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【
論
文
】

洞
察
に
富
む
〈
一
般
論
〉
表
現
と
共
に

―
イ
ヴ
ォ
・
ア
ン
ド
リ
ッ
チ
の
『
ド
リ
ナ
の
橋（

（
（

』
を
読
む

森　

田　
　
　

孟

ボ
ス
ニ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
両
共
和
国
の
国
境
を
な
す
ド
リ
ナ
川（（
（

に

は
、
河
畔
の
小
さ
な
町
ヴ
ィ
シ
ェ
グ
ラ
ー
ド
に
有
名
な
橋
が
あ
る
。

こ
の
橋
の
建
設
の
由
来
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
ま
で
の
、
延
々

約
三
世
紀
半
に
亙
っ
て
こ
の
町
を
中
心
に
繰
り
展
げ
ら
れ
る
大
河
小

説
、
そ
れ
が
、
イ
ヴ
ォ
・
ア
ン
ド
リ
ッ
チ
（Ivo  A

ndrić,  1892

―

1975

）
の
傑
作
『
ド
リ
ナ
の
橋
』（N

a D
rini ć uprija,  1945

）
で
あ

る
。
ア
ン
ド
リ
ッ
チ
に
は
こ
の
作
品
を
主
な
対
象
と
し
て
、
一
九
六

一
年
度
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
が
授
与
さ
れ
た
。
人
物
と
出
来
事
が

次
々
に
躍
動
す
る
物
語
の
多
彩
な
濃
密
ぶ
り
は
、
正
し
く
授
賞
理
由

の
「
自
国
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
歴
史
か
ら
の
主
題
と
人
間
の
運
命

を
描
写
し
た
叙
事
詩
的
な
力
量
」（

（
（

の
、
体
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。

山
間
の
激
し
い
急
流
で
知
ら
れ
る
ド
リ
ナ
川
は
、
中
流
、
上
流
部

を
山
々
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
渡
河
点
は
ヴ
ィ
シ
ェ
グ
ラ
ー
ド
し
か
な

か
っ
た
。

こ
の
町
の
近
郊
ソ
コ
ロ
ヴ
ィ
チ
生
ま
れ
の
ソ
コ
ル
・
メ
フ
メ
ド
・

パ
シ
ャ
（
一
五
〇
六
―
七
八
）
も
、
十
歳
に
な
っ
た
年
の
秋
に
、
将
来

の
ト
ル
コ
親
衛
隊
イ
エ
ニ
チ
ェ
リ
軍（（
（

団
の
幹
部
候
補
と
し
て
拉
致
さ

れ
る
際
、
橋
の
な
い
渡
し
場
を
古
び
た
舟
で
渡
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼

は
そ
の
後
ス
ル
タ
ン
・
シ
ュ
レ
イ
マ
ン
を
補
佐
す
る
大
宰
相
と
な

り
、
一
五
六
六
年
か
ら
一
二
年
間
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
大
帝
国
の

舵
を
取
っ
た
。
そ
の
彼
が
、
少
年
時
に
不
愉
快
な
思
い
を
し
た
あ
の

渡
し
場
に
架
設
さ
せ
た
の
が
、
堅
牢
な
美
し
い
石
造
の
「
メ
フ
メ
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ド
・
パ
シ
ャ
・
ソ
コ
ロ
ヴ
ィ
チ
橋
」、
即
ち
「
ド
リ
ナ
の
橋
」
で
あ

る
。
五
年
間
の
難
工
事
の
末
、
悲
し
い
人
柱
の
伝
説
な
ど
も
生
み
な

が
ら
、
一
五
七
一
年
に
完
成
し
た
。
橋
の
全
幅
七
・
二
米
、
全
長
一

七
〇
米
、
ア
ー
チ
の
連
数
は
一
一
経
間
、
純
径
間
の
最
大
一
一
・
七

九
米
、
橋
の
真
中
に
カ
ピ
ア
（K

apia

）［
門
］
と
呼
ば
れ
る
テ
ラ
ス

が
張
り
出
し
、
そ
の
一
角
に
人
の
背
丈
を
越
す
壁
が
立
ち
、
橋
の
由

来
を
記
す
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る（（
（

。
カ
ピ
ア
は
町
の
住
民
の
み
な
ら

ず
通
行
人
全
て
の
一
休
み
、
憩
い
の
場
と
な
り
、
談
笑
、
議
論
の
た

め
の
留
り
場
、
行
商
の
売
り
場
に
も
な
っ
た
。
往
時
、
事
件
や
戦
乱

が
起
こ
る
た
び
に
、
布
告
の
張
り
出
さ
れ
る
場
所
と
な
り
、
処
刑
さ

れ
た
生
首
が
晒
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
悉
く
を
、
カ
ピ
ア
を

中
心
と
す
る
こ
の
橋
は
、
見
続
け
、
聴
き
続
け
、
記
憶
に
留
め
て
き

た
の
で
あ
る
。

『
ド
リ
ナ
の
橋
』
に
は
、
一
二
〇
人
余
の
人
物
が
次
々
に
登
場
し
、

そ
の
現
れ
方
に
濃
淡
は
あ
っ
て
も
い
ず
れ
も
入
念
・
微
細
な
人
物
造

型
が
な
さ
れ
て
描
き
分
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
活
写
さ
れ
る
彼
ら
が
織
り

成
す
物
語
の
豊
饒
さ
を
支
え
る
の
は
、
生
彩
に
富
む
具
体
的
な
描
写

に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
に
、
私
が
〈
一
般
論
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
た
い
、
時
に
は
金
言
・
箴
言
じ
み
さ
え
す
る
印
象
深
い
表
現
が
、

所
を
得
て
は
立
ち
混
じ
っ
て
現
れ
、
そ
の
都
度
、
作
品
を
深
め
て
ゆ

く
趣
が
感
じ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
に
注
目
し
て
み
た
い
。

橋
の
難
工
事
ぶ
り
を
伝
え
聞
い
て
い
た
人
々
は
、
水
の
精
が
工
事

の
邪
魔
を
し
て
、
昼
間
造
ら
れ
た
箇
所
を
夜
間
に
壊
し
た
の
だ
と

知
っ
て
い
る
、
と
い
う
叙
述
に
、
ひ
ょ
い
と
、「
い
つ
の
世
、
ど
こ

の
国
で
も
工
事
と
あ
ら
ば
誰
か
が
邪
魔
を
入
れ
る
も
の
と
相
場
が

決
っ
て
い
る
」（
一
・
一
六
）
と
一
般
論
風
の
文
言
が
現
れ
る
。
確
か

に
そ
の
後
、
橋
の
建
造
に
反
対
し
て
工
事
中
の
橋
を
破
壊
し
よ
う
と

し
て
捕
ら
え
ら
れ
、
残
虐
に
処
刑
さ
れ
る
賦
役
農
夫
の
ラ
デ
ィ
ザ
ヴ

が
登
場
す
る
。
そ
の
顚
末
は
、
そ
れ
こ
そ
こ
の
作
品
の
一
大
特
色
が

発
揮
さ
れ
て
、
微
に
入
り
細
を
穿
ち
て
、
第
三
章
の
後
半
に
詳
述
さ

れ
る
。

橋
の
真
近
の
丘
に
は
、
ラ
デ
ィ
ザ
ヴ
の
墓
と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
る

が
、
彼
は
強
力
無
双
の
セ
ル
ビ
ア
の
勇
士
で
、
宰
相
が
ド
リ
ナ
の
橋

を
架
け
よ
う
と
し
た
時
、
大
方
の
人
々
は
畏
ま
っ
て
賦
役
に
応
じ
た

が
、
ラ
デ
ィ
ザ
ヴ
だ
け
は
宰
相
に
こ
の
架
橋
を
思
い
止
ま
ら
せ
よ
う

と
頑
強
に
抵
抗
し
て
手
古
摺
ら
せ
た
。
辛
う
じ
て
彼
を
殺
害
し
て
工

事
に
着
手
で
き
た
の
だ
と
あ
る
（
一
・
一
八
）。
第
三
章
で
実
際
に
活

写
さ
れ
る
ラ
デ
ィ
ザ
ヴ
と
は
、
同
名
で
あ
る
以
外
ま
る
で
別
人
の
よ

う
に
そ
の
姿
が
異
な
る
が
、
後
者
の
ラ
デ
ィ
ザ
ヴ
を
民
衆
は
、「
陰
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謀
と
反
抗
を
企
み
、
橋
を
壊
す
勇
気
を
持
っ
た
男
」（
三
・
四
七
）
と

思
っ
て
い
た
の
に
、
意
想
外
に
貧
弱
な
人
物
で
あ
る
の
に
驚
く
の
だ

（
同
）。
人
間
の
伝
承
さ
れ
る
姿
と
実
像
と
は
違
う
も
の
だ
と
い
う
事

実
が
、
一
つ
の
典
型
と
し
て
さ
り
気
な
く
提
示
さ
れ
て
い
る
。

生
き
た
ま
ま
焼
き
串
に
刺
さ
れ
た
小
羊
の
よ
う
に
体
を
杭
で
貫
か

れ
て
岸
の
土
手
に
高
々
と
晒
さ
れ
た
（
三
・
五
〇
）
ラ
デ
ィ
ザ
ヴ
を
、

町
の
人
々
は
、
そ
の
死
体
の
番
人
を
巧
み
に
買
収
し
て
引
き
取
り
、

丘
の
上
に
埋
葬
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
辺
り
、〈
人
間
〉
が
絶
妙
に

描
出
さ
れ
て
い
て
、
舌
を
巻
く
し
か
あ
る
ま
い
。

他
の
多
く
の
事
件
は
何
世
紀
も
記
憶
し
語
り
伝
え
て
き
た
町
な
の

に
、
肝
腎
な
橋
の
工
事
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
些
事
が
残
っ
て
い
な

い
こ
と
に
つ
い
て
、「
民
衆
と
い
う
も
の
は
自
分
で
理
解
で
き
伝
説

に
作
り
変
え
ら
れ
る
も
の
だ
け
心
に
留
め
て
語
り
伝
え
て
ゆ
く
。
他

の
も
の
は
全
て
大
し
た
跡
も
残
さ
ず
、
ま
る
で
名
も
な
い
自
然
現
象

で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
黙
殺
さ
れ
て
、
そ
の
脇
を
通
り
過
ぎ
て
し

ま
う
の
だ
」（
二
・
二
七
）。
苦
労
の
末
に
橋
が
完
成
し
て
み
て
初
め

て
、
こ
の
立
派
な
橋
を
空
想
の
物
語
で
飾
り
始
め
る
。「
彼
ら
に
は

情
況
に
応
じ
て
物
語
を
器
用
に
構
成
し
、
長
く
保
持
す
る
才
能
が
あ

る
の
だ
」（
同
）。
作
者
自
身
の
、「
彼
ら
」
を
代
表
し
て
の
「
物
語
」、

そ
れ
が
こ
の
『
ド
リ
ナ
の
橋
』
な
の
だ
と
、
最
初
の
二
章
で
言
挙
げ

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

橋
の
建
造
が
本
決
り
と
な
っ
て
、
工
事
の
総
監
督
と
配
下
の
建
築

主
任
が
ま
ず
町
に
や
っ
て
く
る
が
、
こ
の
主
任
は
「
自
分
の
仕
事
の

こ
と
し
か
考
え
ず
、
人
生
と
世
界
の
他
の
事
象
は
見
も
せ
ず
感
じ
も

せ
ず
理
解
も
し
な
い
人
間
特
有
の
［
大
き
く
黒
い
ビ
ロ
ー
ド
の
光
沢

を
放
つ
］
美
し
い
近
視
の
眼
」（
三
・
二
九
）
を
し
て
い
た
。
し
か
し

完
成
し
た
も
の
は
、
人
生
と
世
界
の
事
象
悉
く
を
見
詰
め
、
感
じ
取

り
、
理
解
す
る
、
遠
く
に
届
く
眼
を
も
つ
〈
橋
〉
だ
っ
た
の
だ
。

橋
は
造
れ
な
い
よ
う
だ
と
様
々
な
噂
が
広
ま
っ
た
時
に
は
、「
民

衆
と
は
簡
単
に
色
ん
な
話
を
考
え
出
し
広
め
る
。
し
か
し
現
実
は
そ

う
い
う
物
語
と
奇
妙
に
離
れ
難
く
結
び
つ
き
混
り
合
っ
て
い
る
も
の

だ
」（
三
・
三
六
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
現
実
か
ら
決
し
て
余
り
遠
く
に

は
離
れ
な
い
民
衆
へ
の
洞
察
で
あ
る
。

橋
の
工
事
が
進
行
せ
ず
横
道
に
迷
い
込
ん
で
い
る
と
人
々
に
思
わ

れ
出
し
た
時
に
は
、「
自
分
で
は
何
も
働
か
ず
、
生
涯
に
何
の
大
仕

事
も
手
が
け
な
い
よ
う
な
人
間
は
、
他
人
の
仕
事
を
批
判
す
る
段
に

な
る
と
す
ぐ
に
辛
抱
を
な
く
し
、
誤
解
を
す
る
も
の
だ
」（
四
・
六

二
）
と
、
痛
快
な
一
節
が
現
れ
る
。

遂
に
堂
々
た
る
十
一
箇
の
ア
ー
チ
に
全
体
が
乗
っ
た
橋
の
全
貌
が

目
眩
く
ば
か
り
の
美
し
さ
に
輝
い
て
市
民
の
眼
前
に
現
れ
る
と
、
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「
ヴ
ィ
シ
ェ
グ
ラ
ー
ド
の
人
間
は
貶
す
の
も
早
い
が
褒
め
る
の
も
早

い
」（
四
・
六
五
）
の
で
、
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
感
嘆
し
た
が
、
や
は
り

相
変
ら
ず
工
事
と
そ
れ
を
讃
え
る
人
々
を
見
下
す
人
物
は
い
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、「
あ
る
種
の
人
々
の
心
に
は
、
他
人
に
は
思
い
つ
け

な
い
ほ
ど
も
大
き
く
て
強
烈
な
、
そ
れ
で
い
て
根
拠
の
な
い
憎
悪
と

嫉
妬
が
存
在
す
る
も
の
な
の
だ
」（
同
）
と
言
わ
れ
る
と
、
こ
の
悲

し
く
も
確
か
な
人
間
観
に
、
粛
然
と
天
を
仰
ぎ
た
く
な
る
だ
ろ
う
。

件
の
人
物
は
、
こ
の
橋
は
ま
だ
大
水
を
知
ら
ん
、
ヴ
ィ
シ
ェ
グ

ラ
ー
ド
の
真
物
の
洪
水
を
、
あ
と
に
何
が
残
る
か
見
も
の
だ
ろ
う
！

と
言
う
の
だ
が
、
こ
の
橋
は
そ
の
後
何
度
も
大
洪
水
に
呑
み
込
ま
れ

な
が
ら
び
く
と
も
し
な
い
雄
姿
を
ま
た
現
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

大
洪
水
に
逢
う
た
び
に
人
々
は
そ
の
被
害
を
乗
り
越
え
た
が
、
そ

の
苦
難
の
経
験
は
人
々
を
繫
ぐ
絆
に
な
っ
た
。「
揃
っ
て
苦
し
み
無

事
に
切
り
抜
け
た
不
幸
ほ
ど
人
々
を
互
い
に
結
び
つ
け
る
も
の
は
な

い
」（
五
・
七
五
）
し
、「
思
い
出
が
辛
く
惨
め
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ

る
程
、
話
す
喜
び
は
大
き
か
っ
た
」（
五
・
七
六
）。

町
に
大
損
害
を
与
え
た
洪
水
で
水
没
し
た
橋
も
、
水
が
引
く
と
以

前
と
変
ら
ぬ
白
い
雄
姿
を
陽
に
光
ら
せ
る
。
町
じ
ゅ
う
が
損
害
の
修

復
に
着
手
し
な
が
ら
、
人
々
は
、
大
洪
水
に
打
ち
勝
っ
た
橋
に
、
如

何
な
る
自
然
力
に
も
譲
歩
し
な
い
確
か
な
も
の
が
自
分
の
人
生
に

在
っ
た
の
だ
と
知
る
（
五
・
八
一
）
の
だ
っ
た
。
人
々
は
こ
の
町
の

無
意
識
の
哲
学
―
―
人
生
と
は
絶
え
ず
消
耗
し
流
れ
去
る
捉
え
所
の

な
い
奇
妙
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
ド
リ
ナ
の
橋
」
の
よ
う
に
確

乎
と
し
て
存
続
す
る
も
の
だ
と
い
う
哲
学
を
、
体
得
し
た
の
だ
、
と

第
五
章
は
締
め
括
ら
れ
る
。

十
九
世
紀
の
初
め
に
セ
ル
ビ
ア
で
反
乱
が
起
こ
る
。
そ
の
噂
は
直

ぐ
町
に
届
く
。「
反
乱
や
陰
謀
の
な
い
権
力
は
存
在
し
な
い
、
財
産

が
あ
れ
ば
必
ず
心
配
や
損
失
が
あ
る
よ
う
に
」（
六
・
八
二
）。
自
然

に
説
得
力
の
あ
る
事
実
で
あ
る
。
続
い
て
次
の
よ
う
な
一
般
論
が
展

開
さ
れ
る
。「
支
配
し
、
支
配
す
る
た
め
に
抑
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
々
に
は
、
理
性
で
支
配
す
る
義
務
が
あ
る
。
激
情
に
駆
ら
れ

た
り
敵
に
強
い
ら
れ
て
理
性
に
よ
る
抑
制
の
限
界
を
越
え
れ
ば
衰
え

始
め
、
そ
れ
で
自
ら
に
破
滅
の
道
を
開
く
の
だ
か
ら
。
他
方
、
抑
圧

さ
れ
る
者
搾
取
さ
れ
る
者
は
、
条
理
に
叶
う
こ
と
も
叶
わ
ぬ
こ
と
も

易
易
と
利
用
す
る
。
こ
の
二
つ
は
抑
圧
者
に
対
す
る
、
密
か
に
し
ろ

公
然
と
に
し
ろ
、
戦
い
な
る
も
の
に
対
す
る
二
つ
の
武
器
に
他
な
ら

な
い
か
ら
だ
」（
六
・
八
四
）。
ア
ン
ド
リ
ッ
チ
は
外
交
官
と（（
（

し
て
長

ら
く
活
躍
し
た
作
家
な
の
だ
。
面
目
躍
如
た
る
鋭
い
認
識
だ
。

町
に
常
備
兵
が
駐
屯
し
、
ド
リ
ナ
の
橋
の
警
護
の
た
め
に
兵
士
た

ち
は
、
橋
の
中
央
に
木
造
の
防
舎
を
築
き
始
め
る
。
そ
こ
で
さ
り
気
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な
い
一
文
、「
世
界
中
ど
こ
へ
行
っ
て
も
軍
人
と
い
う
連
中
は
、
自

ら
の
目
的
と
当
座
の
必
要
の
た
め
に
、
後
か
ら
市
民
生
活
と
平
和
の

必
要
と
い
う
眼
か
ら
見
れ
ば
わ
け
の
分
ら
ぬ
馬
鹿
気
た
建
物
を
作
る

も
の
だ
」（
同
）。
成
程
、
そ
う
か
。

近
く
で
反
乱
が
続
く
間
、
偶
然
に
防
舎
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た

旅
人
と
、
近
隣
の
村
に
い
た
セ
ル
ビ
ア
人
の
青
年
と
が
、
反
乱
者
の

一
員
と
誤
認
逮
捕
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
経
緯
が
例
の

如
く
詳
述
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
後
に
、
弱
者
・
不
注
意
者
を
破
滅

さ
せ
る
「
あ
の
偶
然
」
が
、「
世
間
知
ら
ず
で
貧
乏
で
無
邪
気
な
二

人
の
単
純
な
人
間
」
を
そ
の
後
に
続
く
処
刑
死
体
の
先
鞭
に
と
望
ん

だ
の
だ
、「
何
故
な
ら
こ
の
種
の
人
々
は
、
一
番
最
初
に
渦
巻
に
眼

が
眩
ん
で
引
き
寄
せ
ら
れ
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
」（
六
・

九
〇
）
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

セ
ル
ビ
ア
の
反
乱
が
鎮
ま
る
ま
で
カ
ピ
ア
に
は
生
首
が
常
に
二
、

三
晒
さ
れ
る
の
だ
が
、「
人
間
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
時
代
に
生

き
れ
ば
、
直
ぐ
に
心
が
荒
び
無
感
覚
に
な
る
」（
六
・
九
二
）。
市
民

も
す
っ
か
り
慣
れ
て
首
に
無
関
心
に
な
り
、
首
を
晒
す
の
が
中
止
さ

れ
て
も
直
ぐ
に
は
そ
れ
に
気
付
き
さ
え
し
な
か
っ
た
、
と
叙
述
さ
れ

る
。
人
間
と
時
代
に
つ
い
て
の
さ
り
気
な
い
痛
烈
な
洞
察
で
あ
る
。

橋
が
遭
遇
す
る
の
は
、
戦
乱
、
疫
病
、
難
民
の
列
だ
け
で
は
な

く
、
異
常
な
事
件
も
あ
っ
た
。
第
八
章
で
詳
述
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
、
町
を
震
撼
さ
せ
そ
の
後
伝
説
の
よ
う
に
他
所
に
ま
で
広
ま
っ
た

出
来
事
で
あ
る
。
町
の
両
端
の
、
各
名
家
の
若
い
男
女
の
結
婚
に
つ

い
て
の
物
語
だ
。
結
婚
式
の
当
日
、
婚
家
へ
向
か
う
途
中
、
橋
の
上

の
カ
ピ
ア
か
ら
ド
リ
ナ
川
へ
、
花
嫁
と
な
る
女
性
が
、
行
列
か
ら
飛

び
出
し
て
投
身
自
殺
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
頭
が
良
く
て
弁

の
立
つ
高
嶺
の
花
の
絶
世
の
美
女
フ
ァ
タ
の
周
り
に
は
、
い
つ
し
か

「
讃
嘆
と
憎
悪
、
嫉
妬
や
口
に
し
得
な
い
願
望
、
意
地
の
悪
い
期
待

の
混
じ
っ
た
あ
の
雰
囲
気
が
形
成
さ
れ
た
が
、
非
凡
な
才
と
非
凡
な

運
命
を
背
負
っ
た
人
物
は
、
大
抵
こ
う
い
う
目
に
会
う
」（
八
・
一
〇

五
）
の
だ
と
概
括
さ
れ
る
。
い
ち
い
ち
尤
な
認
識
で
あ
る
。
こ
の
事

件
に
は
諸
説
が
紛
々
と
流
布
し
た
が
、「
な
に
し
ろ
民
衆
と
い
う
も

の
は
、
余
り
に
高
く
登
り
過
ぎ
た
人
間
の
墜
落
を
話
題
に
す
る
の
が

好
き
な
の
だ
」（
八
・
一
〇
八
）。

フ
ァ
タ
の
屍
体
は
下
流
の
砂
州
に
打
ち
上
げ
ら
れ
直
ぐ
最
寄
り
の

ト
ル
コ
人
墓
地
に
葬
ら
れ
た
が
、
そ
の
夜
は
町
の
閑
人
た
ち
の
好
奇

心
を
満
足
さ
せ
た
。「
こ
の
好
奇
心
た
る
や
、
空
虚
で
何
も
美
し
さ

の
な
い
人
生
、
ご
く
つ
ま
ら
な
い
平
凡
な
人
生
し
か
持
た
ぬ
人
々
に

は
、
特
に
発
達
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」（
八
・
一
一
二
）。

一
八
七
八
年
夏
、
セ
ル
ビ
ア
は
ま
た
戦
乱
に
襲
わ
れ
る
。
町
に
乗
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り
込
ん
で
き
て
、
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
抵
抗
運
動
の
た
め
の
武
装
蜂
起

を
煽
る
人
物
と
町
を
代
表
し
て
反
戦
を
主
張
す
る
住
民
と
の
対
立

で
、
激
し
い
混
乱
が
増
す
一
方
と
な
る
。「
世
間
全
体
が
恐
れ
お
の

の
き
、
仮
借
な
き
大
変
革
が
進
行
中
の
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
病
気

か
欠
陥
を
も
つ
人
間
が
現
れ
て
、
物
事
を
邪
道
へ
導
い
て
ゆ
く
の
が

普
通
な
の
だ
。
不
穏
の
時
代
の
一
特
徴
で
あ
る
」（
九
・
一
一
六
）。

主
戦
論
者
は
、
説
得
で
き
な
い
反
戦
論
者
を
敵
へ
の
如
く
憎
む
の

だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、「
圧
倒
的
な
敵
を
近
く
に
控
え
、
大
敗

北
を
目
前
に
し
た
場
合
に
は
、
運
命
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
ど
ん
な
社

会
に
も
、
こ
の
種
の
同
胞
に
対
す
る
憎
悪
と
内
部
の
争
い
が
生
ま
れ

る
の
が
、
世
の
習
い
な
の
だ
」（
九
・
一
一
八
）。

橋
を
防
護
す
る
若
い
兵
士
の
一
人
が
、
妖
美
な
少
女
に
魅
惑
さ
れ

て
失
態
を
演
ず
る
悲
劇
も
生
ず
る
。
御
尋
ね
者
の
有
名
な
匪
賊
が
老

婆
に
変
装
し
て
橋
を
通
過
し
て
逃
亡
す
る
の
を
、
こ
の
少
女
が
巧
妙

に
援
け
る
の
だ
が
、
件
の
青
年
兵
士
は
そ
れ
を
見
逃
し
て
し
ま
い
、

そ
の
罪
を
償
う
の
に
自
殺
し
て
し
ま
う
。
第
十
二
章
で
詳
述
さ
れ
る

挿
話
で
あ
る
が
、「
乱
世
が
何
者
か
の
不
幸
な
し
に
過
ぎ
る
こ
と
は

な
い
」（
一
三
・
一
五
七
）
の
だ
。

徴
用
さ
れ
て
ゆ
く
新
兵
た
ち
に
一
族
の
者
が
い
な
く
て
も
、
彼
ら

を
見
送
る
住
民
の
女
性
た
ち
は
涙
を
流
す
。
そ
れ
へ
の
一
言
は
、

「
女
と
は
何
と
か
理
由
を
作
っ
て
泣
く
こ
と
が
出
来
る
も
の
だ
。
そ

し
て
他
人
の
悲
し
み
を
思
っ
て
泣
く
時
が
、
一
番
甘
美
な
も
の
な
の

だ
」（
一
三
・
一
七
一
）。
女
性
の
読
者
よ
目
を
剝
く
な
か
れ
、
密
か

に
北
叟
笑
む
男
性
共
に
対
し
て
も
。

新
し
い
時
代
に
な
っ
て
生
ず
る
変
化
も
、
住
民
は
次
第
に
受
け
入

れ
て
ゆ
く
。
そ
の
有
様
を
詳
述
し
な
が
ら
、「
民
衆
と
い
う
も
の
は

そ
う
い
う
変
化
な
し
で
は
生
き
て
い
ら
れ
な
い
ら
し
い
、
特
に
こ
の

国
で
は
」（
一
四
・
一
七
四
）。

町
に
新
た
に
出
来
た
「
橋
ホ
テ
ル
」
を
、
人
々
が
、
そ
れ
を
切
り

盛
り
す
る
女
主
人
の
名
で
「
ロ
ッ
テ
ィ
カ
ホ
テ
ル
」
と
通
称
す
る
の

に
は
、「
民
衆
と
い
う
も
の
は
自
己
流
の
論
理
に
従
い
、
そ
れ
が
自

分
に
対
し
て
も
つ
実
際
の
意
味
に
従
っ
て
何
に
で
も
名
を
つ
け
て
し

ま
う
も
の
」（
一
四
・
一
七
七
）
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
ホ
テ
ル

の
名
に
限
ら
ず
、
民
衆
の
本
質
を
広
く
暗
示
・
象
徴
し
た
言
だ
ろ

う
。
こ
の
作
品
、
民
衆
へ
の
鋭
い
目
が
的
確
に
光
り
続
け
る
。

酒
場
で
人
気
者
の
芸
人
や
道
化
者
が
微
細
に
描
写
さ
れ
る
際
に

は
、「
彼
ら
は
芸
術
を
知
ら
な
い
国
の
芸
術
家
の
よ
う
な
も
の
だ
、

狭
い
歪
ん
だ
精
神
生
活
を
も
つ
市
民
た
ち
の
、
自
認
は
し
て
い
な
い

が
永
遠
の
必
要
物
な
の
だ
」（
一
五
・
一
八
九
）
と
、
こ
こ
で
も
〈
人

間
〉
へ
の
洞
察
は
鋭
い
。
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無
政
府
主
義
者
に
つ
い
て
解
説
す
る
町
の
回
教
徒
の
高
校
長
の
雄

弁
に
紛
れ
込
ま
せ
て
の
人
生
論
が
あ
る
。「
こ
の
世
に
憎
悪
の
な
い

親
切
、
嫉
妬
の
な
い
偉
大
さ
な
ど
は
あ
り
得
な
い
、
ど
れ
程
小
さ
く

て
も
影
の
な
い
も
の
は
な
い
の
と
同
じ
理
屈
だ
、
こ
れ
は
と
り
分

け
、
衆
に
優
れ
て
偉
大
、
敬
虔
、
か
つ
著
名
な
人
々
に
つ
い
て
言
え

る
の
だ
」（
一
六
・
二
〇
三
）。

皇
后
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
が
、
イ
タ
リ
ア
人
の
無
政
府
主
義
者
ル
ッ

ケ
ー
ニ
に
暗
殺
さ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
た
の
で
、
町
の
唯
一
の
イ
タ
リ

ア
人
住
民
ペ
ロ
親
方
は
、
肩
身
の
狭
い
思
い
に
苦
し
む
が
、
こ
の
親

方
を
町
の
子
供
た
ち
は
「
ル
ッ
ケ
ー
ニ
」
と
呼
び
立
て
て
は
苛
め
る

の
だ
、
わ
け
も
分
ら
ず
に
。
そ
れ
も
た
だ
、「
弱
く
て
傷
つ
き
易
い

者
を
か
ら
か
い
、
苛
め
て
や
ろ
う
と
い
う
子
供
特
有
の
要
求
か
ら
」

（
一
六
・
二
〇
三
）。
し
か
も
そ
れ
も
、
そ
の
う
ち
や
め
た
の
だ
っ
た
、

他
の
遊
び
を
見
つ
け
出
し
た
た
め
に
、
と
。
子
供
へ
の
、
そ
し
て
、

世
の
大
人
の
苛
め
屋
ど
も
へ
の
、
普
遍
の
真
理
を
衝
い
て
い
る
。
苛

め
と
は
要
す
る
に
、
幼
稚
な
脳
足
り
ん
の
所
業
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
。

一
九
〇
八
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア

と
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
を
併
合
す
る
布
告
が
出
る
。
と
、「
政
府
と

い
う
や
つ
が
告
示
で
市
民
た
ち
に
平
和
と
福
祉
を
約
束
す
る
必
要
を

認
め
た
時
に
は
、
す
ぐ
に
用
心
し
て
そ
の
反
対
の
こ
と
を
待
ち
か
ま

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
七
・
二
二
〇
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
果
せ

る
か
な
、
直
ぐ
に
軍
隊
が
移
動
し
て
き
て
駐
留
す
る
。
橋
に
も
橋
脚

の
基
部
に
爆
薬
が
仕
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
戦
争
が
始
ま
っ
て

橋
の
爆
破
が
必
要
に
な
っ
た
時
に
備
え
て
（
一
七
・
二
二
一
）。［
こ

の
爆
薬
が
、
一
九
一
四
年
に
は
、
飛
ん
で
き
た
砲
弾
に
よ
っ
て
破
裂

し
て
、
ド
リ
ナ
の
橋
も
破
壊
さ
れ
る
の
だ
（
二
四
・
三
一
二
）］。

爆
薬
を
仕
掛
け
に
来
た
の
は
、
こ
の
町
出
身
で
皇
帝
軍
の
曹
長
に

な
っ
た
男
だ
っ
た
が
、
静
か
に
そ
れ
を
阻
も
う
と
反
論
す
る
町
の
有

力
者
に
、
件
の
曹
長
は
、
両
手
を
広
げ
て
肩
を
す
く
め
る
だ
け
。
唇

を
嚙
み
し
め
て
眼
を
伏
せ
る
の
で
、
彼
の
顔
に
は
狡
猾
で
鄭
重
な
表

情
が
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
は
「
老
い
す
ぎ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
官
僚

機
構
で
―
―
そ
こ
で
は
と
っ
く
に
慎
重
が
無
気
力
に
、
精
励
が
卑
屈

に
変
わ
っ
て
い
る
―
―
長
年
勤
め
上
げ
た
人
間
の
表
情
」
で
あ
り
、

「
こ
う
い
う
顔
の
沈
黙
の
慎
重
さ
に
比
べ
れ
ば
、
一
枚
の
白
紙
も
何

巻
の
書
物
ほ
ど
に
も
語
り
か
け
る
も
の
だ
」（
一
七
・
二
二
三
）
と
は
、

実
に
入
念
な
観
察
に
基
づ
く
辛
辣
な
表
現
で
、
感
じ
入
る
し
か
な

い
。
こ
の
皇
帝
の
兵
士
は
、
し
か
し
直
ぐ
に
「
ウ
ィ
ー
ン
の
人
の
良

さ
と
ト
ル
コ
の
鄭
重
さ
が
二
つ
の
水
流
の
よ
う
に
混
じ
り
合
っ
た
あ

の
自
信
た
っ
ぷ
り
な
微
笑
」（
同
）
を
取
り
戻
し
て
、「
よ
く
選
ん
だ
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言
葉
で
相
手
の
健
康
と
若
さ
を
祝
い
、
や
っ
て
き
た
時
と
同
じ
く
愛

想
た
っ
ぷ
り
に
去
っ
て
い
っ
た
」（
同
）
の
だ
っ
た
。
官
僚
の
典
型

と
は
、
世
界
中
で
、
普
遍
・
不
変
な
の
だ
。
何
と
い
う
見
事
な
剔
抉

で
あ
り
描
写
だ
ろ
う
か
。

一
九
一
二
年
秋
に
は
バ
ル
カ
ン
戦
争
が
始
ま
り
、
翌
一
九
一
三
年

に
は
ト
ル
コ
に
セ
ル
ビ
ア
が
勝
利
す
る
。
町
か
ら
十
五
キ
ロ
米
の
所

に
あ
っ
た
ト
ル
コ
国
境
が
、
突
然
千
キ
ロ
米
も
後
退
す
る
な
ど
の
、

短
時
間
に
お
け
る
凄
ま
じ
い
変
化
が
起
こ
り
、
ド
リ
ナ
の
橋
の
意
義

は
変
わ
る
も
の
の
、
橋
そ
の
も
の
は
、
あ
の
建
築
主
任
が
造
り
上
げ

た
ま
ま
に
、
雄
々
し
く
美
し
く
永
遠
に
、
全
て
の
変
化
に
超
然
と
し

て
立
ち
続
け
る
の
で
あ
る
（
一
八
・
二
二
九
）。
橋
の
変
ら
ぬ
佇
ま
い

は
、
実
は
こ
こ
だ
け
で
な
く
、
作
中
到
る
所
で
言
及
、
説
明
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、
標
題
が
明
示
す
る
以
上
に
、
橋
そ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
作
品
が
全
体
で
強
調
し
て
い
る
の
だ
。

町
で
進
行
す
る
恋
愛
も
詳
述
・
描
写
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
駐
屯
軍

の
司
令
官
夫
人
と
そ
の
連
隊
付
き
の
若
い
医
官
の
公
然
た
る
そ
れ
だ

が
、
確
か
に
「
恋
人
た
ち
に
と
っ
て
時
間
は
い
つ
も
短
か
す
ぎ
る

し
、
ど
ん
な
道
も
長
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」（
一
九
・
二
四
八
）。

夏
休
み
に
帰
省
中
の
学
生
と
町
の
女
教
師
と
の
恋
愛
の
経
緯
の
詳

述
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
般
論
が
挿
入
さ
れ
る
。「
自
分
か
ら
愛

し
て
い
な
い
者
は
、
他
人
の
愛
の
大
き
さ
も
嫉
妬
の
力
も
、
そ
こ
に

潜
む
危
険
も
感
じ
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
だ
」（
一
九
・
二
五
〇

―

五
一
）。

若
者
た
ち
の
恋
愛
に
纏
わ
る
不
和
と
和
解
の
揷
話
も
事
細
か
に
描

出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
若
者
と
は
恋
の
戯
れ
や
恋
の
思
い
の
な

い
退
屈
な
孤
独
よ
り
、
ど
ん
な
に
苦
々
し
く
希
望
が
な
く
と
も
、
恋

の
争
い
の
ほ
う
を
好
む
も
の
だ
」（
二
一
・
二
七
三
）
な
る
、
青
年
と

恋
愛
へ
の
、
機
微
に
触
れ
た
洞
察
が
現
れ
る
。

ま
た
、「
恋
を
す
る
女
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
惨
め
な
幻
滅
を

覚
え
た
と
し
て
も
、
授
け
ら
れ
な
か
っ
た
子
を
愛
す
る
よ
う
に
、
自

分
の
恋
を
慈
し
む
も
の
だ
」（
二
一
・
二
七
四
）
と
い
う
、
巧
妙
な
譬

喩
を
用
い
た
断
言
も
な
さ
れ
る
。

遂
に
一
九
一
四
年
、
ド
リ
ナ
川
に
架
か
る
橋
の
運
命
が
終
る
年
が

来
る
。
幸
先
よ
く
始
ま
っ
た
夏
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
今
ま
で
の

年
の
損
害
と
不
幸
を
償
っ
て
く
れ
る
筈
だ
っ
た
。
し
か
し
、「
人
間

の
全
て
の
弱
点
の
う
ち
最
も
始
末
が
悪
く

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
［
嘆
か
わ
し
く
］
最
も
悲

劇
的
な
も
の
は
、
疑
い
も
な
く
、
将
来
を
見
通
す
能
力
が
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
人
間
の
幾
多
の
能
力
、
芸
術
、
学
問
にヽ
、
は
っ
ヽ
ヽ

き
り
と
矛
盾
す
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
［
と
は
著
し
く
相
違
す
る
］」（
二
一
・
二
六
六
）。

こ
の
恵
ま
れ
た
夏
の
初
め
に
、「
不
安
と
悲
し
み
の
短
い
影
」（
二
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一
・
二
七
一
）
が
落
ち
か
か
る
。
以
前
の
ト
ル
コ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

今
の
セ
ル
ビ
ア
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
境
の
一
小
村
で
、
腸
チ
フ
ス
が

流
行
す
る
。
ヴ
ィ
シ
ェ
グ
ラ
ー
ド
の
件
の
、
司
令
官
夫
人
の
愛
人

だ
っ
た
軍
医
が
治
療
に
出
向
き
、
彼
の
適
切
な
処
置
で
十
五
人
の
患

者
の
う
ち
二
人
だ
け
の
死
に
留
め
た
が
（
こ
う
い
う
微
細
・
具
体
的
な

詳
述
が
こ
の
作
品
の
底
部
を
し
っ
か
り
支
え
て
い
る
一
例
と
し
て
、
本
稿
は

態
々
こ
こ
で
言
及
し
た
）、
こ
の
軍
医
自
身
が
感
染
し
て
予
期
し
な
い

併
発
症
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
手
初
め
に
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ

ン
ト
大
公
と
大
公
妃
の
、
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
で
の
暗
殺
か
ら
、
第
一
次

世
界
大
戦
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
暗
殺
が
、
セ
ル
ビ
ア
人
青
年
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
か

ら
、
セ
ル
ビ
ア
人
及
び
彼
ら
と
関
係
の
あ
る
者
全
て
へ
の
狩
り
立
て

が
始
ま
り
、
人
々
は
追
う
者
と
追
わ
れ
る
者
に
分
れ
た
。「
人
間
の

内
部
で
眠
り
、
良
風
と
法
律
の
ダ
ム
が
除
か
れ
な
い
限
り
は
顔
を
出

す
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
あ
の
餓
え
た
野
獣
が
、
今
や
鎖
を
は
ず
さ
れ

た
の
だ
。
合
図
は
出
さ
れ
、
ダ
ム
は
取
り
払
わ
れ
た
。
人
類
の
歴
史

に
は
幾
度
と
な
く
暴
行
、
掠
奪
、
い
や
殺
人
さ
え
も
黙
許
さ
れ
て
き

た
の
だ
。
そ
れ
が
よ
り
高
い
利
害
関
係
の
名
の
も
と
、
決
っ
た
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
、
特
定
の
名
と
特
定
の
確
保
を
も
っ
た
限
ら
れ

た
数
の
人
間
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
条
件
で
」（
二
二
・
二
八

二
―

八
三
）。

セ
ル
ビ
ア
に
宣
戦
布
告
さ
れ
た
翌
日
に
は
、
早
速
自
警
団
の
一
隊

が
町
を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
始
め
る
が
、
町
で
も
屈
指
の
家
系
と
信
望
を

誇
る
ア
リ
ホ
ジ
ャ
・
ム
テ
ヴ
ェ
リ
チ
の
店
に
は
、
ヴ
ィ
シ
ェ
グ
ラ
ー

ド
の
主
だ
っ
た
回
教
徒
が
数
人
集
ま
っ
て
、
当
局
か
ら
要
求
さ
れ
た

自
警
団
に
自
分
た
ち
も
加
わ
る
か
否
か
を
議
論
す
る
。
そ
の
時
の
彼

ら
の
顔
に
浮
ん
で
い
る
「
不
安
で
青
ざ
め
、
あ
の
重
く
痙
攣
す
る
表

情
」
は
「
思
い
も
か
け
な
い
事
件
と
大
変
動
を
目
前
に
し
て
何
か
相

当
な
物
を
失
う
羽
目
に
立
た
さ
れ
て
い
る
人
間
が
い
つ
も
見
せ
る
表

情
だ
」（
二
二
・
二
八
四
）
と
描
述
さ
れ
る
の
だ
。
人
間
を
鋭
く
詳
細

に
観
察
し
続
け
て
き
た
作
者
に
し
て
初
め
て
可
能
な
、
心
の
裡
が
表

れ
る
顔
の
表
情
へ
の
把
握
で
あ
る
。

ヴ
ィ
シ
ェ
グ
ラ
ー
ド
の
町
も
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
砲
撃
に
晒
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
立
派
な
広
い
邸
宅
に
住
む
ミ
ハ
イ
ロ
・
リ
ス
テ
ィ

チ
は
、
避
難
し
て
く
る
客
人
た
ち
を
心
よ
く
迎
え
入
れ
て
、
昔
話
を

し
な
が
ら
飲
み
物
で
慰
め
続
け
る
。

こ
う
し
て
「
彼
ら
は
昔
な
が
ら
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
［
昔
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
］

本
能
に
導
か
れ
て
、
人
生
を
そ
の
時
々
の
印
象
と
直
接
の
必
要
へ
と

分
解
し
、
す
っ
か
り
そ
の
中
に
没
入
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
う
し
て

の
み
、
つ
ま
り
、
前
も
後
も
見
な
い
で
各
瞬
間
を
一
つ
一
つ
生
き
延
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び
る
こ
と
だ
け
が
、
こ
の
人
生
を
耐
え
や
す
く
し
て
く
れ
、
人
間
も

来
た
る
べ
き
良
い
時
代
を
あ
て
に
し
て
身
を
持
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
だ
か
ら
」（
二
三
・
二
九
八
―

九
九
）
と
続
け
ら
れ
る
こ
の
一
節
こ

そ
、
こ
の
作
中
で
延
々
と
詳
述
・
描
出
さ
れ
て
き
た
三
世
紀
半
に
及

ぶ
人
々
の
、
人
生
の
信
条
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

住
民
の
大
部
分
が
、
両
軍
の
砲
火
に
挟
ま
れ
た
町
を
と
っ
く
に

去
っ
た
後
も
、
ド
リ
ナ
の
橋
は
戦
火
を
交
え
る
二
つ
の
世
界
の
間
に

凜
然
と
立
っ
て
い
た
が
、
遂
に
砲
擊
を
受
け
て
一
部
が
大
破
す
る
。

カ
ピ
ア
の
す
ぐ
背
後
で
、
橋
は
切
断
さ
れ
て
い
た
。
七
番
目
の
橋

脚
が
消
え
て
い
た
。
六
番
目
と
八
番
目
の
橋
脚
の
間
が
ぽ
っ
か
り
開

い
て
い
る
。
八
番
目
の
橋
脚
か
ら
先
は
昨
日
ま
で
同
様
、
対
岸
ま
で

滑
ら
か
に
真
っ
直
ぐ
白
く
続
い
て
い
て
、
緑
色
の
水
面
が
き
ら
め
い

て
い
た
（
二
四
・
三
一
二
）。

自
営
の
店
で
一
休
み
し
て
い
た
ア
リ
ホ
ジ
ャ
は
、
突
然
屋
根
か
ら

突
き
抜
け
落
ち
て
き
た
頭
ほ
ど
の
重
い
石
に
驚
愕
し
て
外
へ
飛
び
出

し
た
が
、
そ
の
時
に
彼
の
眼
に
映
っ
た
橋
の
姿
、
そ
れ
が
こ
れ
で
あ

る
。
彼
の
店
に
落
下
し
た
の
は
、
飛
散
し
た
橋
脚
の
破
片
だ
っ
た
。

茫
然
自
失
の
態
で
、
坂
の
上
の
自
宅
に
戻
っ
て
ゆ
く
途
上
、
ア
リ

ホ
ジ
ャ
が
息
絶
え
て
、
こ
の
全
二
四
章
か
ら
成
る
大
河
小
説
は
幕
を

閉
じ
る
（
二
四
・
三
一
四
）。

要
所
、
要
所
で
、〈
一
般
論
〉
表
現
で
駄
目
を
押
さ
れ
て
も
、
そ

れ
を
押
し
付
け
が
ま
し
い
と
は
少
し
も
感
じ
さ
せ
ず
に
納
得
さ
せ

て
、
作
品
の
深
み
を
、
真
価
を
、
読
者
に
実
感
さ
せ
て
ゆ
く
の
は
、

作
者
の
、〈
人
間
〉
と
そ
の
世
界
へ
の
鋭
い
洞
察
力
に
支
え
ら
れ
た

筆
力
の
、
賜
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
作
中
人
物
の
造
型
の
見
事
さ
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。

注（
1
）　Ivo A

ndrić, The B
ridge on the D

rina.   T
ranslated 

from
  the  Serbo

―C
roat  by Lovett F. E

dw
ards.  W

ith  an 
Introduction  by  W

illiam
  H

.  M
cN

eill.  The  U
niversity  of  C

hicago 
Press. 1977

（Translation Ⓒ
  G

eorge  Allen  and  U
nw

in  Ltd, 1959

）

　
　
　

松
谷
健
二
訳
『
ド
リ
ナ
の
橋
』［
現
代
東
欧
文
学
全
集
12
］

（
恒
文
社
、
昭
和
四
一
年
）

　
　
　

本
稿
は
右
の
、
流
麗
な
英
訳
と
格
調
高
い
達
意
の
邦
訳
に
依
る
。

共
に
原
文
の
セ
ル
ボ
・
ク
ロ
ア
ー
ト
語
か
ら
の
訳
だ
が
、
逐
一
対

照
の
結
果
、
内
容
は
見
事
な
ま
で
に
殆
ど
一
致
し
て
い
る
と
観
た

の
で
、
日
本
語
で
の
本
稿
ゆ
え
、
本
稿
で
の
作
中
の
言
及
・
引
用

は
、
日
本
語
訳
に
敬
意
を
表
し
て
そ
れ
に
極
力
依
拠
し
た
。
但
し
、

語
彙
・
文
字
違
い
等
、
本
稿
筆
者
の
文
体
へ
の
同
化
の
都
合
上
、

松
谷
訳
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
の
は
、
他
意
の
な
い
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故
、
御
海
容
を
乞
う
。
本
稿
文
中
、
引
用
箇
所
の
中
の
［　

］
の

部
分
は
、
英
訳
に
あ
る
部
分
で
、
邦
訳
と
の
若
干
の
違
い
を
敢
え

て
示
し
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　

尚
、
引
用
の
ペ
ー
ジ
表
示
は
英
訳
版
の
も
の
。
例
え
ば
（
一
・
三

〇
）
は
第
一
章
で
、
三
〇
頁
の
意
味
。

（
2
）T

he  D
rina　

上
流
は
タ
ラ
と
ビ
ヴ
ァ
二
つ
の
支
流
か
ら
成
り
、
源

は
共
に
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
山
頂
に
発
し
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ヴ
ィ
ナ
東
部
を
北
流
し
て
サ
ー
ヴ
ァ
川
（T

he  Sava

）［
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
北
西
部
か
ら
東
流
し
て
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
ド
ナ
ウ

川
に
合
流
す
る
九
四
〇
キ
ロ
米
の
大
河
］
に
合
流
す
る
全
長
三
四

六
キ
ロ
米
の
川
。
因
に
日
本
最
長
の
信
濃
川
は
三
六
七
キ
ロ
米
。

（
3
）　
『
ノ
ー
ベ
ル
賞
文
学
全
集
13
、
ラ
ッ
ク
ス
ネ
ス
、
カ
ミ
ュ
、
ア
ン

ド
リ
ッ
チ
』（
主
婦
の
友
社
、
一
九
七
二
年
）
二
四
八
―
五
六
頁
、

及
び
、
前
掲
恒
文
社
版
五
―
二
六
頁
の
入
念
詳
細
な
「
ア
ン
ド
リ
ッ

チ
の
人
と
文
学
」（
木
村
彰
一
・
栗
原
成
郎　

著
）
参
照
。

（
4
）　
「
イ
エ
ニ
」
は
小
ア
ジ
ア
語
で
「
新
」、「
チ
ェ
リ
」
は
「
兵
」。
十

五
世
紀
か
ら
制
度
化
さ
れ
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
特
殊
軍
団
。
東
南

欧
の
被
征
服
地
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
居
住
地
か
ら
五
年
目
ご

と
に
、
十
～
十
五
歳
の
美
し
く
健
康
で
頭
の
良
い
者
を
選
ん
で
強

制
徴
収
し
て
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
で
回
教
徒
と
し
て
訓

練
・
教
育
し
、
成
人
後
、
常
備
軍
に
編
入
し
て
ス
ル
タ
ン
に
仕
え

さ
せ
る
。
奴
隷
で
は
あ
る
が
諸
特
権
を
与
え
ら
れ
、
一
部
は
宮
廷

の
高
級
官
僚
や
政
治
上
の
大
官
に
な
る
者
も
い
た
。
前
記
恒
文
社

版
、
一
一
頁
他
。

（
5
）　

成
瀬
輝
男
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
も
の
が
た
り
』（
東
京
堂
出
版
、
一

九
九
九
年
）
五
二
頁
。
尚
、『
ド
リ
ナ
の
橋
』
で
は
、
邦
訳
で
は

「
長
さ
二
百
五
十
歩
あ
ま
り
、
幅
は
十
歩
ほ
ど
」（
三
〇
頁
）、
英
訳

で
は“

about  tw
o  hundred  and  fifty  paces  long  and  about 

ten  paces  w
ide”

（p.14

）
で
、
ど
ち
ら
も
二
百
五
十
歩
、
十
歩
、

で
あ
る
。
少
し
小
さ
い
歩
幅
で
測
ら
れ
て
い
る
み
た
い
だ
。

（
6
）　

ア
ン
ド
リ
ッ
チ
は
、
一
九
二
四
年
に
グ
ラ
ー
ツ
大
学
か
ら
論
文

「
ト
ル
コ
主
権
の
影
響
下
に
お
け
る
ボ
ス
ニ
ア
の
精
神
生
活
の
展
開
」

“
  T
he  D

evelopm
ent  of  the  Spiritual  Life  of  B

osnia  under 
the  Influence  of  T

urkish  Sovereignty.”

で
博
士
号
を
取
得
し

た
が
学
究
生
活
に
は
入
ら
ず
、
外
交
官
と
な
り
、
大
使
館
員
、
一
等

書
記
官
、
参
事
官
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
首
都
に
在
勤
し
、
最
後

は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
公
使
と
し
て
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
一

年
ま
で
ベ
ル
リ
ン
に
駐
在
し
た
。
前
記
英
訳
書
序
文
、
及
び
恒
文
社

版
「
ア
ン
ド
リ
ッ
チ
の
人
と
文
学
」
参
照
。

［
報
告
］

＊
本
誌
の
第
二
二
九
号
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿

「
山
吹
の
み
の
ヽ
ヽ
一
つ
だ
に
―
―
太
田
道
灌　

雑
感
」
は
、
本
誌
編
集

委
員
会
の
快
諾
に
よ
っ
て
左
記
の
文
献
に
転
載
さ
れ
た
。
本
誌
編
集

委
員
会
に
一
本
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
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『
太
田
道
灌
公
五
百
三
十
回
忌
記
念
誌　

太
田
道
灌
』（
N
P
O
法

人　

太
田
道
灌
顕
彰
会
編　
二
〇
一
六
年
七
月
吉
日
）九
〇
―

一
〇
一
頁
。


