
〇
〇
三

４
・
19

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：
ピ
エ
ー
ル
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

ピ
ア
ノ
伴
奏：
郁
子
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

５
・
10

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
に
よ
る
音
楽
と
レ
コ
ー
ド

尾
埜

善
司

ピ
ア
ノ
演
奏：
沖
本
ひ
と
み

５
・
31

戦
争
と
平
和
、
科
学
を
考
え
る

プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
を
語
る

ジ
ル
・
ド
・
ジ
ェ
ン
ヌ

解
説

西
成

勝
好

11
・
22

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
読
み
な
が
ら

今
の
世
界
を
考
え
る

峯
村

泰
光

二
〇
〇
四

５
・
29

�
き
ょ
う
�
を
読
む
『
京
都
、
半
鐘
山
の
鐘
よ

鳴
れ
！
』

朗
読
と
お
は
な
し
の
会

お
は
な
し

尾
埜

善
司

朗
読

村
田
ま
ち
子

７
・
16

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
サ
マ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：

ピ
エ
ー
ル
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

ピ
ア
ノ
伴
奏：

郁
子
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

９
・
11

抗
日
中
国
に
お
け
る
中
仏
文
化
交
流

中
国
の
知
識
人
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
ど
の
よ
う
に
評

価
し
た
か

内
田

知
行

二
〇
〇
五

１
・
29

現
代
の
法
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

加
古
二
郎
と
瀧
川
事
件

園
部

逸
夫

６
・
12

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
六
十
年
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

梅
原
ひ
ま
り

神
谷
郁
代
デ
ュ
オ

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：

梅
原
ひ
ま
り

ピ
ア
ノ
演
奏：

神
谷

郁
代

６
・
25

生
々
発
展
す
る
魂

ゲ
ー
テ
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
そ
し
て
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

青
木
や
よ
ひ
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10
・
29

交
差
す
る
肖
像

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ク
ロ
ー
デ
ル

Ｊ
・
Ｆ
・
ア
ン
ス

通
訳

原
口

研
治

二
〇
〇
六

11
・
24

戦
間
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

山
口

俊
章

二
〇
〇
七

１
・
20

日
本
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
受
容
史

シ
ッ
シ
ュ
・
デ
ィ
デ
ィ
エ

通
訳

シ
ッ
シ
ュ
由
紀
子

琴

笙

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
よ
る
新
春
コ
ン
サ
ー
ト

大
谷

祥
子

豊

剛
秋
・
増
永
雄
記

２
・
３

歌
と
朗
読
の
会

歌：

下
郡

由

「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
」
朗
読尾

埜

善
司
ほ
か
会
員

７
・
21

朗
読
の
会

第
一
次
世
界
大
戦
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

そ
し
て
『
母
へ
の
手
紙
』

村
田
ま
ち
子
・
宮
本
ヱ
イ
子

10
・
13

中
国
研
究
を
通
し
て
の
日
仏
交
流

京
大
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
創
始
者
狩
野
直
喜
の
場
合

狩
野

直
禎

11
・
６

『
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
』
を
演
出
し
て

今
藤
政
太
郎

二
〇
〇
八

３
・
８

朗
読
の
会

親
子
で
読
む
・
聴
く
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
物
語
』

会
員
た
ち

６
・
28

中
国
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
紹
介
者
・
傅
雷

榎
本

泰
子

９
・
16

前
理
事
長
尾
埜
先
生
へ
の
感
謝
の
会
・
記
念
講
演

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本
人
た
ち

尾
埜

善
司

10
・
４

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
国
際
平
和
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

宮
本
正
清
の
詩
『
焼
き
殺
さ
れ
た
い
と
し
子
ら
へ
』

「
わ
ら
い
」
朗
読

尾
埜

善
司

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ベ
ッ
ト

10
・
４

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
愛
し
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

ピ
ア
ノ
演
奏：

神
谷

郁
代
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二
〇
〇
九

２
・
７

朗
読
の
会
と
ピ
ア
ノ
演
奏
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
物
語
』

ピ
ア
ノ
演
奏：

岩
坂
富
美
子

朗
読：

下
郡

由
ほ
か

「
日
本
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
友
の
会
」
六
十
周
年
記
念

６
・
13

レ
ク
チ
ャ
ー
・
ギ
タ
ー

コ
ン
サ
ー
ト

西
垣

正
信

９
・
30

フ
ー
・
ツ
ォ
ン

ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

フ
ー
・
ツ
ォ
ン

10
・
24

犠
牲
の
宗
教
へ
の
問
い

高
橋

哲
哉

二
〇
一
〇

７
・
24

小
林
多
喜
二
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
――
反
戦
・
国
際
主
義

の
文
学
を
求
め
て

エ
ヴ
リ
ン
・
オ
ド
リ

９
・
29
―
10
・
３

一
九
五
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
子
供
の
絵
特
別
出
品
（
京

都
市
幼
児
・
児
童
・
生
徒
作
品
展
及
び
姉
妹
都
市
交
歓

作
品
展
）

10
・
９

ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

神
谷

郁
代

二
〇
一
一

２
・
19

朗
読
の
会

ト
ル
ス
ト
イ
没
後
一
〇
〇
年
記
念
『
ト
ル
ス

ト
イ
の
生
涯
』『
伯
爵
様
』

会
員
た
ち

二
〇
一
一

11
・
19

フ
ロ
イ
ト
と
ロ
ラ
ン
――
災
厄
の
後
に
、
幻
想
の
前
で

小
森
謙
一
郎

二
〇
一
二

１
・
27

『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
翻
訳
・
出
版
記
念
会

――
小
尾
俊
人
氏
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
込
め
て
――
京
都
会
場

講
演
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
を
読
み
か
え
し
て

村
上

光
彦

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
み
す
ず
書
房
と
小
尾
俊
人
さ
ん

守
田

省
吾

ス
ピ
ー
チ

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ン
ヴ
ィ
エ
・
カ
ミ
ヤ
マ

３
・
５

朗
読
の
会

女
た
ち
の
祭
典
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』

ア
ン
ネ
ッ
ト
と
シ
ル
ヴ
ィ

会
員
た
ち

３
・
29

『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
翻
訳
・
出
版
記
念
会

――
小
尾
俊
人
氏
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
込
め
て
――
東
京
会
場

琴
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
合
奏

琴：

大
谷

祥
子

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン：

白
須

今

『
春
の
海
』

宮
城
道
雄
作
曲

『
夢
の
あ
と
』

フ
ォ
ー
レ
作
曲
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７
・
28

朗
読
の
会
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』ア

ン
ネ
ッ
ト
と
シ
ル
ヴ
ィ

於

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所

１０
・
20

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
賀
川
豊
彦

濱
田

陽

二
〇
一
三

６
・
２２

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
生
誕
一
五
〇
周
年
記
念

ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
生
涯
と

メ
ッ
セ
ー
ジス

ワ
ー
ミ
ー
・
サ
テ
ィ
ヤ
ロ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ

７
・
６

〈
朗
読
と
ピ
ア
ノ
〉
オ
マ
ー
ジ
ュ
宮
本
正
清

〈
朗
読
〉
『
戦
時
の
日
記
』『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
物
語
』

詩
集
『
焼
き
殺
さ
れ
た
い
と
し
子
ら
へ
』

朗
読

会
員
た
ち

〈
ピ
ア
ノ
〉

岡
田

真
季

作
曲

ポ
ー
ル
・
デ
ュ
パ
ン

曲
目
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』

１１
・
１６

世
界
遺
産
ヴ
ェ
ズ
レ
ー

ロ
マ
ネ
ス
ク
芸
術
の
宝
庫

ア
ン
ド
レ
・
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
グ
ル
シ
ェ
フ
ス
キ

二
〇
一
四

９
・
２６

シ
タ
ー
演
奏
と
朗
読

シ
タ
ー
演
奏

中
川

啓
子

朗
読
「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
」
な
ど

会
員
た
ち

１１
・
１

第
一
次
世
界
大
戦
一
〇
〇
年
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
七
〇

年
記
念

Ｉ
・
Ｆ
〈
読
書
の
秋
〉
共
催

第
一
次
世
界
大
戦
下
の
知
識
人
――
ア
ラ
ン
と
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン

久
保

昭
博

読
書
会
報
告

例
会
、
原
則
第
四
土
曜
日

午
後
二
時
〜
四
時

於
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所

二
〇
一
四
年
、
四
月
二
六
日
、
五
月
二
四
日
、
六
月
二
八
日
、

七
月
二
六
日
、
九
月
二
七
日
、
一
〇
月
二
五
日
、
一
一
月
二
九
日
。

二
〇
一
五
年
、
一
月
二
四
日
、
二
月
二
八
日
、
三
月
二
八
日
、

以
上
一
〇
回
。
三
二
七
回
、
友
の
会
か
ら
数
え
る
と
五
〇
二
回
終

了
。
テ
ク
ス
ト
は
、『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
ュ

シ
ャ
ト
レ
著
。

通
年

参
加
総
数
一
六
〇
人
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二
〇
一
四
年
度

賛
助
会
員
、
寄
付
者
名
簿
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
・
敬
称
略
）

＊

特
別
会
員
及
同
等
寄
付
者

赤
松

博
司

安
倍

道
子

有
馬
通
志
子

シ
ッ
シ
ュ
・
Ｄ
・
由
紀
子

福
田

幸
子

福
田

由
美

古
家

和
雄

古
田

武
司

権

英
子

五
島

清
子

長
谷
川
和
宏

＊

長
谷
川
治
清

早
川
工
務
店（
早
川

友
一
）

濱
田

陽

林

次
郎

林

千
恵
子

日
野
二
三
代

＊

本
郷
美
智
子

位
田

隆
一

池
垣

勇

今
井

香
子

今
西

良
枝

＊

稲
畑
産
業
株
式
会
社
（
稲
畑

勝
雄
）

井
上

隆
雄

石
川

楢
一

＊

伊
藤

朝
子

井
土

真
杉

井
上

幸
子

岩
坪
嘉
能
子

神
谷

郁
代

狩
野

直
禎

加
藤

澄
子

加
藤
富
美
子

河
合

綾
子

久
保

久
子

木
下

洋
美

清
原

章
夫

黒
柳

大
造

松
田
有
美
子

峯
村

泰
光

宮
本
ヱ
イ
子

森
本

達
雄

森
内
冨
美
子

＊

森
内
依
理
子

守
田

省
吾

村
上

光
彦

村
上

葉

室
谷

篤
男

村
田
ま
ち
子

村
山
香
代
子

永
易

秀
夫

永
田

和
子

中
村

信
子

中
田

裕
子

西
村

秀
美

西
村
七
兵
衛

＊

西
成

勝
好

西
尾

順
子

野
村

庄
吾

乗
金

瑞
穂

能
田
由
紀
子

岡
部

素
行

大
川
起
示
子

岡
山

善
政

沖
本
ひ
と
み

奥
村

一
彦

奥
村

令
子

折
田

忠
温

大
谷

祥
子

坂
井

昇

酒
井

保
子

坂
谷

千
歳

佐
久
間
啓
子

佐
々
木
雅
子

志
賀

錬
三

下
郡

将
宏

下
郡

由

所
司

育
代

園
部

逸
夫

鈴
木

明
子

田
間

千
晶

谷
口

景
子

谷
口

良
則

田
代

輝
子

田
谷

昭
夫

徳
永

勲
保

東
野

孝
人

月
ヶ
洞
晶
子

上
原

栄
子

植
松

晃
一

上
西

妙
子

馬
木

紘
子

梅
田

菊
代

梅
原

ふ
さ

氏
家

玲
子

和
田

義
之

八
木
美
佐
子

安
木
由
美
子

山
口

俊
章

山
本

和
枝

山
下

雅
子

柳
父

圀
近

柳
田

基

寄
贈
図
書

フ
ラ
ン
ス

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
協
会

１
、
冊
子C

ahiersde
Brève

no
33,34

２
、R

om
ain
R
olland

etG
eorgesD

uham
el,C

orrespondance

(1912-1942)ParisC
lassiquesG

arnier

郁
子
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
チ

１
、R

om
ain
R
olland,Vie

de
Beethoven

B
artillat2015
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『
ユ
ニ
テ
』
編
集
を
終
え
て

ユ
ニ
テ
四
二
号
を
会
員
諸
兄
姉
の
手
元
へ
お
送
り
す
る
こ
と
が

で
き
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

こ
の
一
年
大
変
な
報
道
が
世
界
各
地
か
ら
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
瓶
の
ふ
た
」
が
開
い
た
よ
う
に
世
界
中
で
暴
力
が
噴
出
し
て
い

ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
国
の
勃
興
、
日
本
人
人
質
の
殺
害
や
フ
ラ
ン
ス

週
刊
誌
銃
撃
に
象
徴
さ
れ
る
過
激
化
す
る
テ
ロ
の
恐
怖
、
米
軍
無

人
機
に
よ
る
報
復
爆
撃
・
殺
害
な
ど
、
大
戦
前
夜
の
様
相
で
す
。

世
界
中
が
バ
ル
カ
ン
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
、
折
し
も
第
一
次
世
界
大
戦
開
戦
一
〇
〇
年
、
ロ

マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
七
〇
年
を
記
念
し
て
本
号
の
巻
頭
に
久
保

昭
博
さ
ん
の
研
究
を
載
せ
る
こ
と
は
と
て
も
時
宜
に
か
な
っ
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。
久
保
さ
ん
の
論
文
は
ア
ラ
ン
と
ロ
ラ
ン
の
思
想

と
行
動
を
比
較
す
る
中
で
、
反
戦
と
平
和
の
立
場
の
共
通
性
と
そ

の
違
い
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
い
ま
す
。

ロ
ラ
ン
の
平
和
主
義
と
非
暴
力
に
つ
い
て
、
第
一
次
大
戦
前
後

と
今
日
的
状
況
を
同
様
と
考
え
る
こ
と
に
多
少
の
無
理
は
あ
り
ま

す
が
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

本
論
文
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
大
き
な
議
論
が
巻
き
起
こ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

今
回
も
一
般
会
員
か
ら
の
寄
稿
を
多
く
載
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ユ
ニ
テ
が
皆
さ
ん
方
の
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
寄
稿
が
ま
す
ま

す
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
遠
慮
な
く
ど
ん

ど
ん
お
寄
せ
下
さ
い
。

追
悼：

本
研
究
所
前
理
事

今
江
祥
智
さ
ん
が
去
る
三
月
二
〇

日
八
三
歳
で
肝
臓
癌
の
た
め
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

今
江
さ
ん
は
童
話
作
家
と
し
て
ご
活
躍
、
戦
後
の
日
本
文
学
に

大
き
な
影
響
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

前
理
事
長
の
故
尾
埜
善
司
さ
ん
と
は
学
生
時
代
か
ら
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
を
通
じ
て
深
く
親
交
さ
れ
、
本
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ

ム
や
対
談
で
も
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

心
か
ら
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
。

（
文
責

野
村
）

編
集
部

守
田

省
吾

野
村

庄
吾

中
田

裕
子

西
村
七
兵
衛

宮
本
ヱ
イ
子
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発
行
日

発
行
者

一
般
財
団
法
人

　
　
　

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所

　
　
　
　

理
事
長　

西　
成　
勝　
好

印
刷
所

（
株
）
北
斗
プ
リ
ン
ト
社

京
都
市
左
京
区
銀
閣
寺
前
町
三
二

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

　
（
〇
七
五
）
七
七
一　―

　

三
二
八
一

郵
便
番
号　

六
〇
六　―

　

八
四
〇
七

郵
便
振
替
振
込
口
座
番
号

〇
一
〇
五
〇　―

　

九　―

　

五
九
九
九
六

URL http://www2u.biglobe.ne.jp/̃rolland/
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