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倉橋由美子「パルタイ」の初期批評の傾向と問題点

は
じ
め
に

　

倉
橋
由
美
子
の
短
篇
小
説
「
パ
ル
タ
イ
」
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
十
五
）

年
一
月
十
四
日
号
の
『
明
治
大
学
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
、
翌
月
二
月
に
は

文
芸
誌
『
文
學
界
』
三
月
号
に
転
載
さ
れ
た
。
七
月
に
は
第
四
十
三
回
（
昭

和
三
十
五
年
度
上
半
期
）
芥
川
賞
候
補
と
な
る
な
ど
、
大
き
く
注
目
さ
れ

た
。

　
「
あ
る
日
あ
な
た
は
、
も
う
決
心
は
つ
い
た
か
と
た
ず
ね
た
」
と
始
ま

る
作
品
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
、
学
生
に
よ
る
《
労
働
学
校
セ
ツ
ル
メ

ン
ト
》
で
活
動
し
て
い
る
。
語
り
手
は
、「
パ
ル
タ
イ
」
へ
の
加
入
審
査

の
た
め
の
《
経
歴
書
》
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
経
歴
書
が
作
品

に
お
い
て
一
つ
の
軸
と
な
る
。
語
り
手
以
外
の
識
別
可
能
な
人
物
と
し
て

は
、
三
人
の
男
性
が
登
場
す
る
。
同
じ
学
生
だ
が
既
に
パ
ル
タ
イ
員
で
語

り
手
に
対
し
て
指
導
的
な
役
割
を
受
け
持
ち
、
か
つ
「
あ
い
し
あ
う
こ
と

に
き
め
」
た
「
あ
な
た
」、
学
習
サ
ー
ク
ル
で
知
り
合
い
肉
体
関
係
を
持

つ
《
労
働
者
》、
地
区
委
員
と
し
て
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
指
導
す
る
パ
ル
タ

イ
の
活
動
家
Ｓ
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
と
の
議
論
の
末
に
完
成
し
た
経
歴

書
は
受
理
さ
れ
、
審
査
が
始
ま
る
が
、
直
後
に
「
わ
た
し
」
は
妊
娠
の
兆

候
を
示
す
。
語
り
手
が
Ｓ
に
自
身
の
妊
娠
を
認
め
、
労
働
者
の
こ
と
を
話

す
と
、
Ｓ
は
「
い
ま
と
な
っ
て
は
お
な
じ
こ
と
だ
と
い
」
っ
て
強
姦
に
及

ぶ
。
語
り
手
と
「
あ
な
た
」
は
街
頭
で
パ
ル
タ
イ
の
機
関
紙
を
販
売
し
て

逮
捕
さ
れ
る
。
取
り
調
べ
に
黙
秘
す
る
語
り
手
を
「
あ
な
た
」
は
は
じ
め

て
《
同
志
》
と
呼
ぶ
が
、
語
り
手
は
パ
ル
タ
イ
に
入
ら
な
い
と
告
げ
、
唐

突
に
「
あ
な
た
」
の
斜
視
に
気
付
い
て
笑
い
こ
ろ
げ
、
嘔
吐
す
る
。
釈
放

さ
れ
た
語
り
手
は
自
宅
に
届
い
て
い
た
パ
ル
タ
イ
員
証
を
捨
て
、
パ
ル
タ

イ
脱
退
の
手
続
き
を
決
意
す
る
。

　

固
有
名
を
排
し
た
普
通
名
詞
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
記
号
化
、「
あ

い
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
ひ
ら
が
な
表
記
や
《
》
で
く
く
っ
た
《
オ
ン
ト
》

《
な
か
ま
》《
同
志
》
と
い
っ
た
言
葉
遣
い
に
よ
る
独
特
の
抽
象
的
・
超
現

〈
論
文
〉

倉
橋
由
美
子
「
パ
ル
タ
イ
」
の
初
期
批
評
の
傾
向
と
問
題
点

筒
口　

知
佐
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実
的
雰
囲
気
の
漂
う
作
品
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
で
学
ん
で
い
た
著
者
が
明
治
大
学
学

長
賞
に
応
募
し
た
作
品
で
あ
り
、
選
考
委
員
の
ひ
と
り
だ
っ
た
文
芸
評
論

家
平
野
謙
が
『
毎
日
新
聞
』
の
文
芸
時
評
で
取
り
上
げ
た
こ
と
が
注
目
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
他
の
複
数
の
媒
体
で
江
藤
淳
、
中
村
光
夫
、
山
本

健
吉
、
日
野
啓
三
、
大
岡
昇
平
ら
が
評
し
て
、
数
か
月
に
わ
た
っ
て
「「
パ

ル
タ
イ
」
論
争
」
と
も
い
え
る
様
相
を
呈
し
た
。
こ
こ
で
は
、
発
表
直
後

の
代
表
的
な
「
パ
ル
タ
イ
」
評
で
あ
る
平
野
謙
、
丹
羽
文
雄
、
そ
し
て
江

藤
淳
の
評
を
取
り
上
げ
、
当
時
の
作
品
に
対
す
る
評
価
と
解
釈
を
ま
と
め
、

再
考
す
る
。

　

本
稿
の
主
な
論
点
は
、
当
時
の
評
価
の
中
心
と
な
っ
た
「
パ
ル
タ
イ
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
政
治
性
の
再
検
討
（「
一　

平
野
謙
の
紹
介
と
丹
羽

文
雄
の
反
発
」
お
よ
び
「
二　
「
パ
ル
タ
イ
」
評
価
の
政
治
性
」）、
本
作

品
に
お
い
て
主
人
公
の
「
明
晰
さ
」
が
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
描
か
れ
て

い
る
か
（「
三　
「
パ
ル
タ
イ
」
に
お
け
る
明
晰
さ　

オ
ン
ト―

吐
き
気―

明
晰
」）、
そ
し
て
当
時
の
批
評
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
の
状
況

（「
四　

読
解
を
表
層
的
に
し
た
批
評
中
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
」）、
の

三
点
で
あ
る
。

一　

平
野
謙
の
紹
介
と
丹
羽
文
雄
の
反
発

　
「
論
争
」
の
嚆
矢
と
な
っ
た
平
野
謙
は
担
当
す
る
文
芸
月
評
欄
で
「
目

立
つ
女
流
の
活
躍
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
〇
年
一
月
二
十
九
日
）
と
題

し
て
「
パ
ル
タ
イ
」
を
「
政
治
と
性
」
を
現
代
に
お
い
て
描
い
た
作
品
と

し
て
取
り
上
げ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
・
左
派
系
作
家
と
し
て
戦
前
か

ら
の
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
佐
多
稲
子
、
清
新
な
新
進
作
家
と
し
て
注
目
を
集

め
た
大
江
健
三
郎
の
名
前
を
引
き
合
い
に
出
す
高
評
価
で
あ
る
。
重
要
な

箇
所
は
、（
１
）「
ひ
と
り
の
女
子
学
生
の
目
を
と
お
し
て
、
学
生
党
員
ら

の
す
が
た
を
描
い
た
こ
の
短
編
は
、
い
わ
ゆ
る
風
俗
小
説
で
も
私
小
説
で

も
な
い
。
主
要
人
物
は
「
あ
な
た
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
男
の
学
生
と
「
わ

た
し
」
と
名
乗
る
女
子
学
生
の
ふ
た
り
き
り
だ
が
、
そ
の
「
あ
な
た
」
に

代
表
さ
れ
る
あ
る
行
動
様
式
の
パ
タ
ー
ン
を
う
か
び
だ
し
た
の
が
、
こ
の

作
品
の
内
容
で
あ
る
」、（
２
）「
革
命
運
動
の
根
ぶ
か
い
純
粋
性
と
観
念

性
を
「
あ
な
た
」
と
い
う
一
学
生
に
具
象
し
た
作
品
で
あ
る
。
私
の
感
心

し
た
の
は
そ
の
点
で
あ
っ
て
、
口
で
観
念
的
と
批
判
す
る
こ
と
は
だ
れ
に

も
で
き
る
が
、
そ
れ
を
統
一
あ
る
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
に
ま
で
造
型
す
る
こ

と
は
な
か
な
か
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
。
そ
れ
を
こ
の
無
名
の
作
者
は
一

応
や
っ
て
の
け
て
い
る
」
と
い
う
二
箇
所
だ
ろ
う
。
平
野
は
翌
月
二
月
二

十
四
日
の
同
欄
で
も
「
パ
ル
タ
イ
」
に
軽
く
触
れ
て
お
り
、
革
命
運
動
を

理
知
的
か
つ
的
確
に
描
い
た
作
品
と
し
て
か
な
り
高
く
評
価
し
、
強
く
推

薦
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
新
潮
』
三
月
号
の
「
新
作
家

ひ
と
り（
１
）」

も
要
旨
は
大
体
同
じ
だ
が
、
佐
多
稲
子
の
「
歯
車
」
と
の
比
較

が
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、「（
引
用
者
注
：「
歯
車
」
の
）
挿
話
は
昭
和

七
年
こ
ろ
の
非
合
法
共
産
党
員
の
純
粋
性
、
観
念
性
を
巧
ま
ず
し
て
う
か

ば
せ
る
も
の
だ
つ
た
が
、
そ
の
効
果
を
ど
の
程
度
作
者
は
意
識
し
て
い
た

か
、
す
こ
し
疑
問
に
思
つ
た
。（
中
略
）「
パ
ル
タ
イ
」
は
そ
の
点
が
実
に

は
つ
き
り
し
て
い
て
、
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
が
全
体
の
主
題
を
な
し
て
い

る
、
と
い
つ
て
も
い
い
」
と
あ
る
。
平
野
の
評
は
左
翼
系
批
評
家
と
し
て

の
関
心
か
ら
、
主
に
文
学
に
お
け
る
政
治
の
描
き
方
と
い
う
点
で
本
作
を

評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
小
説
家
の
丹
羽
文
雄
は
翌
月
の
『
群
像
』
の
「
小
説

家
の
感
動
す
る
小
説（
２
）」
で
平
野
の
評
価
に
疑
問
を
示
し
て
い
る
。
丹
羽
の

論
旨
は
混
乱
し
て
い
る
が
、
大
別
す
る
と
平
野
の
作
品
評
価
に
対
す
る
疑

義
と
、
作
品
そ
の
も
の
の
一
貫
性
に
対
す
る
疑
問
の
ふ
た
つ
に
分
け
ら
れ

る
。

　

丹
羽
は
ま
ず
、「
今
日
の
批
評
家
は
、
個
人
の
主
観
的
活
動
に
熱
中
し

て
ゐ
る
。
作
家
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
批
評
家
は
批
評
と
い
う
様
式
の

も
と
に
、
作
家
と
同
列
に
な
っ
て
ゐ
る
。
読
者
と
の
仲
介
を
期
待
す
る
な

ど
、
そ
れ
は
求
め
る
方
が
あ
ま
す
ぎ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」
と
平
野
に

限
ら
ず
批
評
家
の
作
品
評
価
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
す

る
。
そ
も
そ
も
、
平
野
の
評
に
対
し
て
「
か
れ
の
い
ふ
現
代
文
学
の
新
し

さ
と
い
ふ
も
の
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
知
り
た
い
と
思
つ
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ

「
パ
ル
タ
イ
」
に
言
及
し
た
の
は
、
平
野
へ
の
反
発
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

「「
パ
ル
タ
イ
」
の
や
う
な
左
翼
的
な
作
品
に
、
結
果
は
「
パ
ル
タ
イ
」
を

脱
退
す
る
に
し
て
も
、
革
命
と
か
、
労
働
者
と
か
、
階
級
的
警
戒
心
と
か
、

労
働
学
校
と
か
、
自
由
と
必
然
と
か
、
さ
う
い
ふ
道
具
だ
て
の
小
説
に
は
、

ど
う
や
ら
平
野
君
は
弱
い
や
う
に
私
に
は
思
は
れ
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

本
多
秋
五
、
荒
正
人
ら
と
と
も
に
雑
誌
『
近
代
文
学
』
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
や
そ
の
流
れ
を
く
む
文
学
を
扱
い
、「
政
治
と
文
学
」
論
争
な
ど
の

中
心
に
い
た
平
野
の
作
品
評
価
へ
の
疑
問
が
表
れ
て
い
る
。「
パ
ル
タ
イ
」

は
、
平
野
の
よ
う
な
批
評
家
の
文
学
観
へ
の
批
判
の
恰
好
の
材
料
に
な
っ

た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

で
は
丹
羽
自
身
の
「
人
生
派
的
」
作
品
評
価
の
方
向
性
や
基
準
は
ど
ん

な
も
の
か
と
い
う
と
、「
感
動
」、「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
概
念
の
定
義
が
こ

の
文
章
で
は
曖
昧
な
た
め
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
後
述

す
る
よ
う
に
「
パ
ル
タ
イ
」
に
お
け
る
「
明
晰
さ
」
の
一
貫
性
の
乱
れ
を

指
摘
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
明
晰
」
は
作
中
で
複
数
回

使
用
さ
れ
、
語
り
手
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
語
と
し
て
、
以
降
の
評
に
お

け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
く
。

　

丹
羽
は
、
妊
娠
に
つ
い
て
Ｓ
に
た
ず
ね
ら
れ
た
主
人
公
の
「
相
手
は
だ

れ
か
、
と
Ｓ
は
た
ず
ね
、
知
ら
な
い
と
わ
た
し
は
答
え
た
。
そ
れ
は
多
分

《
労
働
者
》
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
つ
け
く
わ
え
な
が
ら
、
わ
た
し

は
息
が
つ
ま
り
、
恥
を
の
み
く
だ
そ
う
と
し
て
眼
を
白
黒
さ
せ
醜
い
顔
を

し
た
」
と
い
う
箇
所
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
「
そ
の
種
の
恥
は
ど
う
で
も

よ
い
女
性
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
女
に
と
つ
て
恥
と
は
何
か
。
さ
う
い
ふ

不
明
な
と
こ
ろ
に
、
私
は
ひ
ど
く
つ
ま
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ほ
ん
た
う
の

明
晰
さ
は
、
女
の
体
温
の
や
う
に
お
の
づ
と
読
者
の
胸
に
ひ
び
い
て
く
る

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
「
パ
ル
タ
イ
」
に
は
、
脱
落
的
な
意
味
の
モ
ラ
ル
は
な
い
の
だ
が
、

労
働
者
と
簡
単
に
交
接
し
た
り
、
妊
娠
を
し
て
嘔
吐
に
苦
し
ん
だ
り
、

そ
の
相
手
に
求
婚
さ
れ
て
、
相
手
が
誰
か
判
ら
な
か
つ
た
り
、
腹
の
子

供
を
処
分
す
る
つ
も
り
だ
と
い
つ
た
り
、
他
の
男
と
関
係
す
る
あ
た
り

は
、
は
な
は
だ
反
モ
ラ
ル
的
で
あ
る
が
、
一
方
に
モ
ラ
ル
を
仮
定
し
て

ゐ
る
か
ら
、
そ
の
や
う
に
ふ
る
ま
へ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
モ
ラ
ル
を
無

視
し
て
か
か
つ
て
ゐ
る
行
動
で
あ
る
。「
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
わ
た
し
を
か
つ
て
な
い
ほ
ど
自
由
に
し
て
い
る
」
と
い
ふ
と
こ
ろ

が
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
つ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
に
肉
体
の
こ

と
だ
け
で
は
な
い
の
だ
ら
う
。
が
、
そ
の
小
説
が
性
交
や
、
妊
娠
と
い

ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
女
主
人
公
の
明
晰
な
理
論
が
肉
付
け
さ
れ
て
ゐ
る
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と
い
ふ
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
単
に
経
歴
書
だ

け
で
出
来
て
ゐ
る
小
説
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
手
は
、
何
も
新
し
く

な
い
。

　

丹
羽
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
丹
羽
は
「
恥
」
を
モ
ラ
ル
と
結
び

つ
け
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
女
に
と
っ
て
恥
と
は
何
か
」
と
は
、
こ
の

作
品
に
お
け
る
モ
ラ
ル
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
明
晰
さ
」
を
価
値
基
準
と
し
、性
交
や
堕
胎
に
も
動
揺
し
な
い
語
り
手
が
、

妊
娠
を
指
摘
さ
れ
た
程
度
を
恥
じ
て
狼
狽
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
作
中
の
モ

ラ
ル
の
基
準
は
揺
ら
ぎ
、
語
り
手
の
明
晰
さ
に
も
信
用
は
お
け
な
い
こ
と

に
な
る
。
丹
羽
は
「
パ
ル
タ
イ
」
の
「
明
晰
さ
」
は
肉
体
的
要
素
に
力
を

借
り
て
い
る
以
上
新
し
さ
は
な
く
、「
明
晰
さ
」
も
皮
相
な
も
の
だ
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
作
品
に
つ
い
て
平
野
は
知
性
、
丹
羽
は
感
動
や
モ
ラ
ル
を
論
じ
、

共
産
党
を
連
想
さ
せ
る
組
織
「
パ
ル
タ
イ
」
に
つ
い
て
も
平
野
が
そ
の
観

念
性
や
欺
瞞
へ
の
批
判
的
視
線
を
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
、
丹
羽
は
単

純
に
左
翼
的
テ
ー
マ
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
評
価
に
あ
た
っ
て

重
視
す
る
要
素
と
、
作
品
の
社
会
性
の
解
釈
の
両
方
に
お
い
て
平
野
と
丹

羽
の
主
張
は
食
い
違
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
で
「
パ
ル
タ
イ
」
初

期
批
評
の
二
大
論
点
で
あ
る
「
政
治
性
」
の
問
題
と
「
明
晰
」
の
問
題
が

出
て
き
た
。「
明
晰
さ
」、「
恥
」、
そ
し
て
肉
体
性
は
「
パ
ル
タ
イ
」
読
解

の
鍵
と
な
る
観
点
で
も
あ
る
の
で
、
三
章
で
詳
述
す
る
。
政
治
性
の
問
題

に
は
、
当
時
の
日
本
の
社
会
状
況
が
強
く
影
響
し
て
い
る
。

二　
「
パ
ル
タ
イ
」
評
価
の
政
治
性

　
「
パ
ル
タ
イ
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
六
〇
年
安
保
闘
争
の
さ

な
か
で
あ
っ
た
。
新
日
米
安
保
条
約
へ
の
反
対
運
動
は
戦
後
最
大
規
模
の

大
衆
運
動
に
発
展
し
、
倉
橋
が
在
学
し
て
い
た
明
治
大
学
は
学
生
に
よ
る

運
動
の
中
心
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
五
月
十
五
日
に
は
、
警
官
隊
と
の
衝
突

で
デ
モ
隊
の
女
子
学
生
が
死
亡
す
る
事
件
が
起
き
て
い
る
。
年
初
に
「
パ

ル
タ
イ
」
が
発
表
さ
れ
、
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
数
か
月
は
ち
ょ
う
ど
こ
の

よ
う
な
時
期
に
重
な
っ
て
い
た
。
作
品
が
も
っ
ぱ
ら
現
実
社
会
と
重
ね
合

わ
せ
る
形
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
無
理
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

主
人
公
の
加
入
の
成
否
を
め
ぐ
っ
て
作
品
の
中
心
と
な
る「
パ
ル
タ
イ
」

（
ド
イ
ツ
語partei

、
英
語party

）
は
共
産
党
、
あ
る
部
分
で
は
官
憲

の
圧
力
の
描
写
か
ら
特
に
戦
前
戦
中
の
共
産
党
を
想
起
さ
せ
る
。
た
だ
し
、

今
井
泰
子
が
「
組
織
形
態
や
活
動
方
法
は
共
産
党
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、

執
筆
時
の
倉
橋
の
前
で
倉
橋
を
不
愉
快
に
さ
せ
て
い
た
の
は
、《
パ
ル
タ

イ
》
で
は
な
く
《
パ
ル
タ
イ
》
と
大
喧
嘩
し
て
い
た
《
ゼ
ン
ガ
ク
レ
ン
》

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る（
３
）」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
の
写
実
的
な
反

映
で
は
な
く
、
複
数
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
虚
構
化
さ
れ
た
集
団
と
考
え

る
べ
き
だ
。「
い
ま
ど
き
非
合
法
め
い
た
パ
ル
タ
イ
の
扱
ひ
方
も
を
か
し

い
が
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
深
刻
が
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
」
と
い

う
丹
羽
の
疑
問
も
こ
の
現
実
と
虚
構
化
の
間
の
落
差
に
起
因
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
平
野
は
「
大
学
生
の
共
産
党
員
（
パ
ル
タ
イ
員
と
い
う

言
葉
は
あ
る
が
、
共
産
党
員
と
か
全
学
連
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
こ
の

作
品
に
一
言
も
出
て
こ
な
い
。
そ
こ
に
作
者
の
ひ
と
つ
の
意
図
を
よ
ま
ね
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ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
が
、
私
は
話
を
と
お
り
や
す
く
す
る
た
め
、
あ
え
て
共

産
党
員
と
意
訳
し
て
お
く
。
も
し
か
し
た
ら
共
産
主
義
者
同
盟
と
か
い
う

よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ー
ル
な
学
生
団
体
の
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
）」（「
新
作
家
ひ

と
り
」）
と
か
な
り
慎
重
に
留
保
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
評
論
家

と
し
て
の
偏
差
を
自
覚
し
た
う
え
で
の
あ
ら
か
じ
め
の
弁
解
と
も
見
え
る

が
、「
そ
こ
に
作
者
の
ひ
と
つ
の
意
図
を
よ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
指

摘
か
ら
は
、
平
野
が
こ
の
虚
構
化
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と

れ
る
。

　

平
野
は
丹
羽
の
評
に
対
し
て
『
小
説
新
潮
』
五
月
号
の
「
丹
羽
文
雄
に

答
え
る（
４
）」

で
「
今
度
の
丹
羽
さ
ん
の
文
章
に
は
、
小
説
家
の
小
説
の
よ
み

か
た
と
批
評
家
の
小
説
の
よ
み
か
た
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
を

小
説
家
の
代
表
に
な
ぞ
ら
え
、
私
を
批
評
家
の
旗
頭
（
？
）
に
見
立
て
て
、

そ
の
優
劣
を
是
非
す
る
よ
う
に
よ
め
な
い
で
も
な
い
形
跡
が
あ
る
」
と
対

立
構
造
を
指
摘
し
な
が
ら
暗
に
丹
羽
の
論
調
を
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、「
パ
ル
タ
イ
」
に
対
す
る
評
価
を
よ
り
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、

「
新
作
家
ひ
と
り
」
の
意
図
に
つ
い
て
は
「
丹
羽
さ
ん
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
評
価
が
圧
倒
的
で
は
な
い
か
と
さ
え
私
は
予
想
し
て
、
そ
の
せ
い
も

あ
っ
て
、「
新
作
家
ひ
と
り
」
と
い
う
よ
う
な
雑
文
を
重
ね
て
書
い
た
わ

け
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
理
由
に
は
「「
パ
ル
タ
イ
」
の
テ
ー
マ
が
や
や

特
殊
な
も
の
で
普
遍
性
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
」、「
最
初
か
ら
最
後
ま
で

「
感
動
」
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
拒
否
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
作

柄
だ
か
ら
だ
」
を
挙
げ
て
い
る
。「
む
し
ろ
往
年
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

と
は
お
よ
そ
反
対
に
、
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

党
支
持
の
心
情
を
明
晰
に
批
判
す
る
作
全
体
の
基
調
に
、
私
は
心
ひ
か
れ

た
の
で
あ
る
。
最
初
か
ら
感
動
と
い
う
よ
う
な
心
情
を
拒
否
す
る
地
点
に
、

作
品
全
体
が
構
築
さ
れ
て
あ
る
そ
の
即
物
的
な
ス
タ
イ
ル
に
私
は
注
目
さ

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
、「
進
歩
的
文
化
人
的
小
説
」
に
平
野
は
弱
い
、

作
品
そ
の
も
の
に
は
「
感
動
で
き
な
か
つ
た
」、
と
い
う
丹
羽
の
評
に
反

論
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
平
野
の
解
釈
に
は
共
産
党
の
あ
り
方
に
対
し
て
批
判
的
な
左

翼
評
論
家
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
が
強
く
、
丹
羽
の
「
左
翼
的
作
品
」

と
い
う
捉
え
方
に
い
た
っ
て
は
二
重
の
誤
解
が
あ
る
。
政
治
性
を
捨
象
す

れ
ば
、
む
し
ろ
平
野
の
評
の
中
で
も
「
で
き
る
だ
け
平
静
に
自
分
の
声
調

を
と
と
の
え
よ
う
と
し
た
そ
の
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
部
分
が
、

安
保
闘
争
が
盛
り
上
が
る
時
代
を
背
景
に
、
さ
ら
に
根
本
的
な
、
集
団
に

よ
る
運
動
へ
の
個
人
の
違
和
感
を
描
い
て
い
る
作
品
の
理
解
と
し
て
適
当

で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
倉
橋
自
身
の
自
品
に
対
す
る
発
言
に
は
韜
晦
と
思
わ
れ
る
面
も

あ
り
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
例
え
ば
一
方
に
観

念
的
な
左
翼
を
嗤
い
た
い
気
持
が
あ
り
、
他
方
に
カ
フ
カ
風
の
話
を
カ
ミ

ユ
の
文
体
で
書
い
て
み
れ
ば
面
白
い
だ
ろ
う
と
い
う
興
味
が
あ
り
、
今
一

つ
、
賞
金
稼
ぎ
の
欲
が
あ
れ
ば
、「
パ
ル
タ
イ
」
の
よ
う
な
小
説
を
書
い

て
投
稿
す
る
気
持
に
な
る
」
と
い
う
「
作
品
ノ
ー
ト（
５
）」

の
言
葉
に
自
作
品

の
虚
構
性
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
パ
ル

タ
イ
」
は
左
翼
的
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
左
翼
的
作
品
で
は
な
く
、
左
翼
的

モ
チ
ー
フ
を
描
く
こ
と
で
無
意
味
化
し
て
い
る
。「
こ
の
小
説
は
荒
唐
無

稽
な
カ
フ
カ
的
世
界
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
」「
世
間
が
騒
々
し
く
て
腹
を
立

て
た
こ
と
以
外
、「
六
〇
年
安
保
」
と
私
は
何
の
関
係
も
な
い
」「
随
分
多

く
の
人
が
恥
し
い
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
も
の
で
あ
る
。
新
聞
は
こ
れ
ら

の
人
人
を
「
市
民
」
と
呼
ん
だ
。
勿
論
私
は
当
時
も
今
も
「
市
民
」
で
は
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な
い
。
無
用
な
誤
解
や
妙
な
買
被
り
を
防
ぐ
た
め
に
こ
の
点
だ
け
は
明
ら

か
に
し
て
お
き
た
い
」
と
言
い
切
る
作
者
の
言
葉
か
ら
は
、
作
品
の
意
図

が
時
代
状
況
の
中
で
過
度
に
政
治
的
に
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
へ
の
い
ら
立

ち
も
見
え
る
。

三　
「
パ
ル
タ
イ
」
に
お
け
る
明
晰
さ　

　
　
　
　
　
　
　

オ
ン
ト―

吐
き
気―

明
晰

（
一
）
江
藤
淳
の
「
パ
ル
タ
イ
」
評

　

作
品
の
モ
チ
ー
フ
の
政
治
性
を
い
っ
た
ん
捨
象
す
る
と
、「
明
晰
さ
」

の
問
題
が
残
る
。
本
作
の
テ
ー
マ
と
言
え
る
が
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
初

期
評
価
に
お
い
て
は
単
な
る
印
象
に
よ
る
言
及
に
終
始
す
る
か
、
あ
る
い

は
否
定
さ
れ
た
。

　

丹
羽
が
提
起
し
た
「
明
晰
さ
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
江
藤
淳
は
よ
り
多

く
の
字
句
を
、た
だ
し
否
定
的
な
意
味
合
い
で
割
い
て
い
る
。
江
藤
の『
新

潮
』
五
月
号
の
「
現
代
小
説
断
想（
６
）」
は
独
立
し
た
「
パ
ル
タ
イ
」
評
で
は

な
く
文
芸
時
評
と
し
て
書
か
れ
た
。「
パ
ル
タ
イ
」
に
つ
い
て
は
「
か
り

に
そ
れ
が
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、「
明
晰
」
と
い
う
言
葉
に

自
ら
を
か
け
て
危
機
を
の
り
こ
え
よ
う
と
し
た
倉
橋
氏
は
「
パ
ル
タ
イ
」

と
い
う
佳
作
を
書
き
え
た
。
研
究
室
で
、
外
人
哲
学
者
の
論
理
の
整
合
に

酔
つ
て
い
る
学
究
た
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
文
学
的
な
実
践
は
無
縁
で
あ
る
」

と
ま
と
め
て
い
る
も
の
の
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
パ
ル
タ
イ
」
か
ら
「
明
晰
」
と
い
う
言
葉
を
ぬ
き
さ
つ
て
し
ま
つ

た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
小
説
は
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
崩
壊

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
倉
橋
氏
の
脱
落
し
た
部
分
に
、
ま
こ

と
に
お
さ
ま
り
よ
く
は
ま
り
こ
ん
で
い
て
、
そ
の
空
洞
を
か
く
し
て
い

る
。
作
者
は
コ
ン
パ
ク
ト
を
と
り
出
し
て
し
ば
し
ば
顔
を
う
つ
し
て
み

る
の
が
す
き
な
女
性
で
あ
る
が
、
そ
の
鏡
に
は
「
明
晰
」
と
い
う
観
念

が
は
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
パ
ル
タ
イ
」
と
と
も
に
自
己
陶
酔
と
観
念
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

は
映
画
「
勝
手
に
し
や
が
れ
」、
大
江
健
三
郎
「
孤
独
な
青
年
の
休
暇
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
観
念
性
は
、
丹
羽
の
「
小
説
家
の
感
動
す
る

小
説
」
を
受
け
た
、
安
岡
章
太
郎
の
「
海
辺
の
光
景
」
に
つ
い
て
の
「「
人

生
」
な
ど
と
言
う
も
の
に
対
す
る
「
感
動
」
の
脱
落
が
明
瞭
に
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
う
た
れ
た
」、「
丹
羽
氏
は
い
つ
た
い
「
海
辺
の
光
景
」

の
な
に
に
感
動
し
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
安
岡
氏
の
さ
ぐ
り
あ
て
た
現
代
の

空
洞
に
対
し
て
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。

　

江
藤
は
丹
羽
の
評
を
引
き
継
い
で
「
パ
ル
タ
イ
」
の
語
り
手
の
「
明
晰

さ
」
を
否
定
す
る
。
そ
の
際
、
両
者
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
Ｓ
の
下
宿

で
の
以
下
の
場
面
で
あ
る
。

Ｓ
は
そ
の
《
活
動
家
》
特
有
の
恆
常
的
に
疲
れ
た
黄
い
ろ
い
眼
で
わ
た

し
の
胴
を
な
で
ま
わ
し
、
近
ご
ろ
ど
こ
か
故
障
は
な
い
の
か
と
き
い
た
。

こ
れ
は
適
切
な
示
唆
だ
っ
た
。
わ
た
し
の
胴
は
下
の
方
が
す
こ
し
目
だ

つ
ほ
ど
膨
張
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
、
頻
繁
に
か
ん
じ
て
い
た
吐
き
け

や
脚
の
む
く
み
の
こ
と
も
考
慮
す
る
と
わ
た
し
は
そ
れ
が
妊
娠
の
せ
い

だ
と
い
う
こ
と
を
じ
き
に
認
め
た
。
相
手
は
だ
れ
か
、
と
Ｓ
は
た
ず
ね
、

知
ら
な
い
と
わ
た
し
は
答
え
た
。
そ
れ
は
多
分
《
労
働
者
》
で
あ
る
か
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も
し
れ
な
い
、
と
つ
け
く
わ
え
な
が
ら
、
わ
た
し
は
息
が
つ
ま
り
、
恥

を
の
み
く
だ
そ
う
と
し
て
眼
を
白
黒
さ
せ
醜
い
顔
を
し
た
。
そ
し
て
口

ご
も
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
し
か
し
そ
ん
な
に
頻
繁
で
は
な
か
っ
た
の
だ
、

と
説
明
し
た
。
こ
れ
が
い
っ
そ
う
Ｓ
を
刺
戟
し
た
よ
う
だ
っ
た
。
か
れ

は
わ
た
し
を
本
の
散
乱
の
な
か
に
お
し
つ
け
、
わ
た
し
を
所
有
し
よ
う

と
焦
り
な
が
ら
、
い
ま
と
な
っ
て
は
お
な
じ
こ
と
だ
と
い
っ
た
…
…
そ

の
あ
と
で
Ｓ
は
わ
た
し
に
い
く
つ
か
の
善
後
策
を
し
め
し
た
が
、
な
ぜ

か
わ
た
し
は
大
し
て
関
心
が
も
て
な
か
っ
た
の
で
、
だ
ま
っ
て
吐
き
け

に
耐
え
て
い
た
。

　
「
こ
の
一
節
を
ひ
い
て
、
倉
橋
氏
の
「
明
晰
」
さ
に
疑
義
を
見
出
し
て

い
る
丹
羽
文
雄
氏
の
批
評
は
さ
す
が
に
鋭
い
」、「
ま
さ
し
く
こ
の
「
わ
た

し
」
は
明
晰
な
女
な
ど
で
は
な
い
。
単
に
「
明
晰
」
と
い
う
観
念
に
対
し

て
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
覚
え
て
い
る
女
で
あ
る
」
と
江
藤
は
い
う
。
そ
の
根

拠
と
な
る
の
が
、「
わ
た
し
は
息
が
つ
ま
り
、
恥
を
の
み
く
だ
そ
う
と
し

て
目
を
白
黒
さ
せ
醜
い
顔
を
し
た
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
学
芸
展
望
で
久
保
田
正
文
氏
に
あ
つ
た
と
き
、
久
保
田
氏
も
、
地

区
委
員
（
引
用
者
注
：
Ｓ
）
が
や
つ
て
来
て
「
い
ま
と
な
つ
て
は
…
…
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
と
い
う
感
想
を
も
ら
し
て
い
た
が
、
こ
の
部
分

の
面
白
さ
は
お
そ
ら
く
作
者
の
意
識
を
こ
え
た
面
白
さ
で
あ
ろ
う
」
と
作

品
の
皮
肉
な
ユ
ー
モ
ア
へ
の
作
者
の
功
績
を
否
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

「「
な
ぜ
か
わ
た
し
は
大
し
て
関
心
が
も
て
な
か
つ
た
の
で
」
の
「
な
ぜ
か
」

と
い
う
言
葉
の
不
用
意
な
用
い
か
た
が
、
そ
の
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
語
り
手
の
造
型
と
そ
の
「
明
晰
さ
」
に
は
論

理
的
一
貫
性
が
な
く
自
己
陶
酔
的
で
、
い
わ
ば
明
晰
さ
の
表
出
で
あ
る

ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
も
、
作
者
の
意
図
や
技
術
に
よ
ら
ず
偶
然
表
れ
た
も

の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
江
藤
の
主
張
で
あ
る
。

　

江
藤
は
丹
羽
の
指
摘
を
追
認
す
る
か
た
ち
で
で
は
あ
る
が
、
両
者
が
と

も
に
「
パ
ル
タ
イ
」
の
中
の
破
綻
と
し
て
こ
の
箇
所
を
取
り
上
げ
て
い
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
か
ら
、
丹
羽
は
「
パ
ル
タ
イ
」
の
明
晰

さ
は
肉
体
性
の
意
匠
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
常
套
的
な
も

の
で
あ
る
と
し
、
江
藤
は
作
中
で
描
か
れ
る
明
晰
さ
は
観
念
的
で
表
面
的

な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。「
パ
ル
タ
イ
」
と
明
晰
さ
の
問
題
を
考
え

る
上
で
鍵
に
な
る
部
分
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
Ｓ
に
釈
明
し
な
が

ら
恥
を
飲
み
下
そ
う
と
す
る
こ
と
は
「
明
晰
」
と
矛
盾
す
る
の
か
、
ま
た

Ｓ
の
示
す
対
処
策
に
「
な
ぜ
か
」
関
心
が
持
て
な
い
と
い
う
表
現
は
不
用

意
な
も
の
な
の
か
、
こ
の
二
点
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
本
作
品
に
お
け
る

「
明
晰
さ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
丹
羽
や
江

藤
の
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
二
）「
パ
ル
タ
イ
」
に
お
け
る
「
明
晰
」
と
は
な
に
か　
「
オ
ン
ト
」
の

感
覚
の
身
体
性

　

た
し
か
に
、
親
密
な
関
係
に
あ
る
「
あ
な
た
」
や
好
奇
心
で
近
づ
い
た

に
す
ぎ
な
い
「
労
働
者
」
に
も
ま
し
て
は
っ
き
り
と
軽
蔑
し
て
い
る
は
ず

の
Ｓ
に
対
し
て
、「
息
が
つ
ま
り
、
恥
を
の
み
く
だ
そ
う
と
」
す
る
の
は
、

主
人
公
の
理
知
的
な
人
物
造
形
か
ら
す
る
と
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
彼
女
が
「
恥
」
と
感
じ
て
い
る
の
は
は
た
し
て
労
働
者
と
の

性
交
で
妊
娠
し
た
こ
と
な
の
か
。こ
の
点
で
丹
羽
の
見
方
は
、当
時
の
セ
ッ

ク
ス
や
婚
外
妊
娠
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
ご
く
一
般
的
な
も
の
で

は
あ
る
が
、
作
品
の
文
脈
に
則
っ
て
読
め
ば
語
り
手
に
と
っ
て
の
恥
が
「
そ
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の
種
の
恥
」
だ
と
い
う
解
釈
は
多
分
に
恣
意
的
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
彼
女
は
何
を
恥
と
感
じ
て
い
る
の
か
。
可
能
性
は
い
く
つ
も
挙
げ

ら
れ
る
。
軽
蔑
す
る
Ｓ
に
問
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
状
況
そ
の
も
の
に
対
す

る
屈
辱
感
と
読
ん
だ
方
が
、
モ
ラ
ル
に
こ
だ
わ
ら
な
い
語
り
手
の
姿
勢
と

は
な
じ
む
だ
ろ
う
。「
わ
た
し
」
が
「
息
が
つ
ま
り
、
恥
を
の
み
く
だ
そ

う
と
し
て
目
を
白
黒
さ
せ
」
る
の
が
妊
娠
へ
の
恥
の
意
識
だ
と
解
釈
す
る

根
拠
は
な
い
。
さ
ら
に
前
後
の
文
脈
に
目
を
配
る
と
、
こ
の
時
語
り
手
の

息
を
つ
ま
ら
せ
、
口
ご
も
ら
せ
て
い
る
の
は
、
羞
恥
や
屈
辱
の
感
情
で
も

な
け
れ
ば
、
モ
ラ
ル
で
も
な
く
、
も
っ
と
即
物
的
な
生
理
的
吐
き
気
で
あ

る
と
も
読
め
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
価
値
を
持
た
な
い
Ｓ
の
あ
く
ま

で
形
而
下
的
な
善
後
策
に
「
な
ぜ
か
」
関
心
が
持
て
な
い
と
い
う
語
法
を

反
語
、
皮
肉
だ
と
と
ら
え
る
こ
と
も
、
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。
語
り

手
は
「
い
ま
と
な
っ
て
は
」
と
口
を
滑
ら
せ
る
Ｓ
が
体
現
し
て
い
る
よ
う

な
社
会
の
常
識
を
充
分
に
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
Ｓ
は
軽
蔑
の
対
象

と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
言
葉
に
語
り
手
が
興
味
を
持
た
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
な
ぜ
か
」
の
異
物
感
と
は
「「
世
帯
」

と
「
工
作
」
と
い
う
巧
ま
ざ
る
対
照
の
う
ち
に
う
か
ぶ
、
男
子
学
生
と
女

子
学
生
と
労
働
者
と
の
痛
切
な
く
い
ち
が
い
」
が
笑
い
を
誘
う
、「
知
的

な
ス
タ
イ
ル
」
と
平
野
が
評
価
し
て
い
る
の
と
同
種
の
、
悪
意
あ
る
皮
肉

な
笑
い
に
根
ざ
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
地
の
悪
い
ユ
ー

モ
ア
は
冒
頭
の
「
あ
な
た
は
眼
鏡
を
光
ら
せ
す
ぎ
る
の
で
」、「
あ
な
た
の

歯
が
が
ち
が
ち
と
鳴
る
の
は
、
で
き
の
わ
る
い
ガ
イ
コ
ツ
の
咬
合
を
み
る

よ
う
」
と
観
察
す
る
視
線
の
よ
う
に
、
作
品
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
恥
と
は
何
か
。
本
作
品
を
一
読
し
て
、

読
者
は
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
気
付
く
。「
オ
ン
ト
」
で
あ
る
。

「
わ
た
し
」
は
作
中
「
わ
た
し
は
過
去
に
よ
っ
て
自
分
を
拘
束
し
、
裏
づ

け
す
る
こ
と
に
オ
ン
ト
を
か
ん
じ
る
」、「
一
般
に
集
団
生
活
は
《
オ
ン
ト
》

を
そ
の
も
の
と
し
て
か
ん
じ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
「
オ

ン
ト
」（
ド
イ
ツ
語honte

、
英
語
でsham

e

）
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
す
。

頻
出
す
る
語
彙
に
は
こ
の
他
に
「
恥
し
く
な
る
」、「
屈
辱
」
と
い
っ
た
「
恥
」

に
ま
つ
わ
る
一
連
の
も
の
が
あ
る
。「
酢
の
よ
う
な
感
情
を
の
み
く
だ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
な
ど
も
同
種
の
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。
後
半
頻
出
す
る
「
吐
き
気
」
も
ま
た
、
そ
れ
ら
に
準
じ
、

嘔
吐
は
そ
の
結
果
ま
た
は
到
達
点
と
考
え
ら
れ
る
。「
パ
ル
タ
イ
」
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
は
当
時
の
学
生
の

文
化
と
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、「
パ
ル
タ
イ
」
で
は
明
ら
か
に
「
オ

ン
ト
」「
恥
」「
屈
辱
」
と
い
っ
た
複
数
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

既
成
の
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
あ
る
概
念
あ
る
い
は
感
覚
を
指
し
示
す

試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
そ
こ
に
多
く
の
他
人
た
ち
が
（
中
略
）
撫
で

ま
わ
し
た
あ
な
た
の
生
活
が
あ
る
の
だ
と
お
も
う
と
、
わ
た
し
は
息
が
つ

ま
り
そ
う
な
ほ
ど
恥
し
く
な
る
」、「
わ
た
し
た
ち
が
あ
い
し
あ
う
こ
と
に

き
め
た
こ
と
を
《
な
か
ま
》
の
《
学
生
》
た
ち
の
ま
え
で
宣
言
し
、
祝
福

を
う
け
た
。
わ
た
し
は
屈
辱
で
ま
っ
か
に
な
っ
た
。」
な
ど
が
そ
の
例
で

あ
る
。「
わ
た
し
」
は
「
パ
ル
タ
イ
」
で
の
活
動
と
正
式
党
員
に
な
る
手

続
き
を
し
な
が
ら
も
、
随
所
で
「
オ
ン
ト
」、
恥
を
感
じ
て
い
る
。

　

問
題
の
Ｓ
と
の
や
り
と
り
で
の
「
恥
」
へ
の
言
及
の
前
に
は
、
そ
の
日

の
体
調
に
つ
い
て
、「
八
月
の
つ
よ
い
陽
で
世
界
が
白
っ
ぽ
く
灼
か
れ
て

い
る
あ
る
日
、
わ
た
し
は
朝
か
ら
数
回
吐
き
け
を
か
ん
じ
た
」
と
記
述
さ

れ
、
後
に
は
こ
う
続
く
。「
そ
の
後
数
日
の
あ
い
だ
わ
た
し
は
ま
す
ま
す
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倉橋由美子「パルタイ」の初期批評の傾向と問題点

深
ま
っ
て
い
く
《
オ
ン
ト
》
の
感
情
に
、
じ
っ
と
し
て
い
て
も
汗
ば
み
、

世
界
が
ぐ
ら
ぐ
ら
す
る
よ
う
な
気
も
ち
だ
っ
た
。
そ
の
た
び
に
わ
た
し
の

頭
は
粘
液
性
の
抽
象
的
な
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
こ
す
り
つ
け
ら
れ
た
」。
Ｓ

の
追
及
を
受
け
な
が
ら
も
、「
わ
た
し
」
は
そ
の
前
後
と
一
貫
し
て
吐
き

気
ま
た
は
オ
ン
ト
に
耐
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、「
吐
き
気
」

は
具
体
的
に
は
妊
娠
に
よ
る
不
調
で
あ
る
の
だ
が
、
の
み
く
だ
そ
う
と
目

を
白
黒
さ
せ
る
「
恥
」
は
こ
の
一
連
の
「
オ
ン
ト
」
の
感
覚
で
あ
る
。

　

で
は
、「
オ
ン
ト
」
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
論
理
的
、
感
情
的
、

感
覚
的
な
矛
盾
や
欺
瞞
に
対
す
る
違
和
感
、
嫌
悪
感
で
あ
る
。「
パ
ル
タ

イ
」
の
中
で
「
オ
ン
ト
」
ま
た
は
恥
の
感
覚
は
吐
き
気
と
い
う
身
体
性
と

結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、作
品
前
半
部
の
「
オ
ン
ト
」「
恥
ず
か
し
い
」

「
屈
辱
」
と
い
っ
た
単
語
と
置
換
さ
れ
る
よ
う
に
、後
半
部
で
身
体
的
「
吐

き
気
」
に
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
終
盤
で
そ
れ
が
嘔
吐
と
し
て

最
高
潮
に
達
す
る
、
あ
る
い
は
収
束
す
る
と
「
わ
た
し
は
《
経
歴
書
》
を

書
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
速
か
に
と
り
も
ど
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
第
一
の
《
オ
ン
ト
》
で
あ
っ
た
が
、

わ
た
し
は
そ
れ
を
か
き
消
そ
う
と
し
て
さ
ら
に
オ
ン
ト
を
重
ね
る
べ
き
で

は
な
い
」
と
語
り
手
自
ら
の
オ
ン
ト
に
つ
い
て
の
総
括
が
な
さ
れ
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
。「
パ
ル
タ
イ
」
と
い
う
作
品
に
お
け
る
「
オ
ン
ト
」
は

論
理
性
と
身
体
性
を
併
せ
持
つ
違
和
感
な
の
で
あ
る
。

　
「
パ
ル
タ
イ
」
に
関
わ
っ
た
「
わ
た
し
」
は
そ
の
過
程
で
「
オ
ン
ト
」

を
感
じ
、
妊
娠
の
経
過
に
よ
る
吐
き
気
の
高
ま
り
は
「
オ
ン
ト
」
の
高
ま

り
で
あ
り
、そ
の
結
果
の
嘔
吐
は
「
オ
ン
ト
」
を
も
た
ら
す
「
パ
ル
タ
イ
」

と
の
決
別
の
契
機
と
な
る
。
い
っ
た
ん
嘔
吐
し
て
し
ま
え
ば
、「
あ
な
た

の
す
す
り
泣
き
や
わ
た
し
の
吐
瀉
物
の
匂
い
も
ほ
と
ん
ど
わ
た
し
を
か
き

み
だ
さ
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
き
わ
め
て
明
晰
で
あ
っ
た
と
お
も
う
」
と
、

語
り
手
は
完
全
な
明
晰
さ
を
手
に
す
る
。
嘔
吐
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
サ
ル

ト
ル
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
オ
ン

ト
の
身
体
性
と
明
晰
さ
と
の
関
連
を
評
者
た
ち
は
読
み
取
れ
て
い
た
だ
ろ

う
か
。「
パ
ル
タ
イ
」
に
お
け
る
「
明
晰
」
は
単
純
な
論
理
的
明
晰
で
は

な
い
し
、
単
に
オ
ン
ト
を
排
し
た
状
態
を
指
す
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
わ

た
し
は
き
わ
め
て
明
晰
で
あ
っ
た
と
お
も
う
」
の
直
後
に
続
く
以
下
の
部

分
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
明
晰
さ
が
事
物
の
分
析
や
因
果
関
係
の
樹
立
に
む
か
お
う

と
す
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
禁
じ
た
。
わ
た
し
の
行
動
か
ら
い
っ
さ
い

の
理
由
づ
け
を
は
ぎ
と
り
、
そ
れ
が
だ
ら
だ
ら
と
ひ
き
ず
っ
て
い
る

い
っ
さ
い
の
所
与
か
ら
の
意
味
づ
け
を
切
断
す
べ
き
だ
。

　
「
パ
ル
タ
イ
」
の
明
晰
さ
と
は
、
単
な
る
論
理
的
整
合
で
は
な
く
、「
オ

ン
ト
」
の
感
覚
へ
の
敏
感
さ
を
含
ん
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。
事
物
の
分
析

や
因
果
関
係
の
樹
立
を
禁
じ
、「
オ
ン
ト
」
を
そ
れ
そ
の
ま
ま
と
し
て
感

受
す
る
こ
と
が
「
わ
た
し
」
の
明
晰
さ
を
保
証
す
る
。
こ
れ
は
「
労
働
者
」

と
の
性
交
の
箇
所
で
も
よ
く
わ
か
る
。「
労
働
者
」
の
様
子
と
「
わ
た
し
」

の
感
覚
や
感
情
は
無
機
的
に
列
挙
さ
れ
、
両
者
の
融
合
の
感
覚
は
ま
っ
た

く
な
い
。

わ
た
し
は
な
ん
と
な
く
《
労
働
者
》
の
か
ら
だ
に
さ
わ
り
、
そ
れ
が
堅

い
筋
肉
で
で
き
て
い
る
の
を
知
り
、《
労
働
者
》
も
び
っ
く
り
し
て
わ

た
し
に
関
心
を
も
ち
は
じ
め
る
と
、
じ
き
に
わ
た
し
を
ひ
ら
か
せ
、
熱
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い
荒
い
息
を
吐
き
か
け
な
が
ら
わ
た
し
に
あ
い
さ
れ
よ
う
と
つ
と
め
た
。

わ
た
し
は
傷
つ
い
た
と
い
う
よ
り
も
極
度
に
お
し
ひ
ら
か
れ
、
不
愉
快

だ
っ
た
。《
労
働
者
》
は
わ
た
し
の
な
か
に
あ
っ
て
も
依
然
と
し
て
異

物
で
あ
り
、
わ
た
し
は
《
種
》
を
異
に
す
る
動
物
同
志
が
偶
然
に
出
会

い
、
そ
の
場
で
交
わ
り
で
も
し
た
よ
う
な
遠
々
し
さ
の
た
め
に
い
ら
い

ら
し
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
ほ
ぼ
完
全
に
明
晰
で
あ
り
つ
づ
け
た
。

　

語
り
手
は
意
味
づ
け
を
せ
ず
に
相
手
と
自
分
の
状
態
を
観
察
し
、
把
握

し
、
描
写
す
る
。
Ｓ
と
の
強
制
的
な
行
為
と
対
照
的
に
、
語
り
手
は
《
労

働
者
》
と
の
行
為
に
際
し
て
オ
ン
ト
や
吐
き
気
を
感
じ
て
は
い
な
い
が
、

「
不
愉
快
」
で
あ
り
、
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
、
明
晰
で
あ
る
。
論
理
の
み

な
ら
ず
自
己
の
身
体
性
に
対
す
る
感
覚
の
「
明
晰
さ
」
が
よ
く
表
れ
て
い

る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
オ
ン
ト
」
の
性
質
は
初
期
批
評
に
お
い
て
は
ほ
と
ん

ど
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
作
品
発
表
か
ら
二
十
六
年
を
経
た
一
九
八

六
年
の
「
女
流
文
学
・
そ
の
物
語
性
と
社
会
性
を
め
ぐ
っ
て―

―

倉
橋
由

美
子
『
パ
ル
タ
イ（
７
）』」

に
お
い
て
野
口
武
彦
は
、「
透
明
な
メ
タ
フ
ィ
ジ
ク

ス
は
不
透
明
な
フ
ィ
ジ
ク
ス
に
お
い
て
現
象
し
、
メ
タ
テ
ー
マ
は
テ
ー
マ

の
う
ち
に
具
象
化
さ
れ
る
」
と
、
倉
橋
作
品
の
持
つ
、
他
者
の
抽
象
化
に

よ
る
自
己
の
抽
象
化
、
非
社
会
を
志
向
す
る
手
段
と
し
て
の
社
会
的
題
材

と
い
っ
た
逆
説
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、「「
恥
を
の
み
く
だ
そ
う
と
し

て
眼
を
白
黒
さ
せ
醜
い
顔
を
」
す
る
女
子
学
生
の
造
型
に
お
い
て
、「
オ

ン
ト
」
し
て
析
出
さ
れ
た
「
恥
」
は
胃
か
ら
こ
み
あ
げ
て
く
る
嘔
吐
物
と

等
価
で
あ
る
」
と
「
オ
ン
ト
」
と
恥
の
感
情
と
嘔
吐
と
い
う
身
体
性
に
言

及
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
指
摘
も
「
女
流
作
家
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
上

さ
ら
に
、
生
理
感
覚
が
加
上
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
前
提
の
一
文
を
挟
ん
だ
上
で
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
品
の
発
表
直
後

か
ら
八
十
年
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
到
来
し
た
こ
の
時
期
に
至
る
ま
で
、
当

時
の
文
壇
の
主
流
で
あ
っ
た
男
性
作
家
・
評
者
に
お
い
て
は
、
論
理
は
あ

く
ま
で
非
身
体
的
な
も
の
で
あ
り
、「
生
理
感
覚
」
と
相
容
れ
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

作
品
中
に
は
「
オ
ン
ト
」
の
感
覚
の
身
体
性
と
「
明
晰
さ
」
の
つ
な
が

り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
評
者
が
読
み
取
れ
て
い
な
い
た
め

に
、
Ｓ
を
前
に
し
た
恥
の
意
識
が
唐
突
で
整
合
性
の
な
い
も
の
に
見
え
、

性
交
や
妊
娠
が
単
な
る
意
匠
に
見
え
、
明
晰
さ
の
論
理
的
不
徹
底
を
指
摘

し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

四　

読
解
を
表
層
的
に
し
た

　
　
　
　

批
評
中
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス

　

作
品
に
お
け
る
「
オ
ン
ト
」
の
概
念
は
一
読
し
て
特
徴
的
で
あ
り
、
本

来
な
ら
初
期
批
評
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
パ
ル
タ
イ
」
発
表
直
後
の
話
題
性
と
批
評
の
数
に
比
し
て
、
そ
の
内
容

に
は
政
治
性
の
検
討
を
除
く
と
収
穫
は
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
初
期
批
評

に
お
け
る
読
解
を
ご
く
表
面
的
な
も
の
に
し
た
要
因
と
し
て
は
、
モ
チ
ー

フ
の
政
治
性
、
さ
ら
に
幻
惑
的
な
作
風
も
作
用
し
て
は
い
る
が
、
若
い
女

性
で
学
生
で
あ
る
著
者
が
、
著
者
を
連
想
さ
せ
る
女
性
を
主
人
公
と
し
て
、

性
交
、
妊
娠
、
堕
胎
の
意
思
と
い
っ
た
事
柄
を
扱
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
物
の
描
き
方
が
、
当
時
の
女
性
作
者

に
よ
る
作
品
と
し
て
許
容
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
逸
脱
し
て
い
た
こ
と
を
今
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倉橋由美子「パルタイ」の初期批評の傾向と問題点

井
泰
子
は
指
摘
し
て
い
る
。

冒
頭
、「
わ
た
し
」
の
恋
人
の
「
あ
な
た
」
が
「
眼
鏡
を
光
ら
せ
」
て

弁
じ
立
て
る
と
、
興
奮
で
「
あ
な
た
」
の
「
歯
が
が
ち
が
ち
と
鳴
る
」。

そ
れ
を
「
わ
た
し
」
は
「
で
き
の
わ
る
い
ガ
イ
コ
ツ
の
咬
合
を
み
る
よ

う
」
だ
と
眺
め
て
「
動
物
的
な
笑
い
」
を
も
ら
す
。
す
る
と
、「
あ
な
た
」

は
錯
覚
し
、「
わ
た
し
」
の
手
を
握
っ
た
と
い
う
。
こ
の
最
初
の
十
数

行
で
、
当
時
の
読
者
の
大
方
は
す
で
に
啞
然
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
男

性
を
こ
こ
ま
で
嘲
笑
的
に
描
く
女
性
作
家
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は

ま
っ
た
く
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
の
男
性
愚
視
は
別

の
男
性
を
前
に
さ
ら
に
極
ま
る
。「
わ
た
し
」
を
妊
娠
さ
せ
る
「
労
働
者
」

は
人
格
の
な
い
デ
ッ
サ
ン
の
石
膏
像
に
す
ぎ
な
い
し
、「
わ
た
し
」
を

強
姦
す
る
「
Ｓ
」
は
「
わ
た
し
」
を
威
圧
し
て
か
か
る
権
威
主
義
の
権

化
で
あ
る
と
同
時
に
、
卑
猥
な
雄
で
あ
る
。

　
「
あ
な
た
」
や
Ｓ
と
い
っ
た
男
性
登
場
人
物
は
女
性
で
あ
る
主
人
公
に

「
オ
ン
ト
」
を
感
じ
さ
せ
る
組
織
や
個
人
の
あ
り
方
の
象
徴
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
辛
辣
な
戯
画
化
の
対
象
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
人
物
造
形

が
実
際
に
組
織
運
動
の
指
導
層
が
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
女
性
か
ら
の
男
性
へ
の
厳
し
い
批

判
的
視
線
と
い
う
構
図
へ
の
言
及
は
、
初
期
批
評
で
は
前
面
に
出
て
く
る

こ
と
は
な
い
。
た
だ
、「
丹
羽
文
雄
に
答
え
る
」
に
お
け
る
平
野
の
次
の

よ
う
な
発
言
は
男
性
評
者
の
感
じ
た
で
あ
ろ
う
感
覚
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

も
し
丹
羽
さ
ん
の
よ
う
な
よ
み
か
た
を
し
た
ら
、い
っ
そ
「
パ
ル
タ
イ
」

の
女
主
人
公
を
一
挙
に
否
定
し
て
し
ま
っ
た
方
が
マ
シ
で
あ
る
。
あ
の

女
主
人
公
は
、
も
し
「
女
の
体
温
」
と
い
う
よ
う
な
角
度
か
ら
眺
め
た

ら
、
実
に
イ
ヤ
な
女
の
子
で
あ
る
。
愛
情
を
と
り
か
わ
し
た
ら
し
い
男

子
学
生
に
こ
と
ご
と
に
さ
か
ら
っ
て
、「
わ
た
し
」
は
あ
あ
い
っ
て
や
っ

た
、
こ
う
い
っ
て
や
っ
た
、
と
得
意
げ
に
語
り
、
と
き
ど
き
は
カ
ッ
と

な
っ
て
、
そ
の
く
せ
理
路
整
然
と
し
ゃ
べ
り
ま
く
る
よ
う
な
女
で
あ
る
。

む
か
し
な
が
ら
の
女
性
観
か
ら
す
れ
ば
、
お
よ
そ
可
愛
げ
の
な
い
、
女

性
と
し
て
の
魅
力
に
乏
し
い
女
の
子
に
す
ぎ
な
い
。
実
は
北
原
武
夫
さ

ん
の
批
評
を
新
聞
で
よ
ん
だ
と
き
、
一
言
イ
ヤ
な
女
と
い
う
評
言
が
と

び
だ
し
て
い
い
は
ず
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
さ
す
が
の
北
原
さ
ん
も

そ
う
い
う
面
に
は
一
言
半
句
ふ
れ
な
か
っ
た
。
土
台
そ
う
い
う
よ
み
か

た
を
す
る
作
品
じ
ゃ
な
い
こ
と
を
、
北
原
さ
ん
も
明
察
し
た
か
ら
だ
ろ

う
。

　

平
野
は
、
丹
羽
の
評
に
に
じ
む
主
人
公
へ
の
反
感
を
指
摘
し
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
な
反
応
を
当
然
あ
る
べ
き
一
般
的
な
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い

る
。
し
か
し
評
者
た
ち
は
平
野
が
述
べ
る
通
り
「
土
台
そ
う
い
う
よ
み
か

た
を
す
る
作
品
じ
ゃ
な
い
」と
の
判
断
の
上
、こ
の
問
題
を
迂
回
し
て
、「
組

織
」
に
つ
い
て
の
作
品
で
あ
る
と
構
造
化
し
て
論
じ
た
。
し
か
し
、「
あ

な
た
」
や
《
労
働
者
》、
Ｓ
と
い
っ
た
人
物
が
当
時
の
現
実
の
、
圧
倒
的

に
男
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
組
織
や
思
想
の
戯
画
化
さ
れ
た
反
映

で
あ
る
以
上
、
女
性
で
あ
る
「
わ
た
し
」
か
ら
男
性
た
ち
へ
の
批
判
的
視

線
に
は
一
種
の
性
的
政
治
性
が
宿
り
、
そ
れ
こ
そ
が
評
者
の
不
愉
快
の
根

源
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
に
男
性
評
者
た
ち

が
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
は
な
く
、
不
愉
快
は
明
晰
性
の
瑕
疵
や
政
治
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性
の
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
評
の
中
に
は
、
作
者
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が
見
て
と
れ
、時
に
は
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
文
章
上
の
性
的
い
や
が
ら
せ
）
と
さ
え
言
え
る
表
現
が

散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
典
型
的
な
の
は
江
藤
の
評
で
あ
る
。
丹

羽
の
よ
う
に
感
覚
的
で
は
な
く
、
作
品
に
お
け
る
「
明
晰
」
と
い
う
観
念

に
絞
っ
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
「
明
晰
」
性
の
批

判
に
、「
作
者
は
コ
ン
パ
ク
ト
を
と
り
出
し
て
し
ば
し
ば
顔
を
う
つ
し
て

み
る
の
が
す
き
な
女
性
で
あ
る
が
、
そ
の
鏡
に
は
「
明
晰
」
と
い
う
観
念

が
は
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
、
作
者
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
過
度

に
強
調
し
印
象
付
け
る
嘲
笑
的
表
現
を
選
ん
だ
こ
と
で
、
江
藤
の
こ
の
批

判
は
単
な
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
的
言
説
に
堕
し
て
い
る
。「
自
己
陶
酔
」
と

「
鏡
」
と
は
一
般
的
に
し
ば
し
ば
比
喩
関
係
に
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
さ
ら
に
「
コ
ン
パ
ク
ト
を
使
う
女
性
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
加
え

る
こ
と
で
読
者
に
非
常
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
効
果
を
、
江
藤
が
意
識

し
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
し
て
や
、
対
象
は
読
者
に
と
っ
て
全

く
未
知
の
新
人
で
あ
る
。
あ
る
い
は
丹
羽
文
雄
の
「
女
の
作
者
と
い
ふ
こ

と
か
ら
、
私
は
「
悲
し
み
よ
今
日
は
」
の
サ
ガ
ン
を
思
ひ
う
か
べ
た
」
と

い
う
粗
雑
な
飛
躍
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
者
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
点

に
よ
っ
て
、「
パ
ル
タ
イ
」
は
政
治
性
以
外
の
本
質
的
要
素
の
検
討
が
不

充
分
な
ま
ま
、
旧
来
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
。
そ
れ

は
性
交
や
堕
胎
は
と
も
か
く
、「
妊
娠
し
て
嘔
吐
に
苦
し
む
」
こ
と
ま
で

を
反
モ
ラ
ル
の
範
疇
に
お
い
て
い
る
丹
羽
の
認
識
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。

妊
娠
初
期
の
悪
阻
は
ご
く
一
般
的
な
生
理
的
現
象
で
あ
り
、
そ
こ
に
モ
ラ

ル
の
介
在
す
る
余
地
は
な
い
。
丹
羽
は
一
定
の
倫
理
観
を
女
性
主
人
公
あ

る
い
は
作
者
に
要
求
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

作
品
を
高
く
評
価
し
た
平
野
で
す
ら
、「
新
作
家
ひ
と
り
」
の
末
尾
に
「
ち

な
み
に
、
倉
橋
さ
ん
は
仏
文
科
の
学
生
で
、
中
村
光
夫
さ
ん
の
弟
子
の
は

ず
で
あ
る
。
今
度
中
村
さ
ん
に
逢
つ
た
ら
、
彼
女
が
優
秀
な
学
生
で
あ
る

か
ど
う
か
、
ま
た
、
ベ
ッ
ピ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
を
き
い
て
み
た
い
。
そ

の
点
、
私
は
中
村
さ
ん
の
批
評
眼
と
審
美
眼
に
か
ね
が
ね
推
服
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
い
う
作
品
と
無
関
係
な
作
者
の
容
姿
へ
の
言
及
を
付
け
加
え

て
恥
じ
な
い
。
当
時
の
作
品
評
価
に
お
い
て
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア

ス
が
夾
雑
物
と
し
て
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

作
者
倉
橋
自
身
は
自
ら
が
女
性
作
家
で
あ
る
こ
と
に
こ
と
さ
ら
に
意
味

を
見
出
す
発
言
は
し
て
い
な
い
が
、
富
岡
多
恵
子
、
高
橋
た
か
子
、
津
島

佑
子
な
ど
、
後
続
の
女
性
作
家
へ
の
流
れ
の
中
で
果
た
し
た
役
割
は
小
さ

く
は
な
い
だ
ろ
う
。「
パ
ル
タ
イ
」
が
発
表
の
翌
年
に
第
十
二
回
女
流
文

学
者
賞
を
、
そ
の
翌
々
年
六
三
年
に
は
新
人
作
家
で
あ
り
な
が
ら
「
業
績

に
対
し
て
」
と
し
て
田
村
俊
子
賞
を
受
賞
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
前
後
の

世
代
の
女
性
作
家
か
ら
倉
橋
へ
の
期
待
と
評
価
が
見
て
と
れ
る
。
た
と
え

ば
芥
川
賞
候
補
の
中
に
女
性
作
家
が
ま
っ
た
く
含
ま
れ
な
い
こ
と
も
珍
し

く
な
か
っ
た
段
階
の
日
本
の
文
学
界
で
、「
パ
ル
タ
イ
」
は
そ
の
完
成
度

に
よ
っ
て
不
利
な
条
件
を
乗
り
越
え
、
議
論
さ
れ
読
ま
れ
た
。「
パ
ル
タ
イ
」

の
初
期
評
価
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
当
時
女
性
作
者
の
作
品

が
ど
う
読
ま
れ
た
か
、
そ
の
読
ま
れ
方
の
中
で
ど
の
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
形

成
し
て
い
っ
た
か
を
知
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。
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倉橋由美子「パルタイ」の初期批評の傾向と問題点

お
わ
り
に

　
「
パ
ル
タ
イ
」
は
発
表
当
時
の
読
者
に
は
、
当
時
の
政
治
状
況
を
背
景

に
共
産
党
や
全
学
連
に
関
わ
る
学
生
を
批
判
的
に
描
い
た
作
品
と
し
て
読

ま
れ
、
お
も
に
そ
う
し
た
観
点
か
ら
評
価
や
批
判
を
受
け
た
。
し
か
し
作

中
の
「
パ
ル
タ
イ
」
の
虚
構
化
さ
れ
た
描
き
方
や
作
者
の
言
葉
か
ら
は
、

こ
の
作
品
が
現
実
の
政
治
性
を
無
意
味
化
す
る
戯
画
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
主
人
公
や
作
品
の
「
明
晰
さ
」
に
は
作
品

内
で
の
論
理
的
齟
齬
が
あ
る
、
性
交
・
妊
娠
と
い
っ
た
身
体
的
要
素
で
の

補
強
が
あ
る
と
し
て
丹
羽
文
雄
、
江
藤
淳
か
ら
は
不
純
な
も
の
と
見
な
さ

れ
た
が
、「
パ
ル
タ
イ
」
に
お
け
る
「
明
晰
」
と
は
、
論
理
性
と
身
体
性

を
併
せ
持
っ
た
「
オ
ン
ト
」
の
感
覚
へ
の
明
敏
さ
に
支
え
ら
れ
た
も
の
と

し
て
一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
読
解
の
不
足
の
背
景
に
は
、
個
々
の
評
者
の
文
学
的
主
張

の
他
に
、「
明
晰
」
と
い
う
観
念
に
お
い
て
論
理
の
み
を
重
視
し
身
体
性

や
感
覚
を
無
視
す
る
固
定
観
念
、
男
性
評
者
が
実
感
を
持
つ
こ
と
の
で
き

な
い
女
性
に
と
っ
て
の
性
交
や
妊
娠
へ
の
注
意
不
足
、
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
、
大
学
生
の
若
い
女
性
の
作
者
と
い
う
条
件
に
対
す
る
偏
見
が
読
み
を

浅
く
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
作
品
や
作
者
に
対
す
る
不
用
意
な
表
現
に
、

評
者
た
ち
の
女
性
を
男
性
と
区
別
し
あ
ら
か
じ
め
あ
る
特
定
の
イ
メ
ー
ジ

を
付
与
し
て
見
る
姿
勢
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

　

発
表
当
時
に
対
し
て
政
治
状
況
が
変
化
し
、
女
性
作
家
・
評
者
・
研
究

者
が
当
た
り
前
と
な
っ
た
現
在
、「
パ
ル
タ
イ
」
は
作
品
へ
の
当
時
の
評

価
を
振
り
返
り
検
討
し
た
上
で
、
新
た
な
着
眼
点
で
考
察
し
う
る
示
唆
に

富
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
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本
文
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た
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漢
字
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。
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。
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