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は
じ
め
に　

カ
ル
メ
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ガ
イ
テ
と
い
う
作
家
に
つ
い
て

翻
訳
に
あ
た
り
、
作
者
カ
ル
メ
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ガ
イ
テ
（
一
九
二
五
―

二
○
○
○
）
に
つ
い
て
少
し
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ガ
イ
テ

は
、
二
○
世
紀
を
代
表
す
る
ス
ペ
イ
ン
の
女
性
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
ス
ペ

イ
ン
中
央
部
サ
ラ
マ
ン
カ
市
の
出
身
で
、
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
ロ
マ
ン
ス
語
言
語

文
学
部
卒
業
後
、
マ
ド
リ
ー
ド
大
学
博
士
課
程
に
進
ん
だ
。
短
編
『
湯
治
場
』

（
一
九
五
五
）
で
作
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
る
。『
カ
ー
テ
ン
の
す
き
間
』

（
一
九
五
八
）
で
、
ナ
ダ
ル
賞
を
受
賞
、
以
後
小
説
家
と
し
て
の
地
位
を
築
い

て
い
く
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ガ
イ
テ
自
身
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
女

性
作
家
が
登
場
す
る
『
後
ろ
の
部
屋
』（
一
九
七
八
）
で
、
女
性
作
家
と
し
て

初
め
て
ス
ペ
イ
ン
文
学
賞
を
受
賞
し
、
さ
ら
に
一
九
九
四
年
に
も
同
賞
を
受
賞

し
た
。
以
後
『
晴
れ
た
り
曇
っ
た
り
』（
一
九
九
二
）、『
雪
の
女
王
』（
一
九
九

四
）、『
奇
妙
な
こ
と
は
生
き
る
こ
と
』（
一
九
九
七
）、『
家
を
出
る
』（
一
九
九

八
）
な
ど
多
く
の
長
短
編
作
品
を
発
表
す
る
。
さ
ら
に
エ
ッ
セ
イ
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
映
画
や
テ
レ
ビ
の
脚
本
も
手
が
け
、
翻
訳
も
数
多
く
あ
る
な
ど
、
多

様
な
活
躍
を
み
せ
た
。

し
か
し
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ガ
イ
テ
の
活
動
が
特
筆
す
べ
き
な
の
は
小
説
家
と
し

て
の
活
動
だ
け
で
な
く
、
歴
史
・
社
会
研
究
へ
も
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
一
八
世
紀
の
政
治
家
で
あ
り
作
家
で
あ
っ
た
メ
ル
チ
ョ
ー
ル
・
マ
カ
ナ
ス

が
、
教
会
改
革
を
目
指
す
も
あ
え
な
く
挫
折
す
る
軌
跡
を
描
い
た
『
マ
カ
ナ

ス
、
異
端
審
問
の
も
う
ひ
と
り
の
犠
牲
者
』（
一
九
六
九
）
を
初
め
と
し
て
、

『
一
八
世
紀
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
恋
愛
様
式
』（
一
九
七
二
）
で
は
、
恋
愛
に
対
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す
る
一
八
世
紀
の
人
々
の
意
識
や
様
式
を
言
語
や
風
俗
と
い
っ
た
視
点
か
ら
研

究
し
、
女
性
た
ち
が
意
志
を
も
っ
て
恋
愛
を
選
び
取
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
こ
の
関
心
は
『
内
戦
後
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
恋
愛
様
式
』（
一

九
八
七
）
へ
と
続
く
。

こ
う
し
た
一
連
の
活
動
の
な
か
で
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ガ
イ
テ
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
関
心
を
抱
い
て
い
く
の
は
、
あ
る
種
自
然
な
流
れ

だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
文
学
を
批
評
し
て
い
こ
う

と
い
う
試
み
は
、
米
国
の
作
家
で
芸
術
家
で
も
あ
っ
た
ケ
イ
ト
・
ミ
レ
ッ
ト）

（
（

の
『
性
の
政
治
学
』（
一
九
七
○
）
に
始
ま
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ミ
レ
ッ

ト
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
文
学
テ
ク
ス
ト
が
普
遍
性
、
中
立
性
を
打
ち

破
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
女
性
作
家
の
テ
ク
ス
ト
の

読
み
直
し
が
行
わ
れ
て
い
く
が
、
本
書
で
も
た
び
た
び
登
場
す
る
エ
レ
イ
ン
・

シ
ョ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
、
女
性
の
自
己
認
識
が
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
な
か
で
ど
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
を
『
女
性
自
身
の
文
学
』（
一
九
七
七
）
を
通
し
て

検
証
し
、
女
性
は
自
身
の
文
学
を
育
て
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

（
（

。
本

書
『
窓
辺
か
ら　

ス
ペ
イ
ン
文
学
に
お
け
る
女
性
の
視
点
』
は
、
ミ
レ
ッ
ト
や

シ
ョ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
同
時
代
に
生
き
て
運
動
の
波
を
感
じ
取
っ
て
い
た
マ
ル

テ
ィ
ン
・
ガ
イ
テ
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
女
性
作
家
に
よ
る
文
学
作
品
の
な
か
に
、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
探
ろ
う
と
し
た
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
。

一
六
世
紀
の
テ
レ
サ
・
デ
・
ヘ
ス
ー
ス
か
ら
二
○
世
紀
の
カ
ル
メ
ン
・
ラ
ォ
フ

レ
ま
で
、
各
時
代
の
女
性
作
家
の
「
物
語
を
紡
ぐ
」
こ
と
は
そ
の
背
景
に
何
を

抱
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
記
述
は
果
た
し
て
女
性
独
特
の
も
の
だ
っ
た
の
か
を

詳
細
な
読
み
か
ら
迫
っ
て
い
る
。
な
お
、
訳
出
に
際
し
て
は
、
一
九
八
七
年
の

（
（
）　

女
性
解
放
運
動
の
初
期
に
最
も
影
響
を
与
え
た
理
論
家
の
一
人
で
、
全
米
女
女
性
解
放
運
動
の

初
期
に
最
も
影
響
の
あ
っ
た
理
論
家
の
一
人
。
一
九
六
〇
年
代
に
公
民
権
運
動
に
関
わ
っ
た
な

か
か
ら
、
仲
間
と
全
米
女
性
機
構
（N

O
W

）
を
設
立
す
る
。
リ
サ
・
タ
ト
ル
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

辞
典
』、
明
石
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
四
二
頁
。

（
（
）　

エ
レ
イ
ン
・
シ
ョ
ウ
ォ
ー
タ
ー
『
女
性
自
身
の
文
学
』、
川
本
静
子
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、

三
八
一
頁
。

初
版）

（
（

を
参
照
し
、
文
庫
化
さ
れ
た
一
九
九
三
年
版
の
第
三
版）

（
（

を
基
に
し
た
。

「
序
章　

は
じ
め
に
」

女
性
が
も
の
を
書
く
と
き
に
独
特
の
叙
述
法
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問

い
は
、
彼
女
た
ち
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
も
、
特
別
な
批
評
的
扱
い
を
す
る
要

因
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
何
も
書
か
ず
に
紙
に
向
か
っ
て
い
る
と

き
も
、
女
性
の
名
前
が
記
さ
れ
た
小
説
や
詩
を
夢
中
で
読
み
ふ
け
る
と
き
も
、

全
く
気
に
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
件
に
つ
い
て
私
の
好
奇
心
を
呼
び
覚
ま
し
、
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
最
初
の
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
を
と
て
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
「
自
分
ひ
と
り
の
部
屋
（A

 room
 of one

’s ow
n

））
（
（

と
い

う
エ
ッ
セ
イ
で
、
一
九
八
〇
年
秋
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
に

読
ん
だ
。

い
く
つ
か
の
限
ら
れ
た
本
と
読
者
と
の
情
熱
的
な
関
係
、
読
者
の
な
か
に
特

（
（
）　M

aitín Gaite, Carm
en, D

esde la ventana; Enfoque fem
enino de la literatura española, 

M
adrid, Espasa Calpe, （987. 

（
（
）　M

aitín Gaite, Carm
en, D

esde la ventana; Enfoque fem
enino de la literatura española, 

M
adrid, Espasa Calpe, Colección A

ustral, （99（.

（
（
）　

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
（V

irginia W
oolf, （88（-（9（（

）。
ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
作
家
、
批
評
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。『
自
分
ひ
と
り
の
部
屋
』
は
一
九
二
九
年
に
発
表
さ
れ

た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。A

 R
oom

 of O
ne

’s O
w

n, T
he H

ogarth Press, （9（9.

こ
れ
ま
で
に

数
版
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
一
九
四
五
年
、
一
九
九
三
年
のPenguin books

版

を
参
照
し
た
。
エ
ッ
セ
イ
の
底
流
を
な
す
の
は
女
性
と
小
説
と
い
う
テ
ー
マ
の
文
学
論
だ
が
、

「
女
性
が
小
説
を
書
こ
う
と
思
う
な
ら
、
お
金
と
自
分
ひ
と
り
の
部
屋
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
言
説
が
後
世
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
論
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
で
も
あ

り
、
ま
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
古
典
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
邦
訳
も
い
く
つ
か
存

在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
タ
イ
ト
ル
も
異
な
っ
て
い
る
。
村
松
加
代
子
訳
『
私
ひ
と
り
の
部
屋
』、
松
香

堂
書
店
、
一
九
八
四
年
、
川
本
静
子
訳
『
自
分
だ
け
の
部
屋
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
、

片
山
亜
紀
訳
『
自
分
ひ
と
り
の
部
屋
』、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
五
年
。
本
書
を
訳
す

る
に
当
た
り
、
各
書
を
参
照
し
つ
つ
、『
自
分
ひ
と
り
の
部
屋
』
と
し
た
。
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別
な
足
跡
を
残
し
、
彼
ら
を
思
い
が
け
な
い
方
向
に
放
っ
て
思
考
や
想
像
力
を

揺
り
動
か
す
本
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
関
係
は
、

本
と
出
会
う
際
の
周
囲
の
個
人
的
な
環
境
に
左
右
さ
れ
る
。
実
際
、
私
た
ち
は

多
く
の
読
者
を
知
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
印
象
深
か
っ
た
本
を
薦
め
る
前
に
、

ど
う
や
っ
て
偶
然
そ
の
本
に
出
会
っ
た
の
か
、
読
む
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
て

き
た
意
見
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
話
を
楽
し
そ
う
に
語
る
の
だ
。
一
般
的

に
、
こ
う
し
た
語
り
手
た
ち
が
浮
き
彫
り
に
す
る
の
は
、
あ
る
愛
の
冒
険
物
語

を
要
約
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
刺
激
を
受
け
た
で
き
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
何

か
違
っ
た
こ
と
が
お
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
新
し
い
友
人
の
声
と
同
時

に
、
人
生
す
べ
て
に
わ
た
る
声
を
見
つ
け
た
の
だ
。
し
か
し
何
よ
り
も
彼
ら
に

直
接
語
り
か
け
て
無
気
力
さ
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
見
通
し
の
な
い
、
ア
ク
セ
ン
ト
も

な
い
、
実
り
の
な
い
孤
独
な
時
間
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
、
ど
こ
か
ら
か
言
葉

が
降
り
注
が
れ
る
。
奇
跡
的
に
偶
然
手
に
渡
っ
た
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
前
に
読
者

が
感
じ
た
ま
ぶ
し
さ
、
そ
れ
は
受
け
取
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
瞬
間
な
の
だ

が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
そ
の
本
は
自
分
が
受
取
手
で
あ
り
、

特
別
自
分
に
向
け
て
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
共
犯
だ
と
感
じ

さ
せ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
そ
の
日
身
に
つ
け
た
手
袋
の
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

女
性
に
つ
い
て
の
議
論
と
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
『
自
分
ひ
と
り
の
部

屋
』
と
名
付
け
た
エ
ッ
セ
イ
を
私
が
同
一
視
す
る
こ
と
、
あ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

秋
が
私
に
こ
の
本
を
読
ま
せ
よ
う
と
、（
一
九
二
九
年
か
ら
）
五
十
年
間
待
ち
続

け
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
、
読
ん
だ
と
き
の
状
況
を
説
明

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
私
は
バ
ー
バ
ー
ド
・
カ
レ
ジ
で
講
義
を
す
る

た
め
に
ア
メ
リ
カ
に
行
き
、
一
一
九
番
通
り
の
と
て
も
気
持
ち
の
い
い
ア
パ
ー
ト

で
初
め
て
全
く
一
人
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
私
の
自
由
な
時
間
を
誰
に
も

わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
そ
れ
は
ふ
ん
だ
ん
に
あ
り
、
私
に
関
わ

る
人
た
ち
の
要
求
や
問
題
と
い
っ
た
も
の
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
彼
ら
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
っ
た
。
と
い
う
の
は
独
立
す
る
と
い

う
こ
と
は
い
つ
も
女
性
に
と
っ
て
諸
刃
の
刃
だ
か
ら
だ
。
初
め
は
ど
こ
か
気
の

す
す
ま
な
い
仕
事
に
数
日
間
を
費
や
し
た
。
例
え
ば
住
み
始
め
た
ば
か
り
で
、

思
い
出
の
品
も
な
い
あ
の
部
屋
で
ひ
っ
そ
り
と
孤
独
に
耐
え
て
い
た
の
だ
が
、

私
に
と
っ
て
は
頑
固
さ
と
細
心
の
注
意
で
そ
れ
を
克
服
す
る
作
業
だ
っ
た
。
授

業
の
準
備
を
し
た
り
、
音
楽
を
聴
い
た
り
本
を
読
ん
だ
り
し
な
が
ら
長
い
時
間

部
屋
に
い
た
。
そ
し
て
日
記
の
つ
も
り
で
、
一
冊
の
ノ
ー
ト
を
装
飾
す
る
こ
と

も
楽
し
み
と
し
て
始
め
た
。
そ
れ
は
次
第
に
短
く
な
っ
て
い
く
テ
ク
ス
ト
に

下
線
を
引
い
た
一
連
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
は
イ
メ
ー
ジ
は
言
葉
よ
り
も
速
く
流
れ
る
か
ら
で
、
言
葉
に
と
っ
て
代
わ
っ

た
。
ま
さ
に
手
元
に
残
っ
て
い
る
な
か
で
よ
く
で
き
た
ノ
ー
ト
の
ひ
と
つ
が
、

『
自
分
ひ
と
り
の
部
屋
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
元
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
「
ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
の
だ
。

ウ
ル
フ
の
本
は
五
番
街
の
書
店
で
購
入
し
た
。
私
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
そ

う
だ
と
思
っ
た
の
は
本
の
タ
イ
ト
ル
だ
け
で
な
く
表
紙
の
イ
ン
パ
ク
ト
だ
っ

た
。
緑
の
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
チ
ェ
ア
が
見
え
、
そ
の
前
に
黒
い
影
を
伴
っ
て
、

緑
と
黄
色
の
巨
大
な
万
年
筆
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
本
は
一
九
二
八
年
に
作
家

が
行
っ
た
い
く
つ
か
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
最
初
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
タ

イ
ト
ル
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
私
の
関
心
を
ひ
い
た
。
当
時

私
は
、
あ
る
本
を
手
が
け
て
い
た
。
そ
れ
は
『
終
わ
ら
な
い
物
語
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
そ
の
本
の
た
め
に
七
つ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
書
い
て
お

い
た
。
初
め
は
題
辞
と
し
て
「
タ
イ
ト
ル
の
弁
明
」
と
つ
け
て
い
た
。

秋
の
光
が
輝
く
午
後
だ
っ
た
。
私
は
部
屋
で
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
チ
ェ
ア
を

窓
際
へ
近
づ
け
た
。
す
る
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
こ
ん
な
ふ
う
に
私

に
話
し
か
け
た
（
英
語
のyou

は
ス
ペ
イ
ン
語
の
君tú

、
あ
る
い
は
君
た
ち

vosotros

、
と
も
聞
こ
え
る
）。

と
こ
ろ
で
、
と
あ
な
た
た
ち
は
私
に
お
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
女
性
と

小
説
に
つ
い
て
話
す
よ
う
に
と
お
願
い
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
自
分
ひ
と

り
の
部
屋
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
で
す
か
と
。
そ
の
こ
と
を
説
明
し
ま

し
ょ
う
。
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あ
の
説
明
以
上
に
私
を
喜
ば
せ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
本
を
読
み
終
え
た
と

き
、
一
一
九
番
通
り
は
す
で
に
日
暮
れ
て
お
り
、
テ
ー
ブ
ル
の
明
か
り
を
点
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
時
間
は
、
高
層
ビ
ル
に
囲
ま
れ
た
中
で

自
分
が
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
不
安
や
、
自
分
自
身
と
向
か
い

合
う
こ
と
か
ら
逃
げ
な
が
ら
、
通
り
に
と
び
出
し
、
魅
力
を
見
つ
け
よ
う
と

や
っ
き
に
な
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ス
で
評
さ
れ
た
催
し
物
の
長
い
リ

ス
ト
に
目
を
通
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
不
安
が
消
え
去
っ
た
。
仮
住
ま
い
の
部

屋
の
四
つ
の
壁
が
私
の
上
に
倒
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
私
を
物
質
的

に
包
み
こ
ん
だ
。
あ
の
日
の
午
後
く
ら
い
、
一
人
の
女
性
に
と
っ
て
自
分
だ
け

の
部
屋
を
持
ち
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
解
放
と
し
て
そ
こ
に
住
む
こ

と
の
特
権
を
理
解
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
エ
ッ
セ
イ
を
批
評
し
よ
う
と
い
う
の

で
は
な
く
（
い
っ
ぽ
う
、
後
で
知
っ
た
の
だ
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
に
こ
の

エ
ッ
セ
イ
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
引
用
さ
れ
、
広
ま
っ
て
い
た
）、
前
述
し

た
よ
う
に
、
彼
女
の
解
釈
が
、
初
め
て
私
に
、
女
性
の
言
説
に
特
殊
性
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
問
い
か
け
に
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
う
と
さ
せ
た
。
私
が

最
も
興
味
を
ひ
か
れ
た
の
は
、
理
論
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
際
の
彼
女
の
語
り

方
だ
っ
た
。
全
く
学
者
ぶ
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
観
念
的
な
神
々
が

住
む
オ
リ
ン
ポ
ス
の
山
か
ら
決
定
的
な
結
論
を
投
げ
か
け
る
以
上
の
も
の
だ
っ

た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
は
、
ま
さ
に
知
的
な
旅
を
駆
け
抜
け
る
た
め
の

具
体
的
な
道
に
つ
い
て
の
指
示
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
い
て
与
え
て
い
っ

た
。
私
た
ち
は
異
な
っ
た
テ
ー
マ
を
理
解
し
た
の
だ
が
、
特
に
ど
の
よ
う
に
、

い
つ
、
ど
こ
で
彼
女
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
し
て
い
っ
た
の
か
を

知
っ
た
。
本
を
閉
じ
た
と
き
、
似
た
よ
う
な
テ
ー
マ
で
も
男
性
は
け
っ
し
て
あ

の
よ
う
な
方
法
で
向
か
わ
な
い
だ
ろ
う
と
直
感
し
た
。
だ
が
そ
の
方
法
は
何
に

基
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
の
直
感
を
説
明
す
る
の
は
私
に
は
難
し
い
し
、

そ
れ
を
理
論
に
す
る
の
は
も
っ
と
困
難
だ
。
と
は
い
え
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ

ル
フ
の
本
か
ら
抜
き
出
し
た
質
問
が
、
私
の
な
か
で
形
を
つ
く
り
、
空
気
中
に

浮
か
ん
だ
。

二
年
後
、
ス
ペ
イ
ン
の
テ
レ
ビ
局
が
テ
レ
サ
・
デ
・
ヘ
ス
ー
ス
の
生
涯
に
つ

い
て
い
く
つ
か
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
す
る
よ
う
依
頼
し
て
き

た
。
そ
こ
で
私
は
彼
女
の
全
作
品
を
て
い
ね
い
に
読
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
（
あ
の
よ
う
な
刺
激
な
し
に
は
決
し
て
取
り
か
か
ろ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た

仕
事
だ
っ
た
）。
女
性
作
家
に
独
特
の
書
き
方
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
う

問
い
を
、
再
び
私
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ビ
ラ
出
身
の
作
家
と
の

個
人
的
な
会
話
の
よ
う
に
、
彼
女
の
口
ご
も
り
な
が
ら
も
開
か
れ
た
言
説
の
調

子
に
触
発
さ
れ
て
、
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
て
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
と
、
テ
レ
ビ
の

シ
リ
ー
ズ
の
た
め
の
会
話
の
作
成
を
同
時
に
行
っ
た
。（
私
が
引
き
出
し
た
メ

モ
は
後
に
、「
方
法
を
探
し
て
」
と
い
う
講
演
の
タ
イ
ト
ル
の
材
料
に
な
り
、

そ
れ
は
今
私
が
書
い
て
い
る
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
も
含
ん
で
い
る
）。

こ
こ
数
年
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
や
、
博
士
論
文
の
著
者
、
私
が
参
加
し
た
討

論
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
た
ち
が
私
に
す
る
質
問
を
通
し
て
、
女
性
の
記
述
に
つ
い

て
の
論
争
は
熱
烈
な
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
時
間

の
あ
る
と
き
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
資
料
を
集
め
て
い
っ
た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
の

大
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
師
た
ち
か
ら
は
定
期
的
に
呼
ば
れ
続
け
た
。
彼
女
た

ち
に
よ
れ
ば
不
可
欠
だ
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
書
物
を
何
冊
か
、
彼

女
た
ち
は
熱
心
に
私
に
勧
め
た
。
だ
が
私
の
手
に
入
っ
た
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の

作
品
は
、
ほ
と
ん
ど
英
語
圏
の
作
家
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
か
け
は
な
れ

た
ユ
ー
モ
ア
や
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
追
放
す
る
と
宣
言
し
た
博
学
の

男
性
に
よ
る
家
父
長
的
な
方
法
の
書
き
方
で
飽
き
飽
き
し
、
教
条
的
な
結
果
と

な
っ
た
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
と
い
う
言
葉
は
、
認
め
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
私
自
身
は
納

得
し
て
い
な
い
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
の
中
で
は
定
義
づ
け
に
む
け
て
の

道
が
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
フ
ェ
ッ
タ
リ
ー）

（
（

が
著
書
『
抵

（
（
）　Fetterley, Judith 

（（9（8

～
）、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
ま
れ
。
英
語
と
女
性
学
を
専
門
と
す

る
。
翻
訳
は
鵜
殿
え
り
か
、
藤
森
か
よ
こ
訳
『
抵
抗
す
る
読
者
：
フ
ェ
ミ
ス
ト
が
読
む
ア
メ
リ

カ
文
学
』、
ユ
ニ
テ
、
一
九
九
四
年
。
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抗
す
る
読
者
（T

he resisting reader

）』
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
た
の
に
よ
れ

ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
は
、「
成
文
化
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
と
、
あ
ら
か
じ
め

お
か
れ
て
い
た
要
素
を
残
し
て
お
く
こ
と
へ
の
拒
否
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
の
だ
と
い
う
。
と
は
い
え
そ
れ
ら
の
本
の
意
図
が
、
そ
う
し
た
要
素
を
据

え
、
定
義
す
る
の
と
は
別
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
男
性
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
批
評
の
構
想
と
は
対
照
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

例
え
ば
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
は
一
九
七
三
年
に
著
し
た
、『
影
響
の
不

安
、T

he anxiety of influence

』）
7
（

で
、
男
性
の
文
学
作
品
を
説
明
す
る
際
に

フ
ロ
イ
ト
理
論
を
援
用
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
先
駆
者
と
は
反
対
の
立
場

を
と
る
作
家
の
反
応
と
し
て
、
自
己
を
規
定
し
て
い
く
過
程
と
し
て
理
解
で
き

る
と
い
う
。
詩
人
は
だ
れ
も
が
父
親
の
作
品
（
こ
の
場
合
、
文
学
的
に
と
い
う

意
味
だ
が
）
を
修
正
し
な
が
ら
、
ま
た
自
分
の
作
品
が
成
熟
し
、
自
由
を
勝
ち

と
る
た
め
に
、
父
親
の
作
品
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
と
展
開
す
る
。

こ
う
し
た
理
論
（
議
論
の
余
地
が
あ
る
以
上
に
）
に
意
見
を
述
べ
る
な
ら

ば
、
サ
ン
ド
ラ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
と
ス
ー
ザ
ン
・
グ
ー
パ
ー）

8
（

は
、
一
九
七
九
年

の
有
名
な
書
『
屋
根
裏
の
狂
女
（T

he m
adw

om
an in the attic

）』
で
、
女

性
の
文
学
的
創
造
を
説
明
す
る
た
め
に
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
や
お
お
よ
そ
フ
ロ
イ

ト
主
義
の
タ
イ
プ
に
異
議
を
唱
え
る
べ
き
だ
と
み
な
し
た
。
こ
う
し
た
作
家
た

ち
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
ー
ム
の
本
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
た
「
影
響
の
不
安
」

は
、
女
性
作
家
に
お
い
て
は
別
の
様
式
を
獲
得
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
彼
女
た
ち
が
「
作
家
で
あ
る
こ
と
の
不
安
」
と
呼
ぶ
も
の
へ
と
変
わ
る
。
そ

（
7
）　Bloom

, H
arold, T

he A
nxiety of Influence: A

 T
eory of Poetry, O

xford U
niversity 

PressInc, （97（, （997.

邦
訳
は
、
小
谷
野
敦
、
ア
ル
ヴ
ィ
宮
本
な
ほ
子
訳
『
影
響
の
不
安　

詩

の
理
論
の
た
め
に
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
四
年
。

（
8
）　Gilbert, Sandra 

（（9（（-

）, Gubar, Susan.

文
学
に
家
父
長
制
度
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
る
か
を
、
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
、
エ
ミ
リ
・
デ
ィ

キ
ン
ス
ン
ほ
か
多
数
の
作
家
の
作
品
を
通
し
て
検
証
し
よ
う
と
し
た
。
邦
訳
は
山
田
晴
子
、
園

田
美
和
子
『
屋
根
裏
の
狂
女　

ブ
ロ
ン
テ
と
共
に
』、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。
邦
訳
で

は
、
作
家
論
と
し
て
エ
ミ
リ
ー
・
ブ
ロ
ン
テ
と
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
に
限
定
し
て
い
る
。

れ
は
作
品
に
対
し
て
、
そ
の
正
当
性
に
疑
問
を
抱
く
こ
と
で
、
起
源
や
系
統
を

求
め
る
あ
る
種
の
や
っ
か
い
な
不
安
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
家
が
経
験
し
た
不
安

が
、
先
駆
者
と
の
闘
い
に
刺
激
を
与
え
て
い
る
間
は
、
自
尊
心
を
も
っ
て
そ
の

闘
い
か
ら
力
強
く
抜
け
る
だ
ろ
う
。
ル
ー
ツ
や
権
利
の
要
求
を
求
め
る
女
性
の

不
安
と
い
う
も
の
は
、
ク
リ
エ
ー
タ
ー
で
あ
る
と
い
う
目
的
を
弱
め
る
こ
と
に

な
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
だ

ろ
う
。

女
性
が
、
紆
余
曲
折
し
な
が
ら
も
進
ん
で
行
く
た
め
に
、
そ
し
て
文
学
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
へ
む
か
っ
て
女
性
性
を
否
定
せ
ず
に
つ
く
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
企
て
が
、
常
に
ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
し
て
の
能
力
を
失
わ
せ
た
か
ど
う

か
は
、
私
に
は
確
か
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
能
力
を
豊
か
に
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
一
般
的
か
つ
断
定
的
な
形
で
意

見
を
述
べ
る
こ
と
は
危
険
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
解

釈
に
示
唆
を
与
え
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
よ
り
慎
重
で
あ
ろ
う
と

思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
明
ら
か
な
の
は
、
女
性
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ

の
人
の
人
生
で
独
自
の
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
限
ら
れ
た
視
点
に
つ
い

て
の
、
鍵
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
こ
と
は
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
リ
ッ
チ）

9
（

が
一
九
七
九
年
の
「
改
訂
と
し
て

の
読
書
（R

eading as a R
evision

）」
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
影
響
の
あ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
文
学
批
評
は
、
作
品
を

理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
も
っ
て
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る

（
9
）　Rich, A

drienne, 

（（9（9-

）。
米
国
の
詩
人
。
六
〇
年
代
か
ら
公
民
権
運
動
、
反
戦
運
動
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
に
か
か
わ
る
。
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
に
か
か
わ
る
。
詩
集

と
し
て
の
第
一
作
『
世
界
の
変
化
』（
一
九
五
一
）
以
降
、
多
数
の
著
作
が
あ
る
が
、『
変
革
す

る
意
志
』（
一
九
七
一
）、『
血
。
パ
ン
。
詩
。』（
一
九
八
六
）
は
、
女
性
の
意
識
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
り
、『
女
か
ら
生
ま
れ
る
』（
一
九
七
六
）
で
は
母
性
を
個
人
的
体
験
と
制
度

の
両
面
か
ら
と
ら
え
る
。
翻
訳
は
多
数
あ
る
が
、
例
と
し
て
高
橋
芽
香
子
訳
『
女
か
ら
生
ま
れ

る
』、
晶
文
社
、
一
九
九
〇
年
。
本
論
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
書
は
邦
訳
が
出
て
い
な
い
。
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か
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
自
身
に
つ
い

て
想
像
す
る
こ
と
を
し
む
け
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
の
言
語

が
、
足
か
せ
で
あ
る
と
同
時
に
解
放
と
し
て
役
に
立
っ
て
き
た
の
か
考
え

る
傾
向
が
あ
る
だ
ろ
う
。

エ
レ
イ
ン
・
シ
ョ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー）

（1
（

は
、
一
九
八
五
年
の
最
近
の
研
究
「
荒
野

に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
（Fem

inist critsism
 in the w

ilderness

）」

で
、
識
別
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
二
つ
の
要
素
を
通
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批

評
が
自
分
の
態
度
を
明
確
に
し
た
際
に
、
と
て
も
興
味
深
い
条
件
を
つ
け
て
い

る
。
ひ
と
つ
め
の
要
素
は
読
者
と
し
て
の
女
性
で
あ
り
、
ア
ク
セ
ス
す
る
文
学

テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
つ
い
て
、
深
い
考
察
を
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
、
彼

女
の
人
生
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
影
響
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
も
う
ひ
と
つ
の
要

素
は
、
女
性
自
身
が
作
家
で
あ
る
と
い
う
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
に
人
生
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
造
形
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
展

開
と
そ
う
し
た
文
学
作
品
の
個
人
的
あ
る
い
は
集
団
的
な
発
展
に
焦
点
を
当

て
な
が
ら
、
本
来
の
意
味
で
女
性
の
記
述
へ
の
研
究
が
始
ま
る
の
だ
ろ
う
。

シ
ョ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

支
配
的
な
記
述
か
ら
離
れ
て
、
文
学
も
全
体
的
な
批
評
も
存
在
し
え
な

い
。
つ
ま
り
男
性
に
支
配
さ
れ
た
社
会
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
、
経
済
的

な
圧
力
か
ら
独
立
し
た
出
版
物
は
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。

こ
う
し
た
断
言
に
よ
れ
ば
、
も
の
を
書
く
女
性
は
、
一
方
で
は
そ
う
し
た
支

（
（0
）　Show

alter, Elaine, （（9（（-

）。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
批
評
で
影
響
を
与
え
て
い
る
。
一
九
七
七

年
に
『
女
性
自
身
の
文
学
』
で
、
一
躍
注
目
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
邦
訳
と
し
て
は
青
山

誠
子
訳
『
新
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評　

女
性
・
文
学
・
理
論
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
川

本
静
子
ほ
か
訳
『
女
性
自
身
の
文
学　

ブ
ロ
ン
テ
か
ら
レ
ッ
シ
ン
グ
ま
で
』、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
三
年
な
ど
が
あ
る
。
本
論
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
の
書
の
邦
訳
は
な
い
。

配
的
な
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
文
学
的
、
社
会
的
、
政
治
的
基
準
に

対
し
て
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
女
性
が
属
し
て
い
る
、
よ
り
お
と

な
し
い
グ
ル
ー
プ
の
生
活
体
験
と
も
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
彼

女
の
議
論
は
、
両
方
の
グ
ル
ー
プ
の
文
化
的
な
遺
産
と
、
実
際
の
現
実
を
同
時

に
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
シ
ョ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
「
二
重
の
声
の
デ
ィ

ス
コ
ー
ス
」
と
い
う
論
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
正
し
く
理
解
し
よ
う

と
し
た
い
な
ら
ば
、
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
議
論
。
参
照
す
る
の
に
役
立
つ

男
性
的
な
前
提
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

私
は
個
人
的
に
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
や
、
議
論
に
お
け
る
私
の
知
識
や
、

男
性
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
研
究
の
多
く
で
、
私
の
信
用
が
失
わ
れ
た
と
思
っ

た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
在
、
私
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
述
べ
て
い
る
講
演

で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
特
に
歴
史
に
お
い
て
別
の
時
代
に

は
、
自
分
自
身
の
声
を
聞
か
せ
た
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
熱
心
に
家
父
長

的
な
判
断
に
影
響
を
一
致
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
求
が
、
女
性
の
作
家
に
と
っ
て

大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
と
シ
ョ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
い
う
。
社
会
の
周
辺
で
感
謝
し

て
生
き
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
な
く
、
理
性
的
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に

要
求
す
る
、
男
性
的
な
伝
統
の
教
師
と
助
言
者
の
娘
で
あ
り
、
同
時
に
私

た
ち
は
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
知
識
と
決
意
を
生
み
出
す
新
し
い
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
運
動
の
姉
妹
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
学
術
的
な
討
論
の
グ
ロ
テ
ス

ク
な
仮
面
を
脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
を
私
た
ち
に
強
い
て
い
る
、
と
。

明
ら
か
に
こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
矛
盾
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の

は
引
用
さ
れ
た
議
論
が
含
ま
れ
た
記
述
の
文
体
は
、
あ
る
種
学
術
的
で
あ
る
こ

と
か
ら
ほ
と
ん
ど
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
私
自
身
、
こ
の
序
文
を

書
く
際
に
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
悪
い
癖
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

特
に
女
性
の
言
語
に
つ
い
て
語
る
の
な
ら
ば
、
探
求
す
る
た
め
に
、
民
俗
や

神
話
を
通
し
て
、
初
期
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
要
求
よ
り
も
さ
ら
に
遡
ら
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
神
話
の
い
く
つ
か
は
、
謎
め
い
て
い
て

秘
密
め
い
た
特
徴
が
女
性
の
話
し
方
に
あ
る
と
す
る
。
あ
る
文
化
に
お
い
て

は
、
女
性
が
私
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
を
作
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
公
的
な
生
活
の
な
か
で
、
さ
さ
い
な
こ
と
で

押
し
つ
け
ら
れ
た
沈
黙
に
抵
抗
す
る
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。
例
え
ば
宗

教
的
な
法
悦
状
態
に
お
い
て
、
女
性
の
演
説
は
理
解
不
能
で
あ
り
、
言
葉
の
つ

な
が
り
は
悪
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
人
た
ち
に
つ
い

て
は
魔
術
の
疑
い
や
秘
教
の
知
識
に
陥
れ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
の
こ
と
に
入
り
込
む
な
ら
ば
、
聖
テ
レ
サ
が
い
う
よ
う
に
「
言
葉
か
ら
抜
け

出
す
」
こ
と
に
お
い
て
そ
う
だ
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
余
談
と
し
て
と
ど
め
る

だ
け
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
。

こ
の
あ
と
示
さ
れ
る
何
人
か
の
古
典
作
家
と
現
代
作
家
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
は
、
一
九
八
六
年
十
一
月
に
フ
ア
ン
・
マ
ー
チ
財
団
で
「
ス
ペ
イ
ン
文
学
に

お
け
る
女
性
の
視
点
」
と
い
う
総
括
的
な
タ
イ
ト
ル
で
の
四
つ
の
講
演
会
の
対

象
と
な
っ
た
。
読
者
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
理
論
と
の
併
存
の
可
能
性
を

判
断
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
短
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
す
の

は
タ
イ
ム
リ
ー
に
思
わ
れ
た
。

最
初
の
講
演
は
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
か
ら
考
え
が
出
て
き
た
。
理
論
的
よ
り
も

詩
的
な
直
感
か
ら
、
内
部
空
間
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
女
性
に
と
っ
て
、
内
部
空

間
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
導
火
線
に
な
る
の
か
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
浮
か
ん
で

き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
空
間
の
な
か
で
、
窓
は
基
本
的
な
要
素
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
表
れ
た
。
こ
の
本
を
読
ん
だ
人
は
、
そ
れ
が
な
ぜ

な
の
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。

『
窓
辺
か
ら
』
と
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
の
は
、
窓
辺
に
た
た
ず
ん
で
き
た
す

べ
て
の
女
性
た
ち
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
つ
け
た
。
フ
ア
ン
・
マ
ー
チ
財
団

で
の
あ
の
講
演
が
も
っ
て
い
た
口
伝
え
で
自
然
で
わ
か
り
や
す
い
特
徴
を
で
き

る
だ
け
保
つ
た
め
に
、
ペ
ー
ジ
下
部
に
つ
け
た
引
用
で
疲
れ
さ
せ
る
こ
と
に
抵

抗
し
た
。

そ
れ
ら
に
付
随
し
て
、
未
発
表
の
テ
ク
ス
ト
と
、
数
日
前
に
偶
然
見
つ
け

た
「
す
べ
て
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
、
と
て
も
個
人
的
な
性
格
の
私
の
古
い

ノ
ー
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
加
え
た
。
そ
れ
は
先
だ
っ
た
考
え
を
説
明
す
る
の
に
役

立
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
私
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
別
の
滞
在
中
に
書
い
た
も
の

で
、
夢
の
解
釈
を
扱
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
は
母
と
私
が
、
離
れ
た
窓
を
通

し
て
秘
密
の
記
号
を
使
っ
て
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
た
。
母
は
二
年
後
に
亡

く
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
女
の
夢
を
見
な
い
珍
し
い
夜
だ
っ
た
。
だ
が
あ
の
と

き
、
夢
に
表
れ
た
石
碑
の
印
象
が
あ
ま
り
に
強
か
っ
た
の
で
、
翌
朝
目
覚
め
る

と
す
ぐ
、
理
解
し
た
ば
か
り
の
こ
と
す
べ
て
が
逃
げ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、

す
ら
す
ら
と
書
け
る
よ
う
に
机
の
前
に
座
っ
た
。
コ
ン
マ
ひ
と
つ
も
直
さ
ず

に
出
て
き
た
ま
ま
の
テ
ク
ス
ト
を
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
写
し
た
。
そ
れ
を
読
ん

で
も
ら
っ
た
ば
か
り
の
友
人
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
に
励
ま
さ
れ
て
こ
こ
に
も
入
れ

た
。
と
い
う
の
は
私
は
彼
の
意
見
に
と
て
も
重
き
を
お
い
て
い
た
か
ら
で
、
何

よ
り
も
ま
ず
彼
は
私
に
言
っ
た
の
だ
。「
そ
の
こ
と
を
、
女
性
だ
け
が
そ
う
書

け
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
君
は
わ
か
っ
て
い
る
？
」。
私
は
な
ぜ
そ
う
言
う

の
か
彼
に
尋
ね
な
か
っ
た
が
、
的
を
射
て
い
る
と
思
え
、
彼
の
言
う
こ
と
が
と

て
も
気
に
入
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
特
に
彼
の
声
に
は
少
し
の
皮
肉
も
、
軽
蔑
し
た

調
子
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

一
九
八
七
年
一
月
二
八
日
、
マ
ド
リ
ー
ド

こ
の
序
文
は
、
友
人
で
あ
る
マ
リ
ア
・
デ
ル
・
カ
ル
メ
ン
・
リ
デ
ル
の
ア
ド

バ
イ
ス
と
、
方
向
づ
け
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
彼
女
は
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の

教
員
で
、
一
九
八
六
年
に
、「
内
戦
後
の
ス
ペ
イ
ン
女
性
作
家
」
と
い
う
論
文

を
作
成
す
る
な
か
で
要
約
を
前
も
っ
て
私
に
教
え
て
く
れ
た
際
に
、
提
唱
し
て

く
れ
た
の
だ
。
初
版
で
そ
の
こ
と
に
言
及
し
な
か
っ
た
怠
慢
を
こ
こ
に
改
め
た

い
。一

九
八
七
年
一
○
月
二
一
日


