
与
謝
野
晶
子
の
批
評

ー
ー
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
受
容
を
視
座
と
し
て
|
|

野

村

幸

良F

は

じ

め

に

与
謝
野
晶
子
は
「
鏡
心
燈
語
」
に
お
い
て
、
「
私
は
大
隈
党
の
実
際
政
治
に
も
政
友
会
の
政
治
意
見
に
も
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
や
ロ

ダ
ン
の
現
代
思
想
と
更
に
一
点
の
共
鳴
す
る
所
さ
へ
認
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
を
口
惜
し
く
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言

辞
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
視
座
と
し
て
、
同
時
代
の
思
想
・
政
治
・
文
化
に
つ
い
て
批
評
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
大

正
期
の
晶
子
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
限
で
晶
子
の
評
論
を
い
ま
一
度
、
関
し
て
み
た
場
合
、

与謝野晶子の批評

た
し
か
に
発
想
の
形
式
や
用
語
の
使
用
法
に
お
い
て
、
ベ

ル
グ
ソ
ン
と
の
一
致
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
自
認
す
る
新
し
い
思
想
を
提
供
し

(2) 

て
こ
そ
、
世
界
人
類
の
創
造
的
進
化
に
参
/
加
し
て
各
人
が
実
力
相
応
の
貢
献
を
為
し
得
る
L

と
い
う
一
言
辞
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
け

っ
し
て
固
定
化
す
る
こ
と
な
く
生
成
変
化
を
繰
り
返
す
、
個
人
に
内
包
さ
れ
た
生
命
が
、
物
質
世
界
を
支
配
し
て
い
く
過
程
を
自

由
H
創
造
的
進
化
と
読
ん
だ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
思
想
の
援
用
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
晶
子
の
社

会
批
評
、
文
明
批
評
と
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
前
提
と
し
て
、



ハ
正
期
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
受
容
の
在
り
方
に
つ
い
て
僻
服
し
て
お
き
た
い
。

2 

暗
一
亜
と
肉
の
一
致
へ
大
正
期
の
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム

大
正
期
、

ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
は
生
命
論
が
言
論
界
を
席
巻
し
た
時
代
状
況
を
背
景
と
し
て
、
移
入
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
思
想
は
明
治
四
十
年
代
の
欲
望
自
然
主
義
の
反
動
、
あ
る
い
は
乗
り
越
え
と
し
て
、
つ
ま
り
、
人
間
に
内
包
さ
れ
た
精
神
的
価

値
を
復
権
す
る
た
め
の
新
し
い
思
想
と
し
て
、
大
正
期
に
紹
介
さ
れ
た
と
、
ひ
と
ま
ず
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
野
村
隈
伴
は
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ニ
イ
チ
エ
」
に
お
い
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
文
明
史
上
の
位
置
を
説
明
し
て
い

7

7

 

る
。
隈
伴
は
「
近
代
の
学
科
」
が
「
人
間
の
意
識
を
自
由
勝
手
に
分
析
し
、
逐
に
は
人
格
と
か
意
識
の
統
一
と
か
は
存
在
し
な
い
、

唯
知
性
と
本
能
と
の
争
ひ
の
み
で
あ
る
と
揚
言
L

す
る
に
到
っ
た
と
説
明
し
た
上
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
現
代
的
意
義
を
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

知
性
に
従
ふ
者
は
、
徒
ら
に
空
想
に
耽
り
、
形
式
に
流
れ
て
、
所
謂
理
想
主
義
の
哲
学
を
代
表
し
、
本
能
に
従
ふ
者
は
、

之
に
反
し
て
経
験
を
重
ん
じ
現
実
を
尊
ぶ
実
際
主
義
の
哲
学
を
代
表
す
る
。
知
性
は
浪
漫
主
義
の
本
尊
と
な
り
、
本
能
は
自

然
主
義
の
本
尊
と
な
っ
た
。
し
か
し
自
己
は
決
し
て
、
知
性
で
も
な
け
れ
ば
、
本
能
で
も
な
い
。
(
中
略
)
こ
の
矛
盾
を
脱

却
し
、
更
に
深
い
自
己
の
中
に
、
確
か
な
根
底
を
捕
へ
ゃ
う
と
努
力
し
た
の
は
、
最
近
の
思
想
で
あ
る
。
此
の
点
に
於
い
て
、

新
浪
漫
主
義
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
オ
イ
ケ
ン
な
ど
の
哲
学
は
、
其
の
軌
を
同
じ
う
す
る
も
の
で
あ
る
。

隈
伴
の
言
う
「
知
性
L

と
は
合
理
的
な
分
析
能
力
、

つ
ま
り
理
性
だ
け
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
に
、
本



能
の
対
立
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
浪
漫
主
義
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
精
神
的
価

値
と
い
う
意
味
合
い
が
濃
厚
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
隈
伴
は
、
精
神
と
身
体
と
い
う
二
元
論
的
対
立
を
解
消
し
て
い
く
と
こ

ろ
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
上
、
文
明
史
上
の
意
義
を
求
め
て
い
る
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
に
お
い
て
も
、
同
様
の
認
識
は
、

(

4

)

(

5

)

(

6

)

 

三
宅
雄
二
郎
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
梗
概
」
、
稲
毛
誼
風
「
日
本
現
代
思
潮
梗
概
L

、
無
署
名
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
タ
ゴ

i
ル
」
な
ど
の

文
献
に
お
い
て
も
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
代
に
お
い
て
ほ
ほ
共
通
の
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
、
言
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。

ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
こ
の
よ
う
な
理
解
と
移
入
の
在
り
方
は
、
生
命
論
が
論
壇
を
席
巻
し
た
大
正
期
の
知
の
遠
近
法
が
、
力
学

(7) 

と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
董
田
慶
治
は
「
オ
イ
ケ
ン
の
神
観
」
に
お
い
て
、
「
人
間
の
本
性
に
根
本
的
矛
盾
の
存
す
る
の
を
指
示
す
。

其
矛
盾
の
一
方
に
は
唯
物
主
義
、
自
然
主
義
と
な
っ
て
現
は
れ
る
生
活
が
あ
り
、
他
の
一
方
に
は
理
想
主
義
と
な
っ
て
現
は
れ
る

者
が
あ
る
。
/
こ
の
根
本
的
矛
盾
を
超
越
す
る
の
活
路
あ
り
や
。
若
し
之
な
し
と
せ
ば
、
吾
人
は
す
べ
て
霊
的
生
命
の
要
求
を
全

然
放
棄
す
べ
き
羽
目
に
陥
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
霊
的
生
命
」
の
存
在
を
認
め
、
「
そ
の
要
求
」
に
耳
を
傾
け
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
唯
物
主
義
、
自
然
主
義
」
と
「
理
想
主
義
」
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
語
ら
れ
て

い
る
。
精
神
と
身
体
と
い
う
対
立
軸
の
中
に
媒
介
項
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
立
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
大
正
期

の
論
壇
に
お
い
て
、
そ
の
媒
介
項
。
か
「
生
命
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
二
元
論
的
対
立
の
超
克
が
、
大
正
期
の
論
壇
に
お
い
て
希
求
さ
れ
始
め
た
背
景
と
し
て
は
、
明
治
四
十
年

与謝野晶子の批評

代
の
自
然
主
義
文
学
や
そ
れ
に
立
脚
し
た
批
評
の
行
き
詰
ま
，
り
が
明
確
に
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
欲
望
に
実
存

的
中
心
を
求
め
る
生
の
在
り
方
は
、
最
終
的
に
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
価
値
を
否
定
す
る
よ
う
な
懐
疑
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
得
ず
、
生

の
充
足
は
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
イ
ブ
セ
ン
の
戯
曲
亘
五
帝
と
ガ
リ
ヤ
ラ
人
L

茅
原
華
山
が
主
宰
し
た
雑
誌
『
第
三
帝
冒
』

に
由
来
し
て

3 



い
る
が
、
こ
の
戯
曲
で
語
ら
れ
た
第
三
帝
国
の
思
想
に
つ
い
て
、
鳥
村
抱
月
は
「
霊
と
肉
、
智
識
と
信
仰
の
争
の
次
に
来
る
文
明

が
、
即
ち
第
三
文
明
で
あ
る
と
名
づ
け
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
云
ひ
換
れ
ば
霊
肉
の
一
致
、
知
識
と
感
情
の
一
致

(
8
)
 

に
立
つ
帝
国
で
な
け
れ
ば
真
の
帝
国
で
は
な
い
と
い
ふ
思
想
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
L

と
説
明
し
て
い
る
。
「
肉
」
と
「
智
識
L

、

つ
ま
り
自
然
主
義
と
科
学
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
眼
に
見
え
る
も
の
だ
け
を
信
じ
る
近
代
主
義
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
精
神

的
価
値
の
否
定
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
来
る
新
し
い
文
明
と
し
て
霊
と
肉
の
一
致
が
希
求
さ
れ

4 

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
的
文
脈
の
中
で
、

ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
も
ま
た
理
解
さ
れ
移
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
大
正
期
に
お
け
る

晶
子
の
文
明
批
評
、
社
会
批
評
に
お
い
て
も
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
圏
内
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
言
辞
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

モ
ラ
ル
と
主
体
|
|
晶
子
と
婦
人
解
放
思
想

さ
ら
に
、
品
子
の
評
論
と
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

前
掲
「
鏡
、
心
燈
語
L

に
お
い
て
晶
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

既
に
生
活
が
不
断
に
移
っ
て
行
く
以
上
、
私
た
ち
の
倫
理
観
も
ま
た
不
断
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
永
久
の
真
理
と
い
う

も
の
を
求
め
る
こ
と
の
愚
は
琴
柱
に
勝
す
る
に
ひ
と
し
い
。
永
久
の
真
理
と
い
う
よ
う
な
幽
霊
一
に
信
頼
し
て
一
方
の
み
を
凝

視
し
て
い
る
人
が
、
刻
々
に
推
移
す
る
人
生
に
対
し
て
理
解
も
判
断
も
で
き
ず
、
自
分
が
人
生
の
本
流
に
乗
る
こ
と
を
忘
れ

か
え
っ
て
反
感
と
否
定
と
を
以
て
世
の
涜
季
罵
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

時
代
の
競
走
に
落
伍
し
て
い
な
が
ら
、



こ
の
言
辞
に
は
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
影
響
の
跡
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
生
活
が
生
成
変
化
し
て
い
く
以
上
、
倫
理
も

ま
た
生
成
変
化
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
見
方
に
囚
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
が
晶
子
の
主
張
の
眼
目
で
あ
る

が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
晶
子
は
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
は
相
対
的
に
の
み
真
理
で
有
り
得
る
と
い
っ
た
よ
う
な
虚
無
的
気
分
を
表
明

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
倫
理
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
囚
わ
れ
た
思
想
の
変
化
し
て
い
く
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
現
在
性
に
お
い
て
普
遍
的
真
理
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
や
が
て
囚
わ
れ
た
思
想
に
転
落
し
て
し
ま
う
よ
う
な
倫
理
が
、
現
在
と
い
う
時
点
に
お
い
て
は
普
遍
的
真
理

(
9
)
 

で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
か
。
晶
子
は
「
『
女
ら
し
さ
』
と
は
何
か
L

に
お
い
て
、
「
現
代
に
入
っ
て
、
舶
載
の
学
問
芸
術
の

お
蔭
で
『
流
動
進
化
』
の
思
想
と
触
れ
る
に
到
っ
て
も
、
動
も
す
れ
ば
、
新
し
い
現
代
の
生
活
を
呪
阻
し
て
、
徹
の
生
え
た
因
習

思
想
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
を
見
受
け
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
辞
で
語
ら
れ
た
、
「
徽
の
生
え
た
因
習
思
想
」

を
否
定
す
る
ヨ
流
動
進
化
』
の
思
想
」
と
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
『
流
動
進
化
』
の
思
想
L

に
お

い
て
は
、
生
滅
変
化
を
繰
り
返
す
情
動
が
、
生
命
と
い
う
絶
対
的
価
値
の
躍
動
す
る
姿
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
お
り
、
結
果
と
し

て
、
「
流
動
」
に
内
包
さ
れ
た
普
遍
的
真
理
性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

与謝野品子の批評

同
時
代
の
他
文
献
に
眼
を
転
じ
て
も
、
同
様
の
思
想
は
多
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
島
正
徳
は
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
倫
理

(m) 

的
帰
結
」
に
お
い
て
、
「
彼
れ
(
筆
者
注
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
指
す
)
の
哲
学
の
最
も
重
要
な
る
点
は
持
続
と
い
ふ
こ
と
で
、
其
は
絶
え

ず
変
化
し
て
流
れ
移
っ
て
行
く
と
い
ふ
意
味
で
、
其
が
即
ち
生
命
の
あ
る
所
、
心
的
生
活
の
真
理
、
宇
宙
過
程
の
実
相
」
で
あ
る

と
論
じ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
は
真
の
自
由
を
、
全
心
的
決
定
を
要
す
る
非
常
の
場
合
に
見
出
し
た
。
例
へ
ば
、
我
々
が
道
徳
的
危
機
に
触
れ
て
、
全

心
を
以
て
、
全
自
我
全
人
格
を
以
て
決
定
す
る
や
う
な
時
に
、
真
に
自
発
的
な
生
け
る
自
由
が
あ
る
と
し
た
。
此
の
場
合
の

う



意
識
状
態
は
全
心
が
一
如
に
総
合
し
て
活
動
す
る
の
で
、
彼
れ
是
れ
の
理
由
を
以
て
は
説
明
す
べ
か
ら
ぎ
る
有
様
で
あ
る
。

6 

ど
の
訳
こ
の
訳
と
い
ふ
や
う
な
観
念
的
に
取
扱
ひ
得
る
状
態
で
は
な
く
、
只
全
人
格
の
活
動
し
て
決
定
す
る
状
態
で
あ
る
。

凡
て
が
動
き
、
動
い
て
新
し
く
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
具
体
的
全
心
的
進
動
其
者
が
自
由
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
由

と
は
持
続
の
只
中
に
直
観
し
得
る
こ
と
で
、
理
論
的
に
自
由
を
証
明
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ

晶
子
の
一
一
百
う
「
流
動
変
化
」
が
、
こ
こ
で
は
「
持
続
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
生
命
は
生
成
変
化
を
繰
り
返
し
な
が
ら
創

造
的
進
化
を
成
し
遂
げ
て
い
く
無
限
の
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
知
や
論
理
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
論
理

的
に
見
て
矛
盾
に
見
え
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
生
命
と
い
う
絶
対
的
な
価
値
を
理
知
と
い
う
偏
っ
た
見
方
に
囚
わ
れ
て
眺
め
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、

一
見
、
矛
盾
に
見
え
る
生
命
の
本
質
は
自
ら
の
生
命
に
よ
っ
て
直
観
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
噛
み
砕
い
て
言

え
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
。

ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
受
容
を
通
じ
て
移
入
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
生
命
観
を
通
じ
て
、
矛
盾
は
矛
盾
の
ま
ま
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
生
命
と
い
う
表
象
は
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
包
摂
す
る
万
能
の
概
念
で
あ
っ
た
。
偶
人
的
幸
福
の
追
求
や

主
体
性
の
獲
得
に
倫
理
的
価
値
を
求
め
よ
う
と
、
家
族
へ
の
献
身
に
倫
理
的
価
値
を
求
め
よ
う
と
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
そ
れ
は
生

命
と
い
う
普
遍
的
価
値
が
特
殊
化
さ
れ
た
形
で
顕
現
し
た
姿
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
相
矛
盾
す
る
二
つ

の
価
値
は
矛
盾
し
た
ま
ま
、
そ
れ
を
「
直
観
」
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
に
お
い
て
、
普
遍
性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
晶
子

が
「
私
た
ち
の
倫
理
観
も
ま
た
不
断
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
の
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
生
成
変
化
を
繰

り
返
す
生
命
と
の
交
感
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

晶
子
の
大
正
期
に
お
け
る
女
性
解
放
運
動
に
対
す
る
姿
勢
も
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
受
容
を
視
座
と
し
た
時
、

(
日
)

そ
の
一
端
を
理
解
で
き
る
。
「
母
性
偏
重
を
排
す
」
に
は
次
の
よ
う
な
言
辞
が
存
在
す
る
。



私
、
が
母
と
な
っ
た
こ
と
は
決
し
て
絶
対
的
で
は
な
か
っ
た
。
子
供
の
母
と
な
っ
た
後
に
も
、
私
は
或
一
人
の
男
の
妻
で
あ

り
、
或
人
の
友
で
あ
り
、
世
界
人
類
の
一
人
で
あ
り
、
日
本
臣
民
の
一
人
で
あ
る
。
(
中
略
)
其
等
の
諸
性
の
一
つ
が
次
の

時
に
は
現
在
の
中
心
で
あ
る
母
性
に
代
っ
て
私
の
生
活
の
中
心
と
な
り
、
更
に
ま
た
他
の
も
の
が
次
ぎ
次
ぎ
に
代
っ
て
行
く
。

其
等
の
無
数
に
起
伏
し
て
異
っ
た
中
心
を
作
る
諸
性
が
互
に
輔
け
合
い
、
埋
め
合
せ
、
も
し
く
は
互
に
返
し
援
ね
返
し
、
闘

争
し
て
、
不
断
の
流
転
を
続
け
る
こ
と
に
由
っ
て
私
の
自
我
は
成
長
し
私
の
生
活
は
開
展
す
る

こ
の
一
一
言
辞
に
お
い
て
晶
子
は
明
ら
か
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
女
性
問
題
に
応
用
す
る
形
で
批
評
を
展
開
し
て
い
る
。
「
私
の

自
我
」
は
「
不
断
の
流
転
を
続
け
る
」
。
つ
ま
り
、
あ
る
瞬
間
に
お
い
て
は
母
性
愛
を
至
上
の
価
値
と
し
て
感
得
し
、
別
の
瞬
間

に
は
夫
へ
の
愛
を
、
友
情
を
、
同
胞
へ
の
愛
を
、
人
類
愛
を
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
性
に
お
い
て
生
命
か
ら
湧
き
出
る
倫
理
的
価

値
は
変
化
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
自
分
自
身
、

つ
ま
り
主
体
の
主
体
性
で
あ
る
と
晶
子
は
言
っ
て
い
る
の
だ
。

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、

一
つ
の
倫
理
的
価
値
が
絶
対
視
さ
れ
、
そ
れ
と
対
立
す
る
よ
う
な
、
他
の
あ
ら

ゆ
る
価
値
を
排
除
す
る
よ
う
な
イ
ズ
ム
は
す
べ
て
、
生
命
と
い
う
普
遍
的
価
値
、
つ
ま
り
自
分
自
身
H
主
体
を
抑
圧
す
る
囚
わ
れ

た
思
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
じ
「
母
性
偏
重
を
排
す
」
に
お
い
て
晶
子
は
、
「
旧
式
な
賢
母
良
妻
主
義
に
人
間
の
活
動

を
束
縛
す
る
不
自
然
な
母
性
中
心
説
を
加
味
し
て
此
上
人
口
の
増
殖
を
奨
励
す
る
や
う
な
軽
悦
な
流
行
を
見
な
い
よ
う
に
し
た
い

も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
別
に
こ
こ
で
晶
子
は
良
妻
賢
母
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
母
性
愛
も
夫

与謝野晶子の批評

へ
の
愛
も
自
身
の
生
命
に
内
属
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
良
妻
賢
母
で
あ
る
こ
と
自
体
は
品
同
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
晶
子

が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
良
妻
賢
母
主
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
良
妻
賢
母
で
あ
る
こ
と
だ
け
に
超
越
的
な
価
値
を
認
め
、
そ
れ
以

外
の
価
値
を
す
べ
て
排
除
し
て
い
く
よ
う
な
イ
ズ
ム
の
在
り
方
が
、
生
命
を
排
除
し
て
い
く
と
一
言
っ
て
い
る
の
だ
。

(ロ)

ま
た
、
も
う
一
方
で
晶
子
は
、
『
人
及
び
女
と
し
て
』
の
自
序
で
、
「
因
習
の
束
縛
か
ら
脱
し
た
聡
明
な
女
は
在
来
の
女
と
違
つ

7 



て
自
律
的
合
理
的
に
一
層
よ
く
其
貞
操
を
徹
底
す
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
ま
た
偶
人
の
独
立
を
求
め
て
、
利
己
的
類
廃

8 

的
な
孤
立
に
反
対
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
貞
操
を
否
認
す
る
よ
う
な
女
性
の
自
立
は
頚
廃
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
晶
子
は
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
受
容
の
過
程
で
獲
得
し
た
生
命
観
を
視
座
と
し
て
、
婦
人
解
放
思
想
も
ま
た
、
そ
れ
を
超
越

的
な
価
値
と
し
て
位
置
づ
け
て
し
ま
う
と
、
良
妻
賢
母
で
あ
る
こ
と
に
内
包
さ
れ
た
倫
理
的
価
値
、

性
愛
、
夫
へ
の
愛
と
い
う
普
遍
的
価
値
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
私
は
、
大
正
期
に
お
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
は
精
神
と
身
体
/
欲
望
、
あ
る
い
は
霊
と
肉
の
組
額
を
解
消
し
て
い
く
思
想

つ
ま
り
生
命
に
源
を
持
つ
母

と
し
て
移
入
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
以
上
が
晶
子
が
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
援
用
す
る
形
で
達
成
し
よ
う
と
し
た
、
婦
人
問
題
に

お
け
る
解
消
の
位
棺
で
あ
る
。
婦
人
解
放
思
想
と
良
妻
賢
母
思
想
が
対
立
矛
盾
す
る
中
に
あ
っ
て
、
両
者
を
統
括
す
る
生
命
と
い

う
普
遍
的
価
値
を
導
入
し
、
そ
こ
に
主
体
の
主
体
性
を
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
晶
子
は
そ
れ
ぞ
れ
に
内
包
さ
れ
た
倫
理
的
価

値
を
保
持
し
、
同
時
に
い
ず
れ
か
に
囚
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
生
命
の
抑
圧
に
つ
な
が
る
と
し
て
退
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
晶
子
に

と
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
折
衷
や
弥
縫
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
が
、
生
命
を
充
全
に
発
揮
し
て
い
く
方
途
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
晶
子
の
批
評
に
お
い
て
主
体
の
主
体
性
は
、
自
身
に
内
属
す
る
生
命
の
特
殊
化
さ
れ
限
定
さ
れ
た
姿
と
し
て
の
倫

理
的
衝
動
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
良
妻
賢
母
で
あ
る
こ
と
と
個
人
的
幸
福
を
追
求
す
る
こ
と
を
祖
師
と
し

て
捉
え
る
こ
と
自
体
が
、
晶
子
に
と
っ
て
は
転
倒
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
開
子
に
と
っ
て
そ
れ
は
対
立
で
は
な
く
「
不
断
の

流
転
」
で
あ
る
。
大
正
期
に
お
け
る
品
子
の
婦
人
解
放
問
題
に
対
す
る
姿
勢
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。



〈
生
命
〉

と
い
う
陥
穿
|
|
「
三
面
一
体
の
生
活
へ
」
の
問
題
圏

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
晶
子
に
お
け
る
肉
と
霊
の
一
致
、
あ
る
い
は
良
妻
賢
母
思
想
と
婦
人
解
放
の
一
致
は
、
も
う
一

方
に
お
い
て
深
刻
な
暇
謹
を
内
包
し
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
お
き
た
い
。

た
し
か
に
、
生
命
と
い
う
両
者
を
包
括
す
る
表
象
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
は
空
想
の
上
で
は
超
克
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
情
念
を
時
間
軸
上
に
並
べ
て
、
両
者
が
矛
盾
し
て
い
る
と
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
生
命
に
対
し
て
盲
目

で
あ
る
我
々
に
そ
う
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、
「
不
断
の
流
転
」
の
中
に
あ
る
生
命
の
側
聞
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
性
に
お

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
生
命
に
対
し
て
盲
目
な
、
一
言
わ
ば
頬
落
の
中
に
あ
る
世
人

い
て
普
遍
的
真
理
な
の
だ
、

の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
何
も
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
個
人
的
幸
福
の
追
求
と
家
へ
の
献
身
が

共
時
的
に
要
求
さ
れ
た
場
合
、
つ
ま
り
現
実
圏
域
に
お
い
て
、
時
間
的
で
は
な
く
空
間
的
に
配
列
さ
れ
た
場
合
、
ど
ち
ら
も
生
命

の
顕
現
化
さ
れ
た
姿
で
あ
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
こ
の
時
点
で
生
命
と
い
う
表
象
が
文
字
ど
お
り

表
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
テ
リ
1
・
ィ
!
グ
ル
ト
ン
は
、
「
美
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
一
言
語
の
圏
域
と
現
実
の

圏
域
の
あ
い
だ
に
あ
る
偶
発
的
、
懐
疑
的
な
関
係
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
の
ほ
う
を
自
然
な
現
象
と
し
て
説
明
づ
け

(
日
)

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
晶
子
は
美
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
受
容
し
て
い
る
と
言
っ
て

与謝野晶子の批評

よ
い
。
現
実
圏
域
の
諸
矛
盾
を
包
括
す
る
と
仮
想
さ
れ
た
、
生
命
と
い
う
表
象
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
対
立
は
空
想
の

レ
ベ
ル
で
乗
り
越
え
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
私
は
、
霊
と
肉
、
良
妻
賢
母
と
婦
人
に
お
け
る
主
体
性
の
獲
得
を
矛
盾
と

捉
え
る
こ
と
自
体
、
日
間
子
か
ら
見
れ
ば
、
転
倒
で
あ
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
認
識
論
的
転
倒
を
犯
し
て
い
る
の
は
、
実
は
晶
子

の
方
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
包
括
す
る
表
象
の
方
が
、
現
実
よ
り
も
〈
自
然
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
実
圏
域
に
お
け

9 



る
矛
盾
・
葛
藤
・
対
立
の
隠
蔽
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

10 

(
H
H
)
 

こ
の
よ
う
な
晶
子
の
批
評
が
内
包
す
る
問
題
が
さ
ら
に
深
刻
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
の
が
、
「
三
面
一
体
の
生
活
へ
L

で
あ
る
。

大
正
期
に
お
い
て
、
肉
と
霊
、
あ
る
い
は
身
体
と
精
神
の
問
題
は
、
同
時
に
公
と
私
、

つ
ま
り
の
個
人
的
生
活
と
公
共
的
生
活
、

さ
ら
に
個
人
と
国
家
の
問
題
と
、
同
じ
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
圏
内
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
婦
人
に
お
け
る
主
体
性

の
獲
得
と
良
妻
賢
母
思
想
の
対
立
は
、
同
時
に
個
人
の
幸
福
と
臣
民
の
義
務
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
か
と
い
う
問
題
を
内
包
し
て

い
る
。同

時
代
の
文
献
に
眼
を
転
じ
て
み
て
も
、
生
命
を
媒
介
と
し
た
個
人
と
国
家
の
対
立
の
解
消
を
主
張
し
た
言
辞
は
多
数
、
存
在

す
る
。

一
生
命
の
力
が
、
他
の
生
命
の
力
に
働
き
か
け
又
は
働
き
か
け
ら
れ
る
所
に
、
既
に
社
会
生
活
が
成
立
し
、
而
し
て
彼
我

生
命
の
交
渉
に
よ
っ
て
、
互
に
或
は
深
く
或
は
浅
い
変
化
影
響
を
受
け
る
所
に
、
社
会
生
活
の
精
髄
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、

白
我
生
活
と
社
会
生
活
と
は
到
底
引
き
離
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
社
会
生
活
が
多
数
の
自
我
生
活
の
交
渉
や
結
合
に
ょ
っ

て
成
立
す
る
と
同
じ
く
、
自
我
生
活
は
、

ひ
と
へ
に
社
会
生
活
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
も
の
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
。

金
子
筑
水
「
生
命
力
の
丸
一
配
」

我
等
の
個
性
は
宇
宙
と
の
交
通
を
求
め
て
ゐ
る
。
か
か
る
が
故
に
俄
性
は
独
立
で
は
あ
る
が
、
孤
立
で
は
な
い
、

よ
り
広

く
個
性
が
宇
宙
間
に
浸
透
す
る
ほ
ど
生
命
の
価
値
を
生
じ
る
(
中
略
)
今
日
の
個
人
主
義
は
個
人
の
為
め
の
個
人
主
義
で
あ

る
。
余
り
に
個
性
の
価
値
を
重
大
視
し
て
、
却
て
自
己
を
孤
立
せ
し
め
る
の
不
自
然
を
敢
て
し
て
ゐ
る
。
(
中
略
)
か
や
う

な
絶
対
的
個
人
主
義
は
、
不
自
然
に
個
人
を
宇
宙
か
ら
、
民
族
か
ら
切
り
離
し
て
、
精
神
的
に
孤
立
せ
し
め
る
。



(
時
)

中
沢
臨
川
「
生
命
の
伝
統
」

な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
内
、

と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
臨
川
の
場
合
、
「
宇
宙
」
と
「
個
人
」

の
開
に
「
民
族
」
と

い
う
媒
体
を
導
き
入
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
個
人
に
内
属
す
る
生
命
と
は
、
「
{
子
宙
」
と
い
う
普
遍
的
価
値
と
の
交
感

に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
れ
は
「
民
族
」
と
い
う
媒
介
項
を
通
じ
て
可
能
と
な
る
と
い
う
図
式
が
、
そ
こ
に
は
入
り
込
ん
で
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
宇
宙
」
か
ら
の
疎
外
は
同
時
に
「
民
族
」
か
ら
の
疎
外
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
臨
川
の
ロ
ジ

ッ
ク
に
お
い
て
、
「
民
族
」
と
は
「
宇
宙
」
と
い
う
普
遍
性
が
特
殊
化
さ
れ
た
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

晶
子
が
「
三
面
一
体
の
生
活
へ
」
で
取
り
組
も
う
と
し
た
の
も
、
個
人
と
国
家
の
問
題
で
あ
っ
た
。
「
一
二
面
一
体
」
と
は
「
個
人

と
し
て
、
国
民
と
し
て
、
世
界
人
と
し
て
と
い
う
一
一
一
つ
の
面
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
が
一
体
で
あ
る
と
云
ふ
生
活
」
を
意
味
し
て

い
る
o

臼
冊
子
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
誰
に
も
明
瞭
な
共
通
の
実
感
」
と
し
て
は
、

J
一
つ
の
生
活
が
自
然
に
融
和
流
動
し
て
」
お
り
、

「
必
要
に
応
じ
て
或
は
個
人
本
位
の
面
を
生
活
の
中
心
と
し
、
或
は
国
民
本
位
の
面
を
、
或
は
世
界
本
位
の
面
を
生
活
の
中
心
と

し
て
濃
く
彩
っ
て
い
る
」
、
「
決
し
て
三
つ
の
生
活
が
分
裂
し
て
居
る
の
で
は
無
く
て
、
却
て
さ
う
見
え
る
ま
で
に
三
つ
の
生
活
の

差
が
塗
り
消
さ
れ
融
か
さ
れ
て
一
体
と
な
っ
て
ゐ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
晶
子
の
着
想
の
背
景
に
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
受
容
が
あ
る

こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。
主
体
に
内
属
す
る
生
命
の
「
不
断
の
流
転
」
の
過
程
で
、
人
は
個
人
と
し
て
生
活
し
、
臣

民
と
し
て
生
活
し
、
世
界
市
民
と
し
て
生
活
し
て
い
る
と
晶
子
は
言
っ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
三
者
は
そ
の
起
源
に
お
い

与謝野晶子の批評

て
同
一
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
と
こ
ろ
で
現
実
圏
域
に
お
い
て
は
、
解
決

不
可
能
な
問
題
は
無
数
に
存
在
す
る
以
上
、
対
立
を
隠
蔽
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
臣
民
で
あ
る
こ

と
も
生
命
の
発
揮
で
あ
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
の
内
に
は
、
臨
川
と
同
じ
く
、
民
族
は
生
命
と
い
う
普
遍
的
価
値
と
交
感
し
て
い
く

媒
体
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
、
内
包
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
大
正
期
に
お
い
て
す
で
に
、
一
二
井
甲
之
は
、
「
国
体
は
生
命
で
あ

11 



る
故
に
常
に
開
展
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
国
体
は
今
日
ま
で
不
断
の
開
展
を
な
し
て
き
た
か
ら
し
て
今
日
世
界
に
比
類

(口)

な
き
も
の
と
な
っ
て
居
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
援
用
し
た
国
家
有
機
体
説
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か

12 

で
あ
る
が
、
晶
子
に
お
い
て
も
、
論
理
を
敷
ん
約
し
て
い
け
ば
必
然
的
に
そ
こ
に
行
き
着
く
。

「
三
面
一
体
の
生
活
へ
L

に
お
い
て
晶
子
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

戦
争
が
最
早
国
民
生
活
の
利
益
に
な
る
の
で
無
い
こ
と
も
此
度
の
大
戦
争
で
明
白
に
な
り
ま
し
た
。
個
人
生
活
を
虐
げ
、

世
界
生
活
の
平
和
を
撹
乱
し
て
置
い
て
、
ひ
と
り
国
民
生
活
が
幸
福
に
成
長
し
得
る
も
の
で
無
い
こ
と
も
明
白
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
三
つ
の
生
活
が
協
同
し
、
連
関
し
、
融
和
し
て
、
初
め
て
人
間
の
生
活
は
そ
の
全
体
の
完
成
を
期
待
す
る
こ
と
が

出
来
る
と
云
ふ
こ
と
を
知
る
時
代
が
来
た
の
で
す
。
(
中
略
)
こ
の
方
法
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
第
一
に
愛
の
世
界
的

協
同
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
博
愛
的
世
界
主
義
と
い
う
か
、
人
道
的
世
界
主
義
と
い
う
か
、
名
は
何
れ
に
も
せ
よ
、
人
類
が

相
互
に
愛
し
合
ひ
扶
助
し
合
ふ
実
行
が
起
こ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

右
の
引
用
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
「
三
つ
の
生
活
が
協
同
し
、
連
関
し
、
融
和
し
て
、
初
め
て
人
間
の
生
活
は
そ
の
全
体
の

完
成
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
主
体
に
内
属
す
る
生
命
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
国
民
と
し
て

の
倫
理
あ
る
い
は
義
務
に
適
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
人
類
に
貢
献
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
状
態
が
、
晶
子
の
理
想

態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
晶
子
に
と
っ
て
生
命
の
内
実
が
「
愛
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

た
し
か
に
、
そ
の
顕
現
化
は
社
会
生
活
へ
の

参
加
、
あ
る
い
は
世
界
市
民
と
し
て
の
人
類
へ
の
貢
献
と
組
酷
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
晶
子
に
と
っ
て
、
国
家
は
コ
二
面
一
体
の
生
活
」
の
実
現
を
可
能
な
ら
し
め
る
限
り
に
お
い
て
認
め
得

る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
個
人
の
愛
(
個
人
の
道
徳
)

と
世
界
人
類
の
愛
(
世
界
人
類
の
道
徳
)

と
を
裏
切
っ
た
国
家
主
義
に
反
対
し
ま



す
」
と
い
う
「
一
一
一
面
一
体
の
生
活
へ
」

の
一
言
辞
は
、
〈
愛
〉

と
い
う
生
命
/
普
遍
的
価
値
を
発
揮
し
て
い
く
媒
体
と
し
て
の
み
、

共
同
体
も
ま
た
そ
の
存
在
理
由
を
認
め
得
る
と
い
う
晶
子
の
国
家
観
を
直
裁
に
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
一
見
、
理
に
適
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
柄
谷
行
人
は
「
共
同
体
や
国
家
は
実
在
し
て
も

A

『
世
界
公
民
的
社
会
』
と
い
う
も
の
は
実
在
し
な
い
。
ひ
と
は
共
同
体
に
属
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
世
界
市
民
で
あ
る

(
沼
)

こ
と
は
で
き
な
い
。
世
界
市
民
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
個
人
の
意
志
を
と
れ
ば
、
世
界
市
民
的
社
会
は
存
在
し
な
い
」
と
論
じ
て
い

る
。
実
際
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
戦
時
下
に
お
け
る
多
く
の
作
家
は
、
「
世
界
市
民
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
、
主
観
的
に
は
そ
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
つ
も
り
が
、
客
観
的
に
は
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
囚
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

工
、
母
っ
こ
。

中
/
，
刀
子
守
f

た
と
え
ば
、
武
者
小
路
実
篤
は
『
大
東
亜
戦
争
私
感
』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

人
類
全
体
の
立
場
か
ら
言
っ
て
も
、

A
人
種
が
B
人
種
の
奴
隷
的
存
在
と
し
て
無
教
育
な
、
又
不
十
分
な
発
育
き
り
出
来

な
い
や
う
な
状
態
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
て
、
十
分
に
そ
の
生
命
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
損
害
は
は
か
り

知
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。
(
中
略
)
日
本
の
使
命
は
東
亜
を
真
の
東
亜
に
し
、
東
亜
民
族
が
米
英
人
か
ら
軽
蔑

さ
れ
ず
、
本
来
の
生
命
を
益
々
忠
実
に
生
か
せ
る
や
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

与謝野品子の批評

「
人
類
の
意
志
の
よ
し
と
見
る
生
活
を
送
っ
て
こ
そ
、
我
々
は
内
に
生
命
に
満
ち
た
」
も
の
に
な
る
と
唱
え
、
「
個
人
の
生
命

(
初
)

の
完
成
」
が
寸
人
類
の
完
成
L

に
つ
な
が
る
と
主
張
し
た
武
者
小
路
の
眼
に
は
、
大
東
車
戦
争
は
東
亜
民
族
の
解
放
を
通
じ
て
、

「
本
来
の
生
命
を
益
々
忠
実
に
生
か
せ
る
や
う
に
す
る
L

た
め
の
、
「
人
類
の
意
志
」
に
適
っ
た
聖
戦
と
し
て
映
っ
て
い
る
。
武

者
小
路
は
日
本
と
い
う
共
同
体
が
「
人
類
の
意
志
」
と
い
う
普
遍
的
価
値
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
と
言
つ
て
は
い
る
が
、
実
際

13 



は
逆
で
あ
る
。
大
東
亜
戦
争
や
大
東
亜
共
栄
圏
の
正
当
性
を
保
証
す
る
た
め
に
、
「
人
類
の
意
志
」
と
い
う
普
遍
的
価
値
を
、
共

同
体
の
側
に
引
き
寄
せ
、
内
属
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
当
然
、
戦
争
と
い
う
現
実
圏
域
は
隠
蔽
さ
れ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
美
化
さ
れ
て
い
く
。
「
世
界
公
民
社
会
」
な
り
「
人
類
の
意
志
」
、
あ
る
い
は
「
世
界
人
類
の
愛
」
と
言
っ
た
よ
う
な
、
国

家
を
超
越
す
る
普
遍
的
価
値
を
設
定
し
て
も
、
そ
れ
は
制
度
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
時
下
に

お
い
て
武
者
小
路
の
思
考
は
、
現
実
を
前
に
敗
北
し
て
い
く
。
「
人
類
の
意
士
山
L

に
よ
っ
て
、
国
家
や
民
族
、
そ
し
て
戦
争
を
追

14 

認
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
実
際
に
は
、
共
同
体
の
側
に
普
遍
的
価
値
を
引
き
寄
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
言
葉

の
上
で
は
、
日
本
民
族
が
「
人
類
の
意
志
」
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
と
語
る
こ
と
で
、
主
客
の
転
倒
は
隠
蔽
さ
れ
、
結
果
、
現

実
圏
域
H
戦
争
の
遂
行
は
美
化
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
、
晶
子
も
ま
た
「
三
面
一
体
の
生
活
へ
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
達
は
歴
史
的
、
地
理
的
、
生
産
的
、
政
治
的
の
差
別
の
自
然
的
必
要
か
ら
、
国
民
と
し
て
の
協
同
自
治
機
関
で
あ
る
国

家
を
尊
重
し
擁
護
し
ま
す
。
併
し
人
種
的
の
差
別
は
最
早
国
民
の
協
同
生
活
の
上
に
何
の
条
件
に
も
な
ら
な
い
事
を
認
め
ま

す
。
私
達
は
世
界
何
れ
の
人
種
の
帰
化
を
も
拒
ま
ず
、
現
に
朝
鮮
人
の
全
部
と
支
那
人
の
一
部
と
を
包
容
し
た
由
民
生
活
を

営
ん
で
居
り
ま
す
。
私
達
の
愛
す
る
国
家
は
、
他
の
国
家
と
他
の
国
民
を
峻
拒
し
若
く
は
敵
視
す
る
や
う
な
排
他
的
の
目
的

を
少
し
も
持
た
ず
、
歴
史
的
、
地
理
的
、
生
産
的
、
政
治
的
の
特
殊
な
差
別
関
係
に
よ
っ
て
集
団
生
活
を
持
続
し
て
居
る
日

本
国
民
の
た
め
に
専
ら
そ
の
自
治
改
造
の
確
実
な
機
関
た
る
外
に
何
の
目
的
も
な
い
も
の
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。
(
傍
線

野
村
)

こ
こ
で
一
言
う
と
こ
ろ
の
「
私
達
」
と
は
、
晶
子
自
身
は
「
日
本
国
民
」
と
は
言
い
換
え
て
い
る
も
の
の
、
「
朝
鮮
人
の
全
部
と



支
那
人
の
一
部
」
に
対
す
る
「
私
達
」
で
占
め
る
以
上
、
「
人
種
」
と
し
て
の
日
本
人
を
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
日
本
国
民
の

た
め
に
専
ら
そ
の
自
治
改
造
の
確
実
な
機
関
た
る
外
に
何
の
目
的
も
な
い
も
の
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
」
(
傍
点
野
村
)
と
い
う
言

辞
は
、
日
本
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
生
命
の
「
不
断
の
流
転
」
の
中
で
、

臣
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
と
こ
ろ
に
生
活
の
中
心
が
移
る
瞬
間
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
大
日
本
帝
国

と
い
う
国
家
は
「
自
治
改
造
の
確
実
な
機
関
た
る
外
に
何
の
目
的
も
な
い
も
の
し
で
あ
る
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
朝

鮮
併
合
も
、
婦
人
解
放
思
想
と
良
妻
賢
母
思
想
の
対
立
も
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
た
め
に
、
晶

子
は
国
家
に
代
わ
っ
て
、
「
日
本
国
民
」
H
「
人
種
L

と
い
う
媒
介
項
を
導
入
す
る
。
現
実
圏
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
存

在
す
る
の
は
、
「
日
本
国
民
」
が
内
包
す
る
生
命
、
「
朝
鮮
人
」
や
「
支
那
人
L

が
望
む
日
本
へ
の
「
帰
化
」
を
「
包
容
L

す
る
よ

う
な
「
愛
」
を
、
国
家
が
体
現
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
論
理
上
の
迂
回
路
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
日
間
子
の
思
想
を
敷
桁
し
て
い
け
ば
、
「
日
本
国
民
」
H

「
人
種
」
と
し
て
の
日
本
人
が
内
包
す
る

生
命
を
国
家
、
が
完
全
に
体
現
し
た
時
、
コ
ニ
面
一
体
の
生
活
」
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
晶
子
は
昭
和
七
年
、

(
幻
)

「
日
本
国
民
た
る
こ
と
の
幸
ひ
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
な
る
。

与謝野品子の批評

日
本
は
同
じ
法
治
国
と
云
っ
て
も
、
権
利
義
務
の
思
想
の
み
を
基
本
と
す
る
国
で
な
く
、
先
史
時
代
よ
り
皇
室
を
中
軸
と

し
て
其
れ
に
帰
向
す
る
国
民
の
超
批
判
的
感
情
に
由
っ
て
結
合
さ
れ
た
固
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
久
し
い
歴
史
的
経
過
の
間

に
拡
充
さ
れ
た
特
殊
の
も
の
で
、
宗
教
的
と
も
芸
術
的
と
も
看
倣
す
べ
き
神
秘
性
と
審
美
性
と
を
備
へ
て
ゐ
る

15 



さ
ら
に
晶
子
は
、
支
那
事
変
に
言
及
し
て
、
「
満
蒙
の
野
に
戦
死
す
る
支
那
兵
は
、
軍
閥
の
強
制
の
下
に
、
軍
閥
の
支
持
を
日

16 

的
に
死
な
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
我
国
の
箪
隊
が
陛
下
の
大
権
に
由
り
、
極
東
の
平
和
を
確
保
す
る
正
権
な
目
的
の
た
め
、

陛
下
の
将
卒
と
し
て
戦
ふ
の
と
は
全
く
意
義
を
異
に
し
て
ゐ
る
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
上
生
一
郎
は
「
愛
国
と
侵
略
と
が
、
楊
の

表
裏
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

i
i
晶
子
の
血
の
な
か
に
流
れ
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ま
さ

に
こ
れ
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
、
さ
ら
に
「
彼
女
の
い
だ
い
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
最
初
か
ら
明
治
の
そ
れ
の
規
格
版
で
し

か
な
か
っ
伊
と
論
じ
て
い
る
o

し
か
し
、
事
情
は
い
ま
少
し
複
雑
で
あ
る
。
大
正
期
に
晶
子
が
受
け
た
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
洗

礼
を
、
上
は
看
過
し
て
い
る
。
国
家
と
個
人
の
対
立
を
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
援
用
し
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
時
、
晶
子
は
、
個
人

で
あ
る
こ
と
、
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
、
世
界
市
民
で
あ
る
こ
と
の
甑
額
を
未
解
決
の
ま
ま
臨
蔽
し
て
し
ま
う
。
結
果
、
朝

鮮
併
合
は
「
帰
化
」
を
求
め
た
朝
鮮
人
を
「
人
種
」
と
し
て
日
本
人
が
「
包
容
」
し
た
出
来
事
と
し
て
、
支
那
事
変
は
「
極
東
平

和
」
実
現
の
た
め
の
聖
戦
と
し
て
、
そ
し
て
、
国
家
は
「
神
秘
性
と
審
美
性
と
を
備
へ
て
ゐ
る
L

「
国
民
の
超
批
判
的
感
情
に
由

っ
て
結
合
さ
れ
た
」
道
徳
共
同
体
と
し
て
、
捉
え
直
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
大
正
期
の
批
評
に
お
い
て
、
晶
子
は
平
和
を
希
求
し
、
戦
争
に
反
対
し
、
国
家
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
品
子
の

つ
ま
り
構
造
に
お
い
て
、
む
し
ろ
彼
女
が
目
指
し
た
も
の
と
は
逆
の
も
の
を

招
来
し
て
い
る
。
主
観
的
に
は
平
和
を
希
求
し
て
い
る
は
ず
の
晶
子
は
、
実
は
侵
略
や
戦
争
、
国
家
と
個
人
の
対
立
と
い
う
現
実

圏
域
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
美
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
啓
蒙
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
大
正
期
に
お
け
る
晶
子
の
批
-
評
は
、
彼
女
の
主

批
評
は
、
表
面
的
に
は
見
え
な
い
領
域
に
お
い
て
、

観
を
裏
切
る
形
で
、
武
者
小
路
の
「
大
東
亜
戦
争
私
感
」

の
よ
う
な
、
戦
時
下
の
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
が
や
が
て
形
成
さ
れ
て

い
く
に
到
る
思
想
的
水
脈
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
側
面
を
有
し
て
い
る
と
、
今
白
か
ら
見
れ
ば
、

日
わ
ざ
る
を
え
な
い
。



与謝野晶子の批評

『
六
合
雑
誌
』
大
正
三
・
九

「
イ
ブ
セ
ン
劇
の
第
三
帝
国
L
/
『
第
一
一
一
帝
国
』

『
婦
人
倶
楽
部
』
大
正
一

0
・二

『
了
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』

+エ1 

『
太
陽
』

守
激
動
の
中
安
行
く
』

之
ハ
合
雑
誌
』
大
正
元
・
九

守
哲
学
雑
誌
』
大
正
元
・
一

O

守
新
潟
』
大
正
一
一
一
・
一

O

コ
二
回
文
学
』 大

正
四
・
了
{
二

2 3 4 5 6 

大
正
四
・
八

7 8 9 (m) 
(
日
)

(ロ)
(
日
)

(
は
)

(
日
)

(
時
)

(
口
)

(
m
m
)
 

(
印
)

(
初
)

『
太
陽
』

天
弦
堂
書
房 大

正
五
・
二

大
正
五
・
四

鈴
木
聡
他
訳

『
太
陽
』
大
正
七
・
一

『
太
陽
』
大
正
二
・
九

「
中
央
公
論
』
大
正
四
・
七

J
u
本
及
日
本
人
』 『

美
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

大
正
二
・
六

ア
ル
ス

大
正
八
・
八

大
正
二
・
一

O

紀
伊
国
屋
書
応

「
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ

1
ク
|
|
カ
ン
ト
と
マ
ル
ク
ス

河
出
書
房
昭
和
一
七
・
五

『
人
類
の
意
士
山
L

岩
波
書
庖

大
正
二
了
一

O

昭
和
一

0
・
七

平
成
人
・
四

3
」
」

守
群
像
』

平
成
一

0
・
一
一
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(
幻
)

(
幻
)

「
日
本
国
民
た
る
こ
と
の
幸
ひ
L

司
横
浜
貿
易
新
報
』
昭
和
七
・
一
・
一

「
与
謝
野
日
間
子
の
思
想
L

『
日
本
文
学
』
昭
和
三
八
・
一

本
稿
は
、
拙
稿
「
大
正
期
の
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
と
与
謝
野
晶
子
」
(
『
鉄
幹
と
晶
子
』
第
五
号
)
な
大
幅
に
加
筆
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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