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他
者
と
し
て
の
パ
リ

な

ん
じ

―
―
遠
藤
周
作

「
爾
も
、
ま
た
」
再
読

今
橋
映

子

選
ぶ
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
。
人
生
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
間

関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
我
々
は
自
分
が
選
ん
だ
者
に
よ
っ
て
苦
し
ま
さ
れ
た
り
、
相
手
と

の
対
立
で
自
分
を
少
し
ず
つ
発
見
し
て
い
く
も
の
だ
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
）

―
―
遠
藤
周
作

「爾
も
、
ま
た
」

―
　
陰
惨
な
騎
―
―

「牧
歌
」
の
な
か
の
リ
ヨ
ン

遠
藤
周
作

（
一
九
二
三
～
）
は
、
昭
和
二
五

（
一
九
五
〇
）
年
、
戦
後
最
初
の
留
学
生
と
し
て
、
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク

文
学
を
研
究
す
る
た
め
に
渡
仏
、
主
に
リ
ヨ
ン
に
学
ん
だ
。
「敗
戦
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
留
学
生
と
し
て
、
日
本
人
も

　ヽ

　ヽ
ヽ
　

（２
）

ほ
と
ん
ど
い
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
か
さ
れ
た
」
者
の
体
験
と
省
察
と
は
、
い
く
つ
か
の
根
源
的
テ
ー
マ
に
収
飲
し

て
、
最
新
作

『深
い
河
』
に
至
る
ま
で

一
貫
し
て
問
い
続
け
ら
れ
、
変
奏
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ

分
類
を
借
り
る
な
（に
、
第

一
に
は
神
の
問
題
、
第
二
に
は
人
間
の
罪
の
意
識
や
欲
情
の
深
淵
を
の
ぞ
く
こ
と
の
意
味

で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
に
は
非
人
間
的
行
為
を
生
み
出
す
精
神
構
造
に
対
す
る
糾
弾
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
第
四
と

し
て
有
色
人
種
と
白
色
人
種
と
の
差
別
観

へ
の
抗
議
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
主
題
が
、
戦
後
ま
だ
五
年
し
か
経
て
い
ず
、
朝
鮮
戦
争
直
前
の
時
代
に
、
「戦
争
犯
罪
国
」
で
あ
る
日

本
か
ら
、
パ
リ
で
は
な
く
、
「保
守
的
な
田
舎
都
市
」
で
ぁ
る
リ
ョ
ン
に
送
り
こ
ま
れ
た
者
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う

事
実
に
、
私
た
ち
は
い
ま

一
度
、
思
い
を
至
す
べ
き
で
ぁ
ろ
う
。
確
か
に
、
遠
藤
周
作
の
留
学
中
の
作
品
集

『牧

歌
』
の
諸
篇
に
は
、
こ
う
し
た
戦
後
日
本
の
い
わ
ば

「特
殊
な
状
況
」
が
強
い
た
、
異
様
な
ま
で
に
鋭
敏
な
感
覚
が

映
し
出
す
異
国
の
都
市
の

「陰
惨
な
騎
」
が
ぁ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「牧
歌
』
の
な
か
の
リ
ョ
ン
は
暗
い
。
そ
れ
は
、
遠
藤
自
身
が
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
彼
も
敬
愛
す
る
永
井
荷
風

が
か
つ
て
描
い
た
典
雅
な
古
都
で
は
な
か
っ
た
。

荷
風
が
こ
の
ま
ち
に
着
い
た
の
は
四
十
年
も
む
か
し
、
し
か
し
そ
の
面
影
は
あ
の

『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
時
代
と

や
か
た

寸
分
変

っ
て
い
な
か
っ
た
。
春
白
い
雲
を
空
に
う
か
ベ
バ
ラ
と
藤
の
花
に
ね
む
り
ひ
そ
ま
る
フ
ル
ビ
エ
ー
ル
の
館

と
館
、
夏
の
午
後
、
歩
道
を
た
た
き
つ
け
て
過
ぎ
ゆ
く
こ
の
地
方
特
有
の
雷
と
稲
妻
を
伴
う
夕
立
、
そ
の
夕
立
が

秋
の
さ
び
し
い
森
雨
と
な
リ
マ
ロ
ニ
エ
の
葉
を

一
片

一
片
落
し
て
ゆ
く
ぁ
の
長
い
憂
鬱
な
冬

へ
の
移
り
変
り
も
、

す
べ
て
詩
人
の
追
憶
の
ま
ま
で
ぁ
っ
た
。
し
か
し
街
の
面
影
は
そ
の
ま
ま
で
も
住
む
人
の
運
命
は
変

っ
て
い
た
。

〔…
〕
冬
が
や
っ
て
き
た
。
夕
暮
に
な
る
と
、
き
ま
っ
て
街
を
貫
く
ロ
ー
ヌ
、
ソ
ー
ヌ
の
両
河
か
ら
黄
濁
し
た
霧
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が
こ
の
古
い
街
の
石
畳
の
路
や
青
い
角
燈
を
な
め
な
が
ら
は
っ
て
い
く
。
や
が
て
霧
に
死
に
果
て
た
よ
う
に
沈
む

夜
の
ど
こ
か
で
中
世
以
来
の
教
会
の
点
鐘
が
遠
く
、
遠
く
響
く
。
私
は
そ
の
は
じ
め
て
の
冬
に
こ
の
リ
ヨ
ン
が
欧

州
き
っ
て
の
悪
徳
の
都
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。

ふ
る
び
た
し
ず
か
な
外
観
の
た
め
に
数
多
く
の
旅
人
も
知
り
え
な
か
っ
た
こ
の
街
の
お
そ
ろ
し
い
悪
魔
の
相
に

（４
）

つ
い
て
私
は
ま
た
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
翁
絵
葉
書
の
裏
に
し

彼
は

「冬
―
―
霧
の
夜
」
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
ぬ
人
間
の
肉
欲
の
も
っ
と
も
ド
ス
黒
い
も

の
、
涯
靡
な
も
の
が
つ
ま

っ
て
い
る

「
悪
魔
的
な
街
」
を
描
く
。
そ
れ
は
驚
く
こ
と
に
中
世
紀
の
名
残
り
を
と
ど

め
る

「黒
ミ
サ
」
の
こ
と
を
指
す
。
生
き
た
女
の
白
い
肉
体
を
祭
壇
と
し
て
、
残
忍
、
涯
靡
で
不
潔
き
わ
ま
る
ミ
サ

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
い
う
リ
ヨ
ン
の
古
い
古
い
地
区
の
霧
の
な
か
を
、
主
人
公

「
ぼ
く
」
は
さ
ま
よ
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、

ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
や
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
虐
殺
、
拷
間
、
ま
た
日
本
人
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
南
京
に
お
け
る
犯
罪
の
心
理
の
裡
に
は
、
こ
の
黒
ミ
サ
的
な
肉
欲
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
―
―
と
自
問
す
る
の
で
あ
る
。
戦
後
わ
ず
か
五
年
―
―

「狂
暴
で
フ
ァ
ナ
テ
ッ
ィ
ク
」
と
の
日
本
人
評
が
ま

だ
根
強
い
フ
ラ
ン
ス
で
、
遠
藤
は
犯
罪
者
と
し
て
の
意
識
を
心
の
奥
深
く
感
じ
て
い
る
。
そ
の
彼
の
眼
に
写
る
異
国

の
都
市
の
陰
惨
な
場
に
、
現
代
の
読
者
は
慄
然
と
す
る
。
む
し
ろ
永
井
荷
風
や
島
崎
藤
村
な
ど
明
治
、
大
正
期
の
フ

ラ
ン
ス
滞
在
記
の
方
が
、
よ
ほ
ど

「身
近
」
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『牧
歌
』
の
諸
篇
は
、　
一
見
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
風
エ
ッ
セ
ー
の

ら
、
次
第
に
人
間
心
理
の
暗
部
に
降
り
立
ち
、
そ
の
ま
ま
小
説
世
界

へ
と
変
貌
し
て
い
く
と
い
う
、
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タ
イ
ル
を
も

っ
て
い
る
。
例
え
ば

「恋
愛
と
フ
ラ
ン
ス
大
学
生
」
で
は
、
冒
頭
フ
ラ
ン
ス
の
物
価
が
日
本
の
倍
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
卑
近
な
話
題
が
書
簡
体
で
語
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
南
仏
出
身
の
愉
快
な
友
人

「
ピ
エ

ー
ル
君
」
の
、
素
朴
な
恋
愛
話
に
発
展
す
る
と
思
い
き
や
、
語
り
手
は
、
ピ
エ
ー
ル
の
意
中
の
人
シ
モ
ー
ヌ
の
自
殺

事
件
と
、
彼
女
が
、
何
と
あ
る
雑
貨
店
の
だ
み
声
の
老
人
の
情
婦
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
明
か
す
の
で
あ
る
。

ピ
エ
ー
ル
の
去
っ
た
後
、
ぼ
く
は

一
人
で
寒
々
と
街
を
歩
き
ま
す
。
万
霊
節
を
む
か
え
て
陰
気
な
街
の
裏
に
、

ぼ
く
は

一
つ
の
古
い
黒
い
建
物
を
み
ま
し
た
。
そ
の
壁
に
は
こ
う
い
う
文
字
が
彫
り
つ
け
て
あ
り
ま
し
た
。

「
一
九
四
二
年
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ

（ド
イ
ツ
秘
密
警
察
）
は
、
こ
の
建
物
の
地
下
室
で
拷
間
を
行

っ
た
」
↑
ι

拷
間
の
行
わ
れ
た
地
下
室
の
暗
い
陰
惨
な
内
部
を
覗
き
な
が
ら
、
ぼ
く
は
シ
モ
ー
ヌ
と
こ
の
地
下
室
の
間
に

一

（５
）

致
す
る
何
も
の
か
を
嫌
悪
と
吐
き
気
を
も

っ
て
感
じ
ま
し
た
。
翁
恋
愛
と
Ｚ
フ
ン
ス
大
学
生
し

こ
の
章
に
続
く

『牧
歌
』
の
次
の
エ
ッ
セ
ー

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
異
国
の
学
生
た
ち
」
は
、
さ
ら
に
深
刻
な
テ

ー
マ
を
扱

っ
て
い
く
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
反
フ
ァ
シ
ス
ム
、
抗
独
運
動

が
、
そ
れ
も
ま
た
単
な
る
輝
か
し
い

「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
や
、
「う
つ
く
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
結
東
体
」
で
は

な
か
っ
た
―
―
と
い
う
暗
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
話
題
は
、
リ
ヨ
ン
に
学
び
に
き
た
留
学
生
た
ち
、
特
に
ポ
ー
ラ
ン

ド
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
中
欧
か
ら
の
留
学
生
た
ち
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
傾
向
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
彼
ら
の
う
ち
、　
一



方
は
、
自
分
た
ち
が
戦
争
中
に
受
け
た
苦
し
み
を
通
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ム
の
可
能
性
に
賭
け
る
情
熱
派
。
も
う

一

方
は
、
失
わ
れ
た
祖
国
を
切
々
と
慕

っ
て
、
言
い
よ
う
の
な
い
哀
愁
に
ひ
た
っ
て
い
る
学
生
た
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
語
り
手
が
、
「感
傷
的
な
夢
を
託
し
て
い
た
」
こ
れ
ら
の
中
欧
の
学
生
た
ち
の
な
か
に
、
そ
れ
と
は
全
く
違

っ
た

存
在
が
か
く
さ
れ
て
い
た
―
―
。

こ
う
し
て
次
第
に
一
つ
の
小
説

へ
と
変
貌
し
て
い
く
語
り
の
な
か
に
、
「
イ
レ
ー
ナ
」
と
い
う
ダ
ン
ス
の
助
教
師

―
―
空
虚
な
右
目

（実
は
義
眼
）
が
無
気
味
な
、
愛
想
の
か
け
ら
も
な
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
女
学
生
―
―
と
、
コ
」
び

と
」
と
称
さ
れ
る
男
が
、
登
場
し
て
く
る
。
語
り
手
は

「
こ
び
と
」
の
深
い
背
後
に
あ
る
、
肉
体
的
な
も
の
で
は
な

い
、
何
か

「
ぶ
よ
ぶ
よ
と
し
た
膨
み
」
を
憎
み
な
が
ら
、
彼
を
黙
殺
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。　
一
方
、
語
り
手
は
、

ア
ル
デ
ィ
ッ
シ
ュ
県
で
、
抗
独
運
動
の
マ
キ

（
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
系
の
反
独
運
動
者
）
が
、
ド
イ
ツ
人
で
は
な
く
、
同
胞

で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人

（例
え
ば
ド
イ
ツ
人
に
食
料
を
与
え
た

一
般
市
民
）
を
拷
間
、
虐
殺
し
て
、
そ
の
死
体
を
フ
ォ

ン
ス
村
の
井
戸
に
投
げ
こ
ん
だ
、
と
の
情
報
を
つ
か
み
、
ぜ
ひ
そ
れ
を
見
な
け
れ
ば
と
の
思
い
に
か
ら
れ
る
。
全
く

意
外
に
も
そ
れ
に
同
行
す
る
と
言
い
だ
し
た
イ
レ
ー
ナ
と

「
こ
び
と
」
。
フ
ォ
ン
ス
村
の
井
戸
に
至

っ
て
、
こ
の
同

行
者
の
二
人
が
、
か
つ
て
ナ
チ
ズ
ム
の
拷
間
に
あ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
フ
オ
ン
ス
の
虐
殺
も
事
実
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
は
白
昼
の
下
で
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
自
日
夢
の
如
く
あ
り
う
べ
か
ら
ぎ
る
も
の

の
気
が
し
ま
し
た
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
戦
い
、
世
界
は
そ
の
華
々
し
い
戦
い

1328329 1 他者 とし
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悲
劇
の
あ
っ
た
こ
と
を
容
認
し
な
い
で
し
ょ
う
。
ぼ
く
は
穴
の
中
に
今

一
度
、
顔
を
さ
し
の
べ
、
膊

（６
）

の
下
の
こ
の
永
遠
の
人
間
地
獄
を
眺
め
つ
づ
け
ま
し
た
。
η
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
異
国
の
学
生
た
ち
し

２
　
石
の
街
の
重
さ
―
―

「爾
も
、
ま
た
」
の
な
か
の
パ
リ

中
篇
小
説

「
爾
も
、
ま
た
」
は
、
昭
和
三
九
年
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
雑
誌

『文
学
界
』
に
連
載
、
の
ち
に

「
ル
ー
ア
ン
の
夏
」、
「留
学
生
」
翁
群
像
』
昭
和
四
〇
年
二
月
）
と
と
も
に
二
部
作
を
成
し
て
、
昭
和
四
〇
年
六
月
に

単
行
本

『留
学
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
二
部
作
は
、
作
者
が
昭
和
三
五
年
か
ら
二
年
半
近
く
も
死
と
隣
り
合

わ
せ
の
闘
病
生
活
を
送
っ
た
後
、
そ
し
て
ま
た
彼
自
身
の
留
学
生
活
か
ら
は
十
年
以
上
も
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え

『牧
歌
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な

「恐
怖
、
審
判
、
拷
間
、
殺
人
の
時
代
」
と
い
っ
た
、
悲
痛
な
感
情

は
表
に
出
ず
、
そ
の
代
わ
り
、
異
文
化
と
の
葛
藤
と
い
う
テ
ー
マ
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
。

「爾
も
、
ま
た
」
は
、
『留
学
』
二
部
作
の
な
か
で
は
最
も
長
く
、
ま
た
最
初
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
舞
台

は
、
パ
リ
。
遠
藤
周
作
は
、
デ
ィ
ア
ボ
リ
ッ
ク
な
街
リ
ヨ
ン
で
は
な
く
、
日
本
人
留
学
生
た
ち
の
溜
り
場
パ
リ
に
舞

台
を
設
定
す
る
。
そ
し
て
冒
頭
、
日
本
人
旅
行
者
た
ち
が
ハ
ン
ブ
ル
グ
飛
行
場
で
交
わ
し
て
い
る
き
わ
め
て
俗
な
会

話
か
ら
入
る
こ
と
で
、
作
者
は
、
日
本
人
の
パ
リ
留
学
が
敗
戦
国
か
ら
戦
勝
国
へ
の
屈
辱
的
な
旅
で
あ
っ
た
時
代
が

す
で
に
遠
く
過
ぎ
去
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。



主
人
公
は
、
田
中
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
人
と
し
て
ご
く

平
凡
な
苗
字
を
も
つ
こ
の
大
学
講
師
の
留
学
体
験
を
描
く
こ
と
で
、
遠
藤
周
作
は
、
あ
る
意
味
で
は
き
わ
め
て
図
式

的
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
異
文
化
と
の
衝
突
と
葛
藤
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
図
式
的
と
思
い
な
が

ら
も
、
読
者
が
こ
の
小
説
に
捨
て
難
い
魅
力
を
感
じ
る
の
は
、
作
者
が
周
到
に
筋
立
て
を
用
意
し
伏
線
を
張

っ
た
上

で
、
主
人
公
田
中
を
、
英
雄
に
も
卑
小
な
る
存
在
に
も
描
か
ず
、
限
り
な
く
等
身
大
に
近
い
か
た
ち
で
日
本
人
の

「典
型
的
な
」
留
学
体
験
の

一
つ
の
型
を
提
示
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
い

う
異
文
化
、
パ
リ
と
い
う
都
市
は
、
絶
対
的
な

〈他
者
〉
と
し
て
、
日
中
の
前
に
、
そ
し
て
読
者
の
前
に
立
ち
は
だ

か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
で
は
、
三
つ
の
大
き
な
縦
糸
が
絡
み
合

っ
て
、
全
体
の
ド
ラ
マ
を
構
成
し
て
い
る
。
第

一
に
は
、
田
中

自
身
が
パ
リ
に
到
着
し
て
か
ら
結
核
に
倒
れ
て
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
ま
で
の
留
学
生
活
の
経
過
と
、
大
学
人
事

を
め
ぐ
る
人
間
関
係
。
第
二
に
は
、
田
中
が
専
門
と
す
る
サ
ド
研
究
の
進
展
と
、
〈
サ
ド
〉
と
い
う
対
象

へ
の
田
中

の
内
面
的
探
究
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
建
築
家
向
坂
を
筆
頭
と
す
る
、
パ
リ
の
日
本
人
の
諸
相
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第

一
の
縦
糸
―
―
留
学
生
活
の
経
過
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
中
の
内
面
に
あ
る
世
俗
的
な
感
情
と
、
研

究
者
と
し
て
の
求
道
的
精
神
を
、
と
も
に
引
き
出
し
て
み
せ
る
作
者
の
手
腕
で
あ
る
。
田
中
は
、
こ
の
留
学
に
よ
っ

て
、
自
分
は
十
八
世
紀
と
い
う
マ
イ
ナ
ー
な
領
域
の
研
究
者
で
あ
り
な
が
ら
、
現
代
文
学
を
や
っ
て
も
て
は
や
さ
れ

る
助
手
の
菅
沼
よ
り

一
歩
先
ん
じ
ら
れ
る
、
と
自
負
し
て
い
る
。
田
中
は
す
で
に
結
婚
し
て
、

だ
が
、
息
子
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
妻
に
対
し
て
は
さ
し
た
る
愛
を
感
じ
て
い
な
い
。
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を
買
お
う
な
ど
と
い
う
つ
ま
ら
ぬ
知
恵
を
働
か
せ
、
そ
れ
を
相
談
す
る
手
紙
が
パ
リ
に
い
る
田
中
を
苛
立
た
せ
る
。

東
京
で
は
、
自
分
の
ゼ
ミ
に
出
て
く
る
女
子
学
生
の
一
人
に
妙
に
関
心
を
寄
せ
、
恰
好
を
つ
け
て
菅
沼
の
悪
口
な
ど

を
そ
の
前
で
言

っ
て
し
ま
う
田
中
だ
が
、
パ
リ
で
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

「女
を
買
う
し
よ
う
な
こ
と
も
で
き
な

田
中
は
、
そ
う
し
た
世
俗
的
な

一
面
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
に
た
む
ろ
す
る
よ
う
な
日
本
人
た
ち
と
は
袂
を
分
か
ち
、

一
人
黙
々
と
国
立
図
書
館
に
通
っ
て
文
献
を
漁
り
、
サ
ド
の
足
跡
を
実
際
に
執
念
深
く
辿
っ
て
い
く
情
熱
を
も
ち
あ

わ
せ
て
い
る
。
結
局
は
そ
の
生
真
面
目
す
ぎ
る
無
理
が
、
結
核
と
い
う
病
い
に
彼
を
導
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
に
お
い
て
、
田
中
の
妻
と
い
う
存
在
、
そ
し
て
ま
た
大
学
に
お
け
る
直
接
の
上
司
、
上
田
教
授
と
い
う

存
在
―
―
つ
ま
り
田
中
の
救
済
役
に
な
る
べ
き
二
人
の
存
在
が
、
と
も
に
不
在
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
小
説
中
、
田
中
の
目
論
見
に
反
し
て
、
助
手
の
菅
沼
は
、
彼
の
後
を
追
っ
て
パ
リ
に
留

学
し
て
来
る
。
し
か
も
菅
沼
は
、
お
そ
ら
く
は
大
学
の
人
事
問
題
の
絡
み
か
ら
、
日
中
が
教
養
部
へ
ま
わ
さ
れ
る
と

い
う
知
ら
せ
ま
で
持
っ
て
く
る
。
菅
沼
は
、
例
の
女
子
学
生
、
野
坂
和
子
と
近
く
結
婚
し
、
し
か
も
新
し
い
世
界
文

学
全
集
に
入
る
翻
訳
の
話
ま
で
あ
る
ら
し
い
。
と
ど
め
よ
う
も
な
く
不
当
に
流
れ
て
い
く
自
分
の
人
生
に
対
し
て
、

田
中
は
有
効
な
手
を
打
つ
術
を
も
た
な
い
。
次
第
に
日
本
人
社
会
か
ら
孤
立
し
て
、
彼
は
い
よ
い
ょ
サ
ド
の
世
界
に

没
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
の
縦
糸
―
―
田
中
が
専
門
と
す
る
サ
ド
研
究
の
詳
細
な
経
過
は
、
と
か
く
図
式
的
と
評
さ
れ
る
こ
の
小
説
に



独
特
な
陰
験
を
与
え
て
い
る
。
限
り
な
く
平
凡
な
外
国
文
学
者
田
中
が
、
サ
ド
と
い
う
特
異
な
対
象
に
取
り
組
む
理

由
―
―
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
田
中
は
、
パ
リ
に
来
て
宿
願
か
な
っ
て
、
サ
ド
研
究
家
ジ

ル
ベ
ー
ル
・
ル
ビ
イ
に
面
会
す
る
。
厖
大
な

「
サ
ド
侯
爵
伝
」
を
書
い
た
こ
の
男
は
、
大
学
人
で
は
な
く
、
「浮
す

る
」
と
い
う
表
現
が
ぴ

っ
た
り
な
ほ
ど
サ
ド
研
究
に
半
生
を
費
し
た
奇
人
で
あ
る
。
し
か
し
貴
重
な
資
料
を
多
数
も

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ル
ピ
イ
に
面
会
で
き
た
喜
び
も
東
の
間
、
こ
の
無
愛
想
で
貪
欲
な
男
か
ら
田
中
は
、
「君
が

な
ぜ
サ
ド
を
や
る
の
か
、
わ
か
ら
ん
」
と
い
う
、
決
定
的
な
言
葉
を
投
げ

つ
け
ら
れ
る
。

な
ん
の
た
め
に
俺
は
サ
ド
を
や
り
は
じ
め
た
の
か
、
葡
萄
酒
を
証
め
な
が
ら
田
中
は
助
手
時
代
か
ら
自
分
が
研

究
題
目
に
こ
の
牢
獄
文
学
者
を
選
ん
だ
理
由
を
、
今
、
苦
し
い
気
持
で
噛
み
し
め
て
み
た
。
理
由
は
幾

つ
も
あ

る
。
ル
ビ
イ
に
さ
っ
き
言

っ
た
こ
と
は
決
し
て
う
そ
で
は
な
か
っ
た
。
あ
の
仏
蘭
西
革
命
を
前
に
し
て
、
崩
れ
お

ち
る
自
分
の
階
級
に
気
づ
い
た
貴
族
の
立
場
は
日
本
の
現
在
の
知
識
階
級
に
似
て
い
る
こ
と
に
、
十
八
世
紀
文
学

を
専
門
に
す
る
田
中
は
興
味
を
も
ち
は
じ
め
た
の
だ
。
Ｔ
し

し
か
し
そ
の
時
、
ふ
た
た
び
、
あ
の
ル
ビ
イ
の
醜

い
歪
ん
だ
顔
が
彼
の
胸
を
横
切

っ
た
。
（本
当
か
ね
）
そ
の
小
さ
な
光
る
眼
は
田
中
を
み
て
嘲
る
よ
う
に
言

っ
て

い
た
。
（あ
ん
た
も
サ
ド
を
、
ポ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
よ
う
に
う
ま
く
利
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ね
）
２

一一〇

頁
）

ほ
と
ん
ど
の
仏
文
学
者
が
手
を
つ
け
て
い
な
い
サ
ド
を
や
ろ
う
と
、
田
中
が
眼
を
つ
け
た
の
に
は
、

の
地
位
を
確
保
で
き
る
と
の
打
算
が
働
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
パ
リ
に
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と
な
っ
て
き
た
の
は
、
サ
ド
論
を
書
く
際
に
援
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
研
究
者
の
説
が
、
日
本
人
の
自
分
に
と
う
て
は

言
説
と
し
て
空
虚
な
も
の
と
し
か
感
ぜ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
決
定
的
な
認
識
だ
っ
た
。
田
中
は
自
分
自
身
の
サ
ド
論

の
ノ
ー
ト
を
読
み
返
し
、
サ
ド
に
お
け
る
サ
デ
ィ
ス
ム
の
特
徴
に
、
「処
女
に
た
い
す
る
憎
悪
」
と
、
「基
督
教
が
教

え
る
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
刺
ぐ
」
と
い
う
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
と
自
ら
書
き
つ
け
て
い
る
こ
と
に
、
思
わ
ず
溜
息
を
つ

い
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
が

「生
涯
、
日
本
人
の
自
分
と
は
関
係
が
な
い
筈
だ
」
と
、
痛
い
ほ
ど
わ
か
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
田
中
は
こ
う
し
た
絶
望
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
サ
ド
の
生
涯
の
転
機
と
な
る
い
く
つ
か
の
事
件

と
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
る

一
方
、
文
献
調
査
を
執
拗
に
続
け
て
い
く
。
そ
し
て
小
説
後
半

「田
中
の

ノ
ー
ト
の

一
節
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
研
究
ノ
ー
ト
の
な
か
で
は
、
サ
ド
の
牢
獄
時
代
に
サ
ド
文
学
の
転
機
を
見
、

〈書
く
〉
と
い
う
行
為
に
賭
け
る
サ
ド
像
に
照
明
を
当
て
た
、
（少
な
く
と
も
）
田
中
独
自
の
見
解
と
記
述

へ
と
、
発

展
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
こ
の
小
説
中
、
サ
ド
研
究
の
縦
糸
の
な
か
で
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
、
妙
に
生
々
し
い
体
験
が
あ
る
。

そ
れ
は
サ
ド
が
事
件
を
起
こ
し
た
場
所
の

一
つ
一
つ
を
訪
れ
る
た
び
に
、
田
中
に
わ
き
起
こ
っ
て
く
る
情
欲
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ル
ビ
イ
は

（ア
ル
キ
ュ
エ
イ
ュ
の
街
の
〕
そ
の
石
畳
こ
そ
か
つ
て
、
〔乞
食
女
〕
ロ
ー
ズ

。
ケ
レ
ル
が

（サ
ド
に
鞭

打
た
れ
て
〕
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
道
だ
と
あ
の
著
書
に
書

い
て
い
る
。
田
中
が
、
そ
の
石
畳
を
指
で



こ
す
る
と
赤
黒
い
石
の

一
つ
一
つ
が
二
百
年
ち
か
い
間
、
人
々
の
足
に
ふ
ま
れ
て
、
す
っ
か
り
摩
滅
し
て
い
る
の

が
感
じ
ら
れ
た
。
冬
の
夕
暮
の
微
光
を
う
け
て
車
輪
の
痕
ら
し
い
長
い
凹
み
が
二
本
の
レ
ー
ル
の
よ
う
に
続
い
て

い
る
の
も
わ
か
っ
た
。
彼
は
こ
ん
な
道
を
東
京
で
見
た
こ
と
は
な
い
。
こ
ん
な
道
は
日
本
に
は
決
し
て
存
在
し
な

か
っ
た
。
そ
の
人
間
の
生
き
て
い
る
臭
が
し
み
こ
み
、
人
間
の
足
の
脂
と
臭
気
が
し
み
こ
ん
で
い
る
石
の
道
を
見

た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
サ
ド
が
歩
き
、
ロ
ー
ズ

。
ケ
レ
ル
が
走

っ
て
い
っ
た
こ
の
石
畳
の
石
を
、
田
中
は
で
き
れ

ば
、
ほ
じ
く
り
だ
し
て
持

っ
て
か
え
り
た
か
っ
た
。
そ
し
て
恥
ず
か
し
く
な
け
れ
ば
そ
れ
を
翫
め
ま
わ
し
て
み
た

い
と
さ
え
思

っ
た
。
肉
欲
の
疼
く
ょ
う
な
感
覚
を
感
じ
な
が
ら
田
中
は
眼
鏡
を
幾
度
も
指
で
ず
り
あ
げ
る
。
２

一
三
～

一
四
頁
。
〔　
〕
内
引
用
者
）

田
中
に
は
、
サ
ド
が
反
基
督
教
的
だ

っ
た
と
か
非
情
の
眼
の
持
主
だ

っ
た
と
い
う
説
は
、
実
感
と
し
て
感
じ
ら
れ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「石
畳
の
道
を
眼
鏡
を
ず
り
あ
げ
て
感
じ
て
い
る
こ
の
眩
量
に
似
た
感
覚
」
こ
そ
は
、
自
分
の

も
の
だ
と
思
う
。
田
中
は
、
こ
の
後
も
、

マ
ル
セ
イ
ュ
事
件
の
あ

っ
た
現
場
の

「階
段
の
へ
こ
み
」、
シ
ャ
ラ
ン
ト

ン
の
墓
地
の
上
、
そ
し
て
最
後
に
は
ラ

・
コ
ス
ト
の
城
の
壁
に
至
る
ま
で
、
サ
ド
が
生
き
た

「現
場
」
に
立
ち
会
う

た
び
に
、
こ
の

「心
の
疼
き
」
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
遠
藤
周
作
自
身
が
探
求
す
る

「人
間
の
不
思
議
さ

と
そ
の
無
限
の
暗
黒
に
対
す
る
執
拗
な
情
欲
」
と
も
、
似
通

っ
た
情
念
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。　
一
見
平
凡
な
フ

ラ
ン
ス
文
学
者
田
中
が
、
な
ぜ
サ
ド
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
―
―
そ
の
真
の
理
由
が
、
こ
の
情
欲
の
な
か
に
隠

さ

れ

て

い
る

と

も
読

め

る

の

で
あ

る
。

さ
て
田
中
は
、
こ
の
留
学
と
サ
ド
探
求
の
経
過
の
な
か
で
、
自
分
に
と
っ
て
の

「外
国
文
学
」
の
意
味
を
聞
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め
る
。
そ
し
て
ぁ
る
日
、
「外
国
文
学
　
者
」
と
、
少
し
離
し
て
書
き
つ
け
た
自
分
の
文
字
を
見
な
が
ら
、

ハ
ッ
と

考
え
る
―
―

そ
う
。
外
国
文
学
者
と
は
、
外
国
文
学
と
者

（自
分
）
と
の
違
和
感
と
を
た
え
ず
意
識
し
て
い
る
人
間
な
の
だ

と
思
っ
た
。
自
分
と
全
く
異
質
で
、
自
分
と
全
く
対
立
す
る
一
人
の
外
国
作
家
を
眼
の
前
に
お
き
、
自
分
と
こ
の

相
手
と
の
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
精
神
的
な
距
離
と
劣
者
と
し
て
の
自
分
の
み
じ
め
さ
を
た
っ
ぶ
り
と
味
わ
い
、
し
か

も
尚
そ
の
距
離
と
格
闘
し
つ
づ
け
る
者
を
外
国
文
学
者
と
よ
ぶ
の
だ
。
（一言
≡
一～
二
四
頁
）

他
者
と
し
て
の
サ
ド
を
眼
の
前
に
お
き
、
そ
の
絶
対
的
他
者
性
に
よ
っ
て
自
分
を
照
ら
し
出
し
、
苦
し
み
な
が
ら

は
ゆ
「
囃
濠
囃
わ
】
い
」
師
¨
”
葬
榔
罐
劇
剌
峰
癖
『
辞
か
刹
［
一

つ 通
れ
Ч
螂
¨
［
静
一
辞
〓
脚
“

き
（
ぅ

漱
罐
は
刹
［

高
村
光
太
郎
が
そ
う
で
ぁ
る
。
彼
は
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
に
憧
れ
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
の
石
の
肌
に
ひ
そ
か
に

「接

吻
」
し
た
と
書
き
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
、
パ
リ
で
は
、
自
分
の
身
の
周
囲
に
は
金
網
が
張
ら
れ
、
本
当
の
接
触

が
絶
た
れ
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
木
下
杢
太
郎
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
を
支
え
る
ギ
リ
シ
ャ
、
ラ
テ
ン
の
古
典
の
層
の

厚
さ
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
学
ば
な
い
限
リ
フ
ラ
ン
ス
文
化
を

一
生
把
握
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い



と
絶
望
す
る
。
あ
る
い
は
、
遠
藤
が
こ
の
小
説
中
で
批
判
し
て
い
る
横
光
利

一
に
し
て
も
、
「
日
本
製
の
物
尺
は
、

パ
リ
ー
ヘ
来
れ
ば
二
倍
に
し
な
け
れ
ば
底

へ
は
届
か
ぬ
。
Ｔ
↓

長
く
こ
の
地
に
ゐ
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
分
り

難
い
と
い
ふ
も
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
と
競
争
し
よ
う
と
思
ふ
も
の
だ
。
こ
の
者
は
死
ぬ
以
外
に
方
法
は
あ
る
ま

（８
）

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
パ
リ
を
了
解
不
可
能
な
別
個
の
体
系
と
し
て
自
ら
を
疎
外
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
横
光

は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
田
中
と
同
様
の
体
験
を
す
で
に
書
き
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「爾
も
、
ま
た
」
の
な
か
で
は
、
第
二
の
縦
糸
と
し
て
、
パ
リ
に
往
来
す
る
日
本
人
た
ち
の
、
異
文
化
に
対
す
る

い
く
つ
か
の
型
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。　
一
つ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
重
み
を
全
く
無
視
す
る
者
。
例
え
ば
助
手
の

菅
沼
は
、
日
仏
の
越
え
が
た
い
距
離
を
感
ず
る
こ
と
も
な
く
、
留
学
生
と
し
て
も
、
ま
た
パ
リ
の
日
本
人
社
会
の
な

か
で
も
う
ま
く
身
を
処
し
て
、
新
進
気
鋭
の
学
者
に
な
る
道
を
心
得
て
い
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
小
器
用
に

猿
ま
ね
す
る
者
も
い
る
。
例
え
ば
小
説
家
真
鍋
は
、
パ
リ
に
来
て
自
分
が
三
流
で
あ
る
こ
と
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
見

せ
つ
け
ら
れ
る
が
、
残
っ
て
不
毛
な
人
生
を
送
る
よ
り
、
日
本
に
帰
っ
て
三
流
な
り
に
も
も
て
は
や
さ
れ
る
道
を
選

ぶ
。
ま
た
元
日
本
銀
行
員
小
原
や
、
画
家
藤
堂
の
よ
う
に
、
パ
リ
に
住
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
挙
旬
、
根
を
失
っ
た
み

す
ぼ
ら
し
さ
だ
け
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
敗
惨
者
た
ち
も
い
る
。

そ
し
て
四
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
建
築
家
向
坂
や
、
田
中
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
み
を
ま
と
も
に
受

け
と
め
て
格
闘
し
、
敗
れ
去
っ
て
い
く
と
い
う
型
で
あ
ろ
う
。
田
中
よ
り
二
年
以
上
前
に
留
学
し
、　
一
人
孤
独
に
学

問
に
励
ん
だ
向
坂
は
、
し
か
し
つ
い
に
結
核
に
倒
れ
て
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
彼
は
、
た
ま
た
ま
同
宿
ゆ
え
に

友
人
と
な
っ
た
田
中
を
伴
っ
て
、
ト
ロ
カ
デ
ロ
の
宗
教
彫
刻
複
製
美
術
館
を
訪
れ
、
パ
リ
と
い
う
石
の
街
の
息
苦
し
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さ
に
つ
い
て
語

っ
て
き
か
せ
る
。

「
こ
ん
な
つ
ま
ら
ん
小
さ
な
美
術
館

一
つ
に
入
っ
て
も
、
ぼ
く
ら
留
学
生
は
す
ぐ
に
長
い
世
紀
に
渡
る
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
大
河
の
中
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
う
ん
だ
。
Ｔ
↓

河
そ
の
も
の
の
本
質
と
日
本
人
の
自
分
と
を
対
決
さ
せ

な
け
れ
ば
、
こ
の
国
に
来
た
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
た
ん
だ
。
田
中
さ
ん
。
あ
ん
た
は
ど
う
し
ま

す
。
河
を
無
視
し
て
帰
国
し
ま
す
か
」
２
五
一
～
五
二
頁
）

そ
し
て
こ
の
向
坂
同
様
、
田
中
は
サ
ド
と
い
う
他
者
に
挑
ん
で
拒
ま
れ
、
や
は
り
結
核
に
倒
れ
て
帰
国
す
る
と
い

う
運
命
を
辿
る
。
向
坂
を
思
い
出
し
て
再
び
訪
れ
た
ト
ロ
カ
デ
ロ
の
美
術
館
の
な
か
で
、
田
中
は
彼
の
言
葉
を
か
み

し
め
る
。

リ
ュ
ー
・
ミ
ネ
ル
バ
の
石
柱
彫
刻
で
も
、
オ
ー
タ
ン
の
聖
堂
か
ら
複
製
し
て
き
た

「
エ
ジ
プ
ト
を
逃
れ
る
聖
母

と
基
督
」
像

〔図
Ａ
〕
で
も
、
そ
の
前
に
立
っ
て
向
か
い
あ
っ
て
い
る
だ
け
で
彼
は
、
重
い
テ
コ
で
胸
を
押
さ
れ

つ
か

て
く
る
よ
う
な
圧
迫
感
を
感
じ
た
。
そ
の
圧
迫
感
は
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
人
の
彼
に
は
こ
の
像
が
全
く
掴
め
な

い
と
い
う
気
持
か
ら
生
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
Ｔ
し

渦
巻
模
様
の
石
を
両
手
で
支
え
た
、
動
物
と
も
人
間
と
も
つ

か
ぬ
顔
、
無
花
果
の
葉
の
か
げ
か
ら
こ
ち
ら
を
覗
い
て
い
る
ア
ダ
ム
と
イ
プ

〔図
Ｂ
〕、
真
直
に
一
点
を
凝
視
し

て
い
る
ダ
ビ
デ
王
、
そ
う
し
た
石
像
の
ま
わ
り
に
は
ま
る
で
冷
た
く
凍
て
つ
い
た
よ
う
な
空
間
が
と
り
ま
い
て
い
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，
図
Ａ

「
エ
シ
プ
ト
ヘ
逃
れ
る
聖
母
と
基
督
」
オ
ー
タ
ン
聖
堂
、
柱
頭
影
刻
、

十
二
世
紀

▼
図
Ｂ

「イ
ヴ
の
勝
惑
」
オ
ー
タ
ン
、
ロ
ラ
ン
美
術
館
、
十
二
世
紀
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る
。
向
坂
は
こ
の
空
間
を
、
運
命
し
か
も
た
ぬ
中
世
紀
の
重
く
る
し
さ
だ
と
言
っ
て
い
た
。」

．一■
■
務
爆
瑯
「
璃

中
世
紀
と
い
う
ょ
り
は
、
第

一
期
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
く
る
し
さ
だ
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
田
中
は
そ
の
重
苦

し
さ
の
も
う

一
つ
の
面
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
無
縁
な
者
に
、
本
当
の
コ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
が
与
え
て
く
る
圧
迫
感

が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
。
含
〓
一五
頁
）

こ
の
小
説
は
、
結
核
で
帰
国
す
る
田
中
の
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
次
の
日
本
人
留
学
生
が
入
る
、
と
い
ぅ
連
絡
が
あ
る

と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
す
で
に
光
太
郎
、
杢
太
郎
、
横
光
が
記
し
、
さ
ら
に
向
坂
―
田
中
―
次
の
留
学
生
…
…
と
永
遠

に
続
く
で
ぁ
ろ
う
反
復
。
「爾
も
、
ま
た
」
は
、
出
日
の
な
い
、
こ
の
東
西
文
化
の
距
離
と
、
衝
突
と
を
描
い
て
い

る
。
そ
れ
は
、
デ
ィ
ア
ポ
リ
ッ
ク
な
街
リ
ョ
ン
と
い
う
、
遠
藤
自
身
の
個
別
的
で
特
異
な
都
市
体
験
で
は
な
く
、
日

本
人
に
普
遍
的
な
パ
リ
体
験
で
も
ぁ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遠
藤
周
作
は
こ
の
小
説
の
後
、
「留
学
」

中
の
他
の
二
篇
の
な
か
で
、
こ
の
東
西
対
立
が
ょ
り
鮮
明
だ
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
―
―
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
を
め

ぐ
る
葛
藤
を
描
く
方
向

へ
と
歩
み
出
す
。
そ
れ
が

、留
学
」
刊
行
の
翌
年

（昭
和
四

一
年
）、
小
説

『沈
黙
』
に
結

実
し
て
い
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
読
者
は
多
い
で
ぁ
ろ

鰤
討

し
ヽ
そ
の
他
者
と
の
格
闘
に
よ
っ
て
、
劣
者
と
し
て
の

他
者
と
し
て
の
異
文
化
と
自
分
と
の
距
離
を
た
え
ず
意

自
己
を
み
つ
め
直
し
、
対
象
に
近
づ
い
て
い
く
過
程
。
遠
藤
周
作
が
戦
後
五
年
目
の
留
学
に
お
い
て
得
た
体
験
と
、

小
説
と
が
、
果
た
し
て
永
遠
反
復
さ
れ
る
普
遍
性
を
帯
び
て
い
る
の
か
ど
う
か
―
―
そ
れ
が
現
代
の
私
た
ち
に
投
げ

か
け
ら
れ
た
問
い
で
ぁ
る
。
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確
か
に
、
敗
戦
と
い
う
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
後
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
異
文
化
と
の
乖
離
は
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
光
太
郎
や
横
光
の
よ
う
な

〈
日
本
回
帰
〉
に
直
接
結
び

つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
遠
藤
周
作
の
小
説

「爾

も
、
ま
た
」
に
出
口
が
見
え
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
私
た
ち
は
、
他
者
と
し
て
の
異
文
化
に
よ
っ

て
、
い
か
な
る
自
己
を
発
見
し
て
い
く
の
か
。
答
え
の
い
ま
だ
な
い
問
い
の
な
か
に
、
「爾
も
、
ま
た
」
と
い
う
小

説
の
も
つ
真
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

遠
藤
周
作

『留
学
』
新
潮
文
庫
、
昭
和
四
三
年
、
三
二
三
頁
。
以
下
、
本
文
中
の
ペ
ー
ジ
数
は
、
本
テ
キ
ス
ト
に
拠

ソつ
。遠

藤

「
ぼ
る
と
が
る
紀
行
」
「牧
歌
』
所
収
、
新
潮
文
庫
、
昭
和
四
九
年
、
二
三
六
頁
。

山
本
健
吉

「遠
藤
周
作
―
―
そ
の

一
貫
し
た
主
題
」
「新
鋭
文
学
叢
書
６
　
遠
藤
周
作
集
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
五

年
、
所
収
。

遠
藤

『牧
歌
』

一
二
九
～
四
〇
頁
。

同
書
、　
一
九
頁
。

同
書
、
五
四
頁
。

以
下
、
日
本
人
の
パ
リ
体
験
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『異
都
憧
憬
―
―
日
本
人
の
パ
リ
」
柏
書
房
、
平
成
五

年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（８
）

横
光
利

一
『欧
州
紀
行
』
定
本
横
光
利

一
全
集
第

一
三
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
七
年
、
三
四
二
頁
。
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