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告
白
的
文
学
に
お
け
る
愛
の
問
題

｜
｜
三
つ
の
近
作
を
め
ぐ
る
試
論
ー
ー
ー

佐

分

純
J

・
ボ
レ
ル
『
熱
愛
』
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自
分
の
生
涯
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
発
見
を
目
ざ
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

自
分
を
語
れ
ば
母
を
語
る
乙
と
に
な
り
、
母
を
語
れ
ば
自
分
自
身
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

私
は
、
書
く
た
め
の
物
語
を
持
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
い
。
自
分
が
物
語
な
の
だ
。

J

・
グ
リ
ー
ン
『
私
の
人
と
な
り
』

v

・
ル
デ
ュ
ッ
ク
『
私
生
児
』

あ
べ
こ
べ
の
人
生
だ
。
普
通
は
、
そ
れ
な
し
に
は
す
ま
さ
れ
ぬ
美
し
い
乳
房
、
母
親
か
ら
先
ず
人
生
が
始
ま
り
、
そ
れ
か
ら
成
長
し
て
一
人
前

(
1
) 

に
な
る
と
、
ほ
か
の
数
々
の
愛
で
最
初
の
愛
が
幾
分
お
ろ
そ
か
に
な
る
も
の
だ
。
私
の
場
合
は
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
て
い
た
。
」

「
あ
あ
！

E
巳

F
E
E
Z
E

が
、
自
ら
断
定
す
る
よ
う
に
、
彼
の
母
子
関
係
は
、
ま
さ
に
世
人
と
は
逆
の
過
程
を
た
ど
っ
た
。
生
後
間
も
な
く

母
に
捨
て
ら
れ
、
幼
少
時
代
は
、
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
し
か
再
会
せ
ず
、
か
な
り
成
長
し
て
す
で
に
情
事
も
経
験
し
た
あ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
母
親
を
一
個
の

ポ
ー
ル
・
レ
オ
ト
l

〈
女
〉
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
乙
ん
な
風
に
こ
っ
そ
り
抱
き
合
っ
て
い
る
の
を
人
が
見
た
ら
、
二
人
の
こ
と
を
ど
う
思
う
だ
ろ
う
ね
え
？
」

母
親
の
方
も
、
息
子
を
わ
が
子
と
し
て
よ
り
も
、
若
い
男
と
し
て
感
じ
る
気
持
が
強
か
っ
た
。
エ
デ
ィ
ッ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
は
、
す
で
に
常
識
化
し



た
見
方
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
潜
在
意
識
を
あ
ば
い
た
上
で
の
乙
と
で
あ
る
。
常
識
的
な
健
全
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
レ
オ
ト
！
の
よ
う
な
ケ
i

ス
は
、
異

常
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
〈
普
通
〉
と
は
違
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
事
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
成
長
過
程
で
あ
り
、

親
子
関
係
だ
っ
た
の
だ
。
敢
て
言
え
ば
、
不
自
然
が
自
然
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
異
常
が
正
常
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
ら
に
異
常
な
道
を
た
ど
っ

ハ2
〉

た
ヴ
ィ
オ
レ
ッ
ト
・
ル
デ
ュ
ッ
ク
ョ
。
宣
言
F
a
z
の
も
、
「
私
の
境
遇
は
、
別
に
変
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
自
伝
小
説
『
私
生
児
』

h
h
H匂
b
E
ミ
向

を
綴
り
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
は
「
死
ぬ
の
が
こ
わ
い
。

乙
の
世
に
い
る
こ
と
を
歎
き
悲
し
ん
で
い
る
」
同
じ
人
間
で
あ
る
。
人
は
、
〈
呪
わ
れ
た
私

生
児
〉
と
い
う
刻
印
を
、
父
な
し
子
に
対
し
て
焼
き
つ
け
る
。
主
人
公
は
、
乙
の
熱
い
焼
印
と
、
そ
の
う
え
、
冷
た
い
母
親
か
ら
負
わ
さ
れ
る
罪
の
意
識
に
さ

い
な
ま
れ
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
生
き
る
道
を
晴
ぎ
求
め
た
。
同
作
品
の
序
文
で
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
作
者
の
体
験
の
意
義
を
み
と
め
、
乙
の
作
品
が
、

(3
) 

「
自
由
に
よ
っ
て
運
命
を
奪
回
す
る
こ
と
こ
そ
人
生
だ
と
い
う
こ
と
を
、
珍
ら
し
い
く
ら
い
明
断
に
示
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
が
正

常
人
の
組
織
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
異
常
な
境
遇
、
性
格
の
人
聞
は
、
ど
う
し
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
自
分
を
さ
ら
け
出
し
て
生
き
続
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
乙
と
に
、
自
己
を
抑
制
し
矯
正
し
て
他
と
協
調
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
幼
時
に
は
、
他
の
健
全
な
子
供
た
ち
と
の
聞
に
違
和
感
や
摩
擦
を
生
じ
て
、
孤
立
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の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
孤
独
な
も
の
だ
と
は
、
誰
し
も
口
に
す
る
言
葉
だ
が
、
果
た
し
て
正
常
円
満
に
成
長
し
た
人
々
は

本
当
に
そ
の
こ
と
を
幼
少
時
か
ら
痛
感
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
誰
し
も
気
づ
き
感
じ
る
程
度
の
、
月
並
み
な
人
間
観
で
は
な

か
ろ
う
か
。

「
私
は
父
を
知
ら
ず
じ
ま
い
に
な
っ
た
。
私
の
生
後
四
カ
月
自
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
し
、
そ
れ
に
私
が
生
ま
れ
て
か
ら
一
週
間
か
半
月
も
す
る
と
、
彼
は
入

ハ4
〉

院
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
」

一
九
六
五
年
度
事
コ
ン
ク
ー
ル
賞
作
品
で
あ
る
『
熱
愛
』
円
弘
、
ミ
ミ
な
お
の
冒
頭
句
で
あ
る
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
親
子
の
愛
情
関
係
と
人
間

(5
>

形
成
の
問
題
を
テ
l

マ
と
し
て
、
徹
底
的
に
追
求
し
た
小
説
は
、
め
っ
た
に
な
い
と
思
う
。
乙
れ
は
、
作
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
ボ
レ
ル
』
尽
き

g

回
0
2
－
が
別
紙
で

打
ち
明
け
て
い
る
よ
う
に
、
典
型
的
な
自
伝
小
説
で
あ
る
。
作
中
、
母
親
を
「
医
者
や
心
理
学
者
の
よ
う
に
」
探
究
す
る
と
あ
る
が
、
単
に
個
人
の
親
子
閣
の

感
情
な
ど
を
描
写
記
述
し
た
も
の
で
は
な
い
。
精
神
分
析
学
の
著
書
以
上
に
、
親
（
母
）
の
愛
育
と
子
（
息
子
）
の
成
長
と
の
関
係
が
精
密
に
分
析
さ
れ
、
人



聞
の
「
愛
」
を
中
心
と
し
て
、
さ
ら
に
広
く
考
え
さ
せ
る
だ
け
の
厚
味
と
深
さ
を
そ
な
え
て
い
る
。
作
者
は
、
英
語
教
師
の
か
た
わ
ら
批
評
家
と
し
て
活
躍
し

て
い
た
が
、
こ
の
際
そ
の
道
に
飽
き
た
ら
ず
、
自
分
の
生
涯
を
掘
り
起
こ
し
、
母
親
と
の
紳
を
ほ
ぐ
し
つ
つ
、一
巻
の
小
説
に
ま
と
め
あ
げ
粁
う
と
思
い
立
つ

た
。
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
自
己
の
本
質
的
な
〈
欠
陥
〉
（
自
自
官
。
）
を
、作
品
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
て
い
こ
う
と
い
う
念
願
も
こ
め
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
い
わ
ゆ
る
想
像
的
意
匠
に
発
す
る
作
品
と
は
、
い
さ
さ
か
肌
合
い
の
違
う
性
質
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
動
機
や
発
想
は
別

と
し
て
、
こ
の
小
説
は
、
父
を
知
ら
ず
母
と
の
親
密
さ
の
み
に
頼
っ
て
成
長
し
た
男
を
主
人
公
に
し
て
お
り
な
が
ら
、
さ
き
の
『
私
生
児
』
と
と
も
に
、
変
則

的
な
人
間
形
成
の
裏
面
か
ら
、
か
え
っ
て
人
間
の
愛
と
孤
独
を
文
学
作
品
と
し
て
豊
か
に
表
現
し
得
て
い
る
と
思
う
。

健
全
な
両
親
の
も
と
に
生
ま
れ
、
豊
か
で
知
的
な
愛
情
に
包
ま
れ
て
成
人
し
た
人
間
と
、
何
等
か
の
形
で
負
い
目
を
担
う
人
問
、
つ
ま
り
親
が
早
逝
す
る
と

か
、
異
常
か
冷
淡
な
性
格
で
あ
る
と
か
、
無
責
任
に
放
置
さ
れ
て
成
長
し
た
と
か
い
う
よ
う
な
境
遇
の
人
間
と
は
、
同
じ
世
界
に
生
き
て
ゆ
く
う
え
で
、
ど
れ

ほ
ど
の
差
を
生
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
ま
し
て
、
変
態
的
な
異
常
な
成
長
過
程
を
生
き
る
人
間
の
場
合
は
、
ま
す
ま
す
複
雑
で
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そ
れ
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
文
学
の
う
え
で
公
式
的
に
述
べ
る
こ
と
は
不
当
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
つ
だ
け
雪
弓
え
る
事
実
は
、
不

完
全
な
人
間
（
H

大
人
）
に
育
て
ら
れ
た
人
間
（
H

子
供
）
は
、
完
全
に
円
満
健
康
な
身
心
を
獲
得
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
。
円
満
な
条
件
に
恵

ま
れ
た
人
間
は
、
自
己
の
う
ち
に
ひ
そ
む
〈
欠
陥
〉
を
余
り
意
識
せ
ず
に
す
む
が
、
正
常
な
条
件
を
欠
い
た
人
間
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
身
心
の
内
奥
に
、
あ

ハ6
〉

る
種
の
大
き
な
〈
欠
如
〉
を
ひ
そ
め
、
最
も
鋭
敏
に
そ
れ
に
苦
し
む
と
い
う
こ
と
。
こ
と
に
後
者
は
、
幼
い
頃
か
ら
「
何
か
分
ら
ぬ
不
足
し
た
も
の
」
に
人
知

れ
ず
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
も
ち
ろ
ん
先
天
性
に
よ
っ
て
能
力
に
限
界
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
個
人
差
に
も
ま
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
条

件
の
差
も
、
大
き
く
個
人
の
運
命
を
支
配
し
、
そ
れ
が
も
と
で
生
涯
の
間
に
は
様
々
な
現
象
が
起
こ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
種
の
文
学
作
品
は
、
そ
う

い
う
人
聞
の
内
的
苦
斗
や
対
外
的
な
不
調
和
・
疎
外
感
と
い
う
も
の
を
如
実
に
あ
と
づ
け
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
J
・
J
・
ル
ソ
！
の
生
涯
で
さ
え
、
偉
大

な
神
経
症
的
人
間
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
も
見
当
り
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
何
も
知
ら
な
い
幼
児
は
、
人
間
の
誰
も
が
必
要
物
と
し
て
要
求
し
摂
取
す
る
物
的
心
的
な
糧
を
、
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
諸
機
能
に
よ
っ
て
求
め



吸
収
し
て
ゆ
く
。
た
と
え
正
常
な
条
件
に
恵
ま
れ
た
子
で
も
、
長
い
成
長
の
途
上
で
は
、
幾
多
の
障
害
や
不
満
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
父
母
の
庇

護
を
失
っ
た
り
、
逆
に
親
の
悪
い
遺
伝
や
影
響
を
蒙
っ
た
り
す
る
幼
児
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
負
担
を
負
わ
さ
れ
、
無
意
識
に
苦
闘
と
不
安
を
抱
き
な
が
ら
、

何
等
か
の
代
償
を
欲
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
身
近
か
な
大
人
に
す
が
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
戯
れ
の
対
象
と
な
る
物
質
の
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

全
く
異
常
な
行
為
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
乙
と
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
代
償
行
為
と
そ
の
対
象
に
つ
い
て
も
、
文
学
作
品
、
と
と
に
自
伝
的
な
小
説
で
は
極
め

て
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
前
記
の
二
作
で
は
、
同
じ
よ
う
に
祖
母
が
、
主
人
公
の
淋
し
き
ゃ
不
満
を
緩
和
す
る
存
在
と
し
て
登
場
す

る
。

一
般
の
場
合
、
祖
母
は
む
し
ろ
自
分
の
淋
し
さ
を
紛
ら
す
対
象
と
し
て
孫
を
溺
愛
す
る
傾
向
が
著
し
い
が
、
と
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
孫
の
姿
勢
の
方
が

積
極
的
で
あ
り
必
死
で
あ
る
。
再
婚
し
た
母
親
の
裏
切
行
為
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
少
女
に
と
っ
て
、
祖
母
は
「
乙
の
上
も
な
い
ひ
と
」
で
あ
り
、
「
百
段
も
高

い
と
と
ろ
に
い
る
女
王
か
聖
女
の
よ
う
に
、
唯
一
無
比
の
存
在
」
で
あ
っ
た
。
（
『
私
生
児
』
）
ま
た
、
母
親
と
の
聞
に
何
の
ひ
び
も
入
ら
ぬ
男
児
で
は
あ
っ
て

も
、
父
親
を
知
ら
ず
、
母
親
と
も
し
ば
し
ば
離
れ
て
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
、
祖
母
は
同
じ
く
愛
情
の
不
満
を
ぶ
つ
け
る
絶
好
の
対
象
と
な

ル
の
引
出
し
を
聞
け
、
包
丁
を
つ
か
み
と
っ
て
彼
女
の
顔
に
投
げ
つ
け
」
た
り
す
る
。
（
『
熱
愛
』
）
両
者
の
態
度
は
異
な
る
が
、

い
ず
れ
も
片
親
だ
け
し
か
持
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る
。
男
の
子
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
短
気
で
発
作
的
に
激
怒
し
粗
暴
に
な
る
。
彼
は
、
祖
母
を
「
お
び
や
か
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
」
、
「
台
所
の
テ

l
プ

た
ぬ
子
供
の
、
欠
け
た
愛
情
を
求
め
る
欲
求
、
言
い
か
え
れ
ば
所
有
へ
の
渇
望
（p
g

庶
自
2

日
常

e
M
M
8
8
8芯
ロ
｜
』
に
み
号
ミ
さ
と
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ

な
い
。
実
の
親
以
外
に
同
質
の
愛
を
求
め
て
も
、
所
詮
は
孤
空
を
掴
む
よ
う
に
、子
供
の
魂
は
と
ま
ど
い
立
ち
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
私
生
児
』
の

主
人
公
は
、
実
母
が
自
分
の
孤
独
感
と
男
へ
の
憎
悪
を
子
供
に
ぶ
つ
け
る
よ
う
な
、愚
か
で
非
情
な
人
間
で
あ
る
た
め
に
、
最
も
悲
惨
な
条
件
に
陥
り
、
『
熱

愛
』
の
主
人
公
は
、

母
親
と
離
れ
て
暮
ら
す
折
な
ど
、
自
分
の
底
に
、
一
一
一
一
口
い
知
れ
ぬ

「
殺
意
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
な
感
じ
」
を
禁
じ
得
な
い
の
だ
。
（
な

ぉ
、
代
償
的
な
存
在
と
し
て
叔
母
、
姉
、
女
中
な
ど
の
場
合
も
あ
る
。
ホl
ソ
l

ン
、
J

・
グ
リ
ー
ン
、
ボ
ー
ド
レ

l

ル
な
ど
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
）

乙
う
し
た
孤
独
の
条
件
を
強
い
ら
れ
る
幼
児
の
性
向
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
に
も
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
彼
女
は
孤
独
な
幼
時
を
す
ご
し
た
。
情
愛
の
し
る
し
が
こ
と
ご
と
く
拒
ま
れ
、
彼
女
は
無
口
に
な
り
、
自
分
に
と
じ
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
よ

(
7
) 

く
部
屋
の
片
隅
に
う
ず
く
ま
り
、
何
で
も
手
も
と
に
見
つ
か
る
も
の
、
家
具
の
足
や
カ
ー
テ
ン
の
総
飾
り
で
、
何
も
言
わ
ず
に
戯
れ
る
の
だ
っ
た
。
」



ジ
ュ
リ
ヤ
ン
・
グ
リ
ー
ン

E
E

の
5
0
2

の
「
モ
ン
H

シ
ネ
l

ル
』
き
ミ
－S
S

に
お
け
る
主
人
公
エ
ミ
リ
！
の
幼
時
に
ふ
れ
た
文
面
で
あ
る
が
、
乙

の
少
女
も
、
偏
狭
な
未
亡
人
た
る
母
親
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
、
祖
母
の
膝
下
に
甘
え
、
日
頃
は
寡
黙
な
口
を
ほ
ぐ
し
心
を
聞
い
て
長
い
こ
と
語
り
合
う

の
で
あ
る
。
少
女
に
と
っ
て
う
れ
し
い
の
は
、
祖
母
が
「
大
人
に
話
し
か
け
る
よ
う
に
」
扱
っ
て
く
れ
、
自
分
が
「
無
知
な
女
の
子
」
と
は
感
じ
さ
せ
な
い
乙

と
だ
っ
た
。
孤
独
に
と
ざ
さ
れ
た
子
供
は
、
自
分
を
語
り
解
放
し
、
何
よ
り
も
自
由
を
求
め
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
自
由
〉
も
〈
自
己
表
明
〉
も
、

親
の
大
き
な
愛
の
裏
付
け
な
し
に
は
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
自
立
性
や
自
己
統
一
の
能
力
が
で
き
て
い
な
い
子
供
で
は
、
ど
ん
な
に
求
め
て
も
、
か
け
が
え
の
な
い
親
の
欠
如
を
満
た
す
存
在
は
、
こ
の

世
に
求
む
べ
く
も
な
い
。
健
全
な
境
遇
に
あ
る
子
供
は
、
一
時
的
な
欠
之
や
不
満
が
、
次
の
機
会
に
は
別
の
形
で
で
も
埋
め
あ
わ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
ば
し
の
不
安
や
混
迷
は
、
す
ぐ
に
解
消
さ
れ
る
と
い
う
安
心
感
が
あ

る
。
そ
う
い
う
精
神
の
安
定
感
は
、
人
間
の
成
長
を
着
実
に
し
、
し
か
も
順
調
な
時
間
の
う
ち
に
進
め
て
ゆ
く
。
と
と
ろ
が
、
不
運
な
境
遇
の
人
間
は
、
幼
時

の
欠
陥
を
い
つ
ま
で
も
満
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
不
安
の
う
ち
に
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
親
が
欲
し
い
、
優
し
い
善
良
な
親
が
欲
し
い
に
も
か

乙
に
は
、

深
淵
の
上
に
臨
む
よ
う
な
、
恐
ろ
し
い
〈
不
安
〉
（S
m
o
g
o）
は
な
い
。
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か
わ
ら
ず
、
そ
の
本
能
的
な
深
い
欲
求
は
、
永
久
に
満
た
さ
れ
な
い
。
そ
の
点
だ
け
は
、
た
と
え
無
意
識
に
も
せ
よ
、
ま
さ
に
絶
望
の
状
態
を
早
く
か
ら
強
い

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
子
供
が
絶
望
に
堪
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
人
聞
に
平
等
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
条
件
、
動
物
に
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
る
最
低
の

条
件
、
そ
れ
を
欠
い
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子
供
は
、
そ
の
絶
望
に
堪
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
ど
う
し
て
私
が
、
父
の
死
を
一
つ
の
不
足
と
か
置
き
ざ
り
と
し
て
感
じ
と
る
気
に
な
れ
た
だ
ろ
う
か
。
私
は
彼
の
不
在
を
、
要
す
る
に
、
ほ
と
ん
ど
気
に

と
め
な
か
っ
た
の
だ
。
」
「
父
は
、
彼
（
祖
父
母
の
友
達
）
の
よ
う
に
護
衛
艦
の
船
長
だ
と
か
、
最
近
進
水
し
た
小
型
駆
遂
艦
を
指
揮
し
て
い
る
の
だ
と
か
と
私

(8
) 

は
言
っ
た
。
」

「
あ
ん
た
の
お
母
さ
ん
は
ど
こ
に
い
る
の
？

｜
｜
パ
リ
で
働
い
て
い
る
の
。
今
に
手
紙
を
く
れ
る
わ
よ
。



ー

l
E

お
父
さ
ん
は
？

ー
ー
ー
お
母
さ
ん
は
パ
リ
で
働
い
て
る
と
言
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
の
。

（
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

(9
>

｜
｜
あ
ん
た
は
あ
た
し
の
一
一
一
一
口
う
乙
と
を
聞
い
ち
ゃ
い
な
い
ん
だ
わ
。
お
母
さ
ん
が
、
あ
た
し
の
お
父
さ
ん
な
の
よ
。
」

二
つ
の
違
っ
た
立
場
か
ら
書
か
れ
た
作
品
で
は
あ
る
が
、
子
供
の
魂
の
底
を
え
ぐ
れ
ば
、
出
て
く
る
答
は
期
せ
ず
し
て
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た

子
供
は
、
生
涯
、
親
の
死
を
諦
め
き
れ
な
い
。
い
や
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
そ
れ
が
「
認
め
ら
れ
ず
」
逆
に
想
像
の
彼
方
で
、
ま
た
夢
の
う
ち
で
理
想
的
な
親

の
生
を
肯
定
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
乙
そ
な
い
も
の
ね
だ
り
の
幼
い
心
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
成
人
し
た
暁
も
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
心
の
ど
こ
か
に
そ
の
不
満
、
不
安
、
傷
が
つ

き
ま
と
う
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
社
会
に
出
れ
ば
、
ど
ん
な
境
遇
を
経
た
人
間
で
も
、
同
じ
条
件
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
肉
体
の
欠
陥
を
も
っ
者
は
、

病
人
と
し
て
多
少
の
い
た
わ
り
を
示
さ
れ
る
が
、
精
神
の
傷
は
、
全
く
外
見
上
分
ら
ぬ
も
の
だ
け
に
、
異
常
者
に
な
ら
な
い
限
り
、
人
に
知
ら
れ
ず
、
場
合
に

よ
っ
て
は
劣
等
者
と
か
変
り
者
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
。
従
っ
て
当
人
は
、
ひ
そ
か
に
何
等
か
の
負
い
目
（
H

劣
等
感
）
を
担
い
、
自
己
の
欠
陥
や
弱
点
を
悟
ら

れ
ま
い
と
、
そ
れ
と
斗
い
な
が
ら
生
き
て
い
く
運
命
に
あ
る
。
そ
う
い
う
人
聞
が
、
生
理
的
に
強
壮
な
体
躯
や
美
し
い
容
姿
に
恵
ま
れ
た
場
合
は
ま
だ
し
も
、
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肉
体
上
の
欠
陥
を
も
っ
と
き
に
は
、
劣
等
感
が
特
に
強
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
（
ボ
レ
ル
と
ル
デ
ユ
ツ
矢
が
と
も
に
不
恰
好
な
鼻
の
持
主
で
、
そ
の
劣
等
感
が
初

め
に
提
示
さ
れ
、
主
人
公
の
複
雑
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
象
徴
と
う
け
と
れ
る
が
、
こ
と
に
後
者
の
醜
女
意
識
は
抜
き
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
グ
リ
ー
ン

は
、
か
な
り
美
し
い
容
貌
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美
男
に
対
し
て
常
に
「
気
お
く
れ
」
を
感
じ
た
と
い
う
。
）こう
い
っ
た
人
間
の
行
為
は
、

ア
ド
ラ
l

流
に
言

え
ば
、
劣
等
感
か
ら
の
回
復
脱
却
の
意
志
に
発
す
る
も
の
と
も
と
れ
る
が
、
と
に
か
く
愛
育
の
欠
如
と
、
そ
こ
か
ら
く
る
幼
児
の
神
経
質
が
、
肉
体
の
健
康
な

成
長
を
阻
む
乙
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
者
は
、
劣
等
感
に
よ
っ
て
自
己
を
自
然
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
自
分
を
隠
し
て
安
心
感
を
保
と
う

と
す
る
。
あ
る
者
は
、
逆
に
自
分
を
誇
大
に
表
現
し
て
他
の
上
に
立
ち
、
他
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
感
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
E

・
フ
ロ
ム
開
江
島

司
g
B
B

は
、

歴
史
的
見
地
か
ら
、
人
間
を
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
的
タ
イ
プ
と
サ
デ
ィ
ス
ト
的
タ
イ
プ
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
す
る
類
の



人
聞
に
お
い
て
、
そ
の
特
徴
が
最
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
乙
の
種
の
人
間
は
、
言
い
か
え
れ
ば
神
経
質
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
旦
神
経
症
に
陥
っ

た
者
に
と
っ
て
は
、
精
神
の
病
が
劣
等
感
の
極
端
な
防
衛
手
段
と
な
る
の
だ
。
乙
乙
に
援
用
し
た
よ
う
な
文
学
作
品
で
は
、
乙
と
に
主
人
公
の
心
的
傾
向
と
し

ル
デ
ュ
ッ
ク
の
錯
乱
す
る
心
象
風
景
、
グ
リ
ー
ン
の
作
中
人
物
の

て
そ
う
い
う
異
常
心
理
の
面
も
鮮
明
適
確
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
（
ボ
レ
ル
の
精
神
分
析
、

暴
力
や
狂
気
な
ど
）

と
と
ろ
で
、
と
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
そ
う
い
う
人
間
の
う
ち
に
ひ
そ
む
も
の
は
、
幼
い
と
き
か
ら
抱
い
て
い
る
、
愛
の
強
い
欲
求

（8

色
。
丘
町

［
包
自
己
2
8
5

』
g

自
己
］
向
日
・
2
8

巳
B

砂
町
弘
、
ミ
お
さ
と
、
孤
独
感
を
い
や
そ
う
と
す
る
激
し
い
衝
動
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
健
全
な
人
間
の
愛

は
、
要
求
す
る
よ
り
先
に
与
え
、
少
な
く
と
も
与
え
よ
う
と
す
る
力
を
そ
な
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
愛
は
受
動
的
な
感
情
で
は
な
く
、
活
動
的
で
あ
る
。
愛

ハ
叩
）

の
活
動
的
性
格
は
、
愛
と
は
も
と
も
と
、
与
え
る
乙
と
で
あ
り
、
受
け
と
る
と
と
で
は
な
い
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
き
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
フ
ロ
ム
も

言
っ
て
い
る
が
、
そ
乙
に
は
自
然
に
湧
出
す
る
豊
か
さ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
愛
の
理
想
的
な
姿
で
あ
る
だ
け
に
、
精
神
が
成
熟
し
愛
情
が
豊
か
に
実

る
た
め
に
は
、
子
供
が
母
親
中
心
の
愛
着
か
ら
父
親
中
心
の
愛
着
へ
す
す
ん
だ
う
え
で
、
両
者
の
綜
合
さ
れ
た
も
の
を
体
得
す
る
こ
と
が
、
そ
の
基
礎
的
な
条

件
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
過
程
を
経
な
い
、
心
の
貧
し
い
人
間
の
場
合
、
愛
は
本
源
的
に
「
愛
さ
れ
た
い
」
と
い
う
受
動
性
が
強
す
ぎ
、
愛
を
与
え
よ- 50 -

う
と
す
る
場
合
、
常
に
意
識
的
な
努
力
と
緊
張
、
つ
ま
り
意
志
と
理
性
と
使
命
感
の
よ
う
な
も
の
が
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
裏
に
は
、
や
は

り
与
え
る
愛
に
対
す
る
報
酬
を
本
能
的
に
求
め
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
普
通
の
子
供
は
親
に
与
え
る
必
要
な
く
愛
に
浴
し
、
た
だ
甘
え
て
親
に
依
存
す
る

だ
け
で
自
然
に
成
長
し
て
い
け
る
。
し
か
し
、
愛
情
を
求
め
た
り
甘
え
た
り
す
る
対
象
を
失
っ
た
子
供
は
、
永
久
に
小
児
的
な
要
素
か
ら
脱
し
き
れ
ず
、
「
永

遠
の
子
供
」
（
ボ
レ
ル
）
、
「
手
の
か
か
る
子
供
」
（
ル
デ
ュ
ッ
ク
）
と
し
て
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
人
の
情
愛
や
恵
与
の
裏
に
感
謝
や
報
思
の
欲
求

を
察
知
し
て
懐
疑
的
と
な
り
、
精
疑
心
を
禁
じ
得
な
い
場
合
が
多
い
。
ま
と
も
に
成
人
し
た
人
間
で
も
、
死
に
至
る
ま
で
幼
稚
な
要
素
を
拭
い
去
っ
て
完
全
な

大
人
に
な
っ
た
と
言
い
き
れ
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
正
常
者
は
そ
れ
を
自
制
し
超
克
す
る
大
人
と
し
て
の
能
力
を
強
く
そ
な
え
て
い
る
。
い
わ

ば
自
己
に
対
す
る
厳
し
い
力
を
体
得
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
彼
等
は
、
自
然
な
安
定
し
た
成
長
過
程
を
へ
て
、
両
親
か
ら
の
分
離
、
独
立
を
実
現
し
た
結
果
、

成
人
に
必
要
な
、
父
母
と
し
て
の
人
格
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
い
う
人
間
な
ら
ば
、
い
た
ず
ら
に
過
去
の
残
停
に
と
ら
わ
れ
て
、
幼
時
の
楽
園
を



追
慕
す
る
乙
と
は
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
等
か
の
形
で
自
然
な
成
長
を
は
ば
ま
れ
た
も
の
は
、
肉
体
的
に
は
成
人
し
て
も
、
常
に
過
去
の
残
影
に
お
お
わ

れ
て
い
る
。
普
通
の
場
合
は
、
親
と
の
分
離
が
自
主
的
に
順
調
に
行
わ
れ
る
が
、
親
を
失
っ
た
子
供
は
、
そ
の
死
期
の
瞬
間
、
他
動
的
に
分
離
を
強
い
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
前
者
は
、
幼
時
の
楽
園
か
ら
危
険
な
外
の
世
界
へ
出
る
す
べ
を
す
で
に
教
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
者
は
、
ま
だ
そ
れ
を
知
ら
ぬ
う
ち
突
然
外

へ
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
〈
楽
園
〉
に
対
す
る
両
者
の
認
識
が
全
く
乙
と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
過
去
の
楽
し
い
思

い
出
と
な
り
き
る
。
彼
に
は
、
現
在
を
ふ
ま
え
て
未
来
に
生
き
る
姿
勢
が
で
き
て
い
る
か
ら
だ
。
乙
れ
に
反
し
て
、
後
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
過
去
と
し
て

客
観
視
で
き
ず
、
現
在
の
中
に
過
去
が
、
過
去
の
中
に
現
在
が
逆
流
し
、
人
間
の
進
む
べ
き
順
路
が
乱
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
乙
乙
に
と
り
あ
げ
た

よ
う
な
性
質
の
文
学
に
は
、
そ
の
意
味
で
過
去
が
一
つ
の
現
実
と
し
て
時
間
的
な
倒
錯
を
き
た
し
、
往
々
に
し
て
、
そ
れ
が
創
作
の
う
え
に
も
あ
ら
わ
れ
て
く

る
も
の
で
あ
る
。
作
家
は
そ
と
に
驚
き
を
感
じ
、
数
々
の
新
し
い
発
見
を
す
る
。
「
言
葉
は
ひ
と
り
で
に
あ
ふ
れ
で
き
て
、
興
に
の
っ
た
作
者
を
、
幼
時
の
楽

（
日
）

園
、
全
く
地
上
的
な
楽
園
、
影
の
部
分
を
宿
し
て
は
い
る
が
、
と
に
か
く
一
つ
の
楽
園
の
か
た
へ
と
い
ざ
な
っ
て
い
っ
た
。
」
語
る
の
は
子
供
で
あ
り
、
書
く

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
成
人
し
て
か
ら
も
幼
稚
な
自
然
な
形
で
愛
情
を
求
め
ら
れ
る
相
手
は
、
や
は
り
母
親
だ
け
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
、
〈
久
を
失
っ
た
一
人
息
- 51 -

の
が
大
人
で
あ
る
、
と
グ
リ
ー
ン
は
言
っ
て
い
る
。

子
の
場
合
、
そ
の
種
の
愛
情
が
顕
著
に
示
さ
れ
、
し
か
も
異
性
聞
の
愛
情
が
か
ら
ん
で
く
る
。
ボ
レ
ル
が
処
女
作
で
表
現
し
た
愛
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ

る
。
と
の
小
説
に
お
け
る
主
人
公
た
ち
（
語
り
手
の
「
私
」
と
そ
の
母
親
）
の
愛
情
の
粋
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ザ
l

・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
二
人
は
結
局

お
互
の
愛
を
反
省
し
つ
つ
、
「
私
の
生
涯
で
一
番
偉
大
な
恋
人
は
、
お
前
（
あ
な
た
）
だ
」
（
目
。

m
g
E
ω
B
O
R
e
目
白

1
0
・
の
が
片
言
「
）
と
言
い
合
う
の
で

あ
る
。
そ
う
い
う
〈
熱
愛
〉
が
、
息
子
の
結
婚
生
活
を
は
ば
み
、
母
親
が
い
か
に
努
力
し
て
別
居
の
孤
独
に
堪
え
よ
う
と
し
て
も
、
最
後
に
は
、
恋
愛
か
ら
出

発
し
た
息
子
夫
婦
の
関
係
に
ひ
び
を
入
ら
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
母
親
は
次
第
に
陰
気
な
心
情
に
と
ざ
さ
れ
、
神
経
症
と
な
っ
て
自
殺
を
ば
か
り
、

し
ま
い
に
は
精
神
病
院
へ
入
っ
て
廃
人
と
な
り
果
て
る
の
で
あ
る
。
『
私
生
児
』
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
常
識
的
な
世
界
に
住
む
作
中
人
物
た
ち
で
は
あ
る
が
、

作
者
の
じ
っ
く
り
と
腰
を
す
え
た
執
劫
な
筆
で
、
延
々
六
百
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
掘
り
下
げ
ら
れ
た
人
間
の
深
淵
に
は
、
結
局
、
何
び
と
の
心
に
も
秘
め
ら
れ

た
愛
憎
の
姿
、
『
息
子
と
恋
人
』
（
巴
・
国
－
F
ω当
5
R
O

）
な
ど
と
も
共
通
す
る
世
界
が
、
あ
ら
た
め
て
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



「
靴
よ
、
お
前
に
熱
情
と
い
う
も
の
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
」
と
、
『
地
の
糧
』
を
も
じ
っ
て
呼
び
か
け
る
少
女
に
と
っ
て
は
、
「
そ
れ
（
靴
）
だ
け
が
、
（
彼

女
の
）
夜
ふ
か
し
と
文
学
熱
に
ふ
さ
わ
し
い
話
相
手
だ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
ボ
レ
ル
は
「
私
に
と
っ
て
も
、
彼
女
（
母
）
に
と
っ
て
も
、す
べ
て
は
そ
の
時

（
ハ
え
の
死
期
）
に
始
ま
っ
た
」
と
言
い
、
「
す
べ
て
の
発
端
と
な
っ
た
乙
の
欠
け
た
も
の
」
を
自
己
の
う
ち
に
探
り
あ
て
る
の
で
あ
る
。
彼
等
に
は
、
そ
の
負

〈
自g
官
。
〉
か
ら
有
〈
作
品
〉
を
生
み
だ
す
ほ
か
に
生
き
る
道
が
な
く
、
創
作
と
い
う
行
為
の
み
が
、
幼
い
頃
、
何
か
を
求
め
た
代
償
行
為
の
、
知
的
に
高
く

昇
華
し
た
別
の
代
償
行
為
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ン
テ
ー
ル
問
。
Z
2

同
B
Z
B

は
、
近
年
と
み
に
目
立
っ
て
き
た
自
伝
や
自
伝
的
小
説
を
と
ら
え
て
、
そ
も
そ
も
自
分
を
語
る
作
品
と
い
う

も
の
に
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
つ
は
、
シl
ザ
l

的
表
現
、
す
な
わ
ち
自
分
を
解
説
し
、
自
己
の
行
為
の
方
法
や
結
果
の
み
を
三
人

称
で
も
表
わ
し
得
る
程
度
に
語
る
行
き
方
。
も
う
一
つ
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
的
表
現
、
つ
ま
り
自
ら
を
告
白
し
、
自
己
の
成
生
過
程
に
の
み
密
着
し
な
が

動
人
の
も
の
す
記
録
的
な
自
殺
伝
も
多
く
な
っ
て
き
た
が
、
内
面
生
活
の
思
索
家
と
称
す
べ
き
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
型
の
作
風
も
次
第
に
増
し
て
き
で
い
る
、
と

（
臼
〉

乙
の
批
評
家
は
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
昨
今
、
告
白
体
の
も
の
（g
p
z
z
s
が
小
説
（
g
B
S

）
よ
り
実
り
多
い
文
学
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
な
り
つ
つ
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ら
、
自
己
自
身
を
形
成
す
る
と
見
な
さ
れ
る
対
象
人
物
に
語
り
か
け
る
方
法
で
あ
る
。
現
代
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
作
家
以
外
に
も
外
交
官
や
政
治
家
な
ど
行

あ
る
と
ま
で
言
い
、
そ
の
例
と
し
て
J
・
グ
リ
ー
ン
の
近
作
『
遠
き
大
地
』
を
は
じ
め
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヌ
リ
ッ
ス
ィ
エ

（
臼
〉

ル
・
ア
ン
リ
・
シ
モ
ン
『
私
の
信
条
』
お
よ
び

F

・
モ
l

リ
ア
ッ
ク
『
新
・
内
面
の
記
録
』
を
あ
げ
て
論
述
し
て
い
る
。

「
あ
る
フ
ラ
ン
ス
物
語
』
、ピ
エ
l

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
よ
う
な
複
雑
で
急
速
な
発
展
を
示
す
社
会
に
あ
っ
て
、
人
間
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
自
己
の
自
由
・
幸
福
・
愛
の
欲
求
、

一
口
に

言
っ
て
人
間
的
な
生
活
を
絶
え
ず
圧
迫
さ
れ
、
お
び
や
か
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
人
は
、
い
わ
ば
社
会
的
価
値
の
混
迷
状
態
に

陥
っ
て
神
経
症
的
な
不
安
を
禁
じ
得
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
人
々
が
、
文
学
に
何
も
の
か
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
告
白
的
な
作
品
の
存
在
余
地
も
十
分
に

み
と
め
ら
れ
る
と
思
う
。
同
時
代
に
お
な
じ
社
会
お
な
じ
世
界
の
空
気
を
吸
っ
て
苦
斗
し
つ
つ
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
そ
の
時
代
の
内
的
苦
悩
を
語
り
、
し

か
も
自
己
の
体
験
を
特
異
例
外
的
な
記
録
に
と
ど
ま
ら
ず
、
創
作
の
域
に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
告
白
的
な
文
学
は
、
万
人
の
心
底
に
わ
だ
か
ま
る
希
求
を
代
弁
し



て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
孤
独
の
底
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て
く
れ
る
人
は
誰
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
を

(U
>

語
っ
て
い
て
く
れ
る
」
か
ら
な
の
だ
。
彼
等
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
お
話
〉
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
、
彼
等
「
自
身
が
お
話
な
の
だ
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
乙
で
、

乙
の
種
の
作
品
を
カ
ン
テ
l

ル
の
言
う
よ
う
に
一
つ
の
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル
と
考
え
る
な
ら
ば
、
グ
リ
ー
ン
乙
そ
は
、
す
で
に
早
く
か
ら
そ
の
姿
勢
を
は
っ
き
り

示
し
て
き
た
中
、
心
的
な
作
家
で
あ
る
と4＝

み
る
乙
と
に
す
る
。) 

乙
こ
で
こ
の
作
家
の
最
近
作
を
交
え
て
、
い
ま
少
し
く
追
考
し
て

グ
リ
ー
ン
の
近
年
新
た
に
語
る
自
己
の
真
相
は
、
母
親
（
米
南
部
出
身
者
）
の
教
育
と
早
逝
な
ど
、
彼
独
自
の
境
遇
と
、
ア
メ
リ
カ
の
新
教
を
経
た
の
ち
の

（
お
）

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
な
ど
に
よ
っ
て
、
異
常
な
成
長
を
と
げ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
告
白
的
自
伝
は
、
さ
き
の
こ
巻
に
つ
ぐ
三
作
目
が
公
刊
さ
れ
た
が
、
そ
の
詳

し
い
人
生
体
験
の
底
に
は
、
一
つ
の
線
が
は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
度
の
『
遠
き
大
地
』
に
至
っ
て
一
層
う
き
彫
り
さ
れ
た
感
の
あ
る
「
誘
惑

に
対
す
る
絶
え
間
な
い
争
い
の
跡
」E
昨
日
S

円
5
0
E
2
0

［
般
宮
ロ
官
官
］
吉8
2
8
z
g
z
z

－g
Z

ロ
g
z
o
ロ
凹
）
で
あ
る
。
今
回
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
大
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学
留
学
期
間
中
の
生
活
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
的
な
問
題
は
、
学
友
と
の
関
係
、
し
か
も
美
男
子
に
対
し
て
禁
じ
得
な
い
愛
情
の
テ

l

マ

で
あ
る
。
学
徒
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
、
そ
れ
を
深
く
心
中
に
秘
め
、
宗
教
的
な
罪
の
意
識
に
悩
ま
さ
れ
て
は
聖
書
を
聞
い
て
心
を
し
ず
め
な
が
ら
も
、
純
粋
な
愛
、

プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
愛
感
情
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と
も
し
て
い
た
。

「
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
乙
う
い
う
自
分
で
あ
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
罪
な
の
だ
ろ
う
か
？
」
「
私
の
頭
に
は
、
愛
に
つ
い
て
の
は
っ

き
り
し
た
観
念
が
で
き
て
い
た
。
一
方
で
は
、
か
つ
て
の
リ
セ
の
学
友
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
と
同
様
、
マi
ク
に
私
を
惹
き
つ
け
て
い
る
理
想
的
な
愛
を
想
い
、

（
時
〉

ハ
中
略
〉
も
う
一
方
で
は
、
肉
と
密
着
し
て
い
る
全
く
動
物
的
な
愛
が
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
た
。
」

乙
と
に
乙
の
マ

i

ク
と
い
う
青
年
に
対
す
る
特
異
な
「
愛
の
秘
密
」
（
－08
2
2

骨

E
B
S

同
）
、
「
官
能
的
な
も
の
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
愛
」
（
ロ
ロ

ω
自
0
5

a
g問
。
M円
。
－
ロ
ω
X
4
5ロ
件
。
即
品
。
。ωOロ
m
g
o
ロ
0

）
は
、
レ
オ
ト
i

や
ポ
レ
ル
に
と
っ
て
、
母
親
へ
の
愛
が
自
然
な
恋
情
と
感
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
神
の
摂
理
に
も
と
る

（
口
）

も
の
と
は
断
じ
き
れ
な
い
〈

g
E
g
g
Z

門
店
仏o
s
t
o
g
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
当
時
、
あ
る
学
友
か
ら
H

・
エ
リ
ス
の
本
を
読
ま
さ
れ
、
男
女
の
性
行
為

に
ひ
ど
く
嫌
悪
を
感
じ
て
、
自
分
に
そ
の
性
向
が
な
い
乙
と
を
む
し
ろ
喜
ん
だ
と
い
う
乙
と
も
あ
っ
た
。
）フロ
イ
ト
は
同
性
愛
者
を
分
け
て
、
一
方
は
倒
錯



を
当
然
と
認
め
、
正
常
者
と
同
じ
権
利
が
あ
る
と
思
う
者
。
乙
れ
に
反
し
て
、
自
己
の
倒
錯
に
反
抗
し
、
病
的
な
強
迫
と
感
じ
る
者
と
が
あ
る
と
考
え
た
。
グ

リ
ー
ン
は
、
同
性
愛
と
い
う
言
葉
を
決
し
て
口
に
は
し
な
い
が
、
前
者
で
あ
り
得
る
は
ず
は
な
く
、
作
品
で
そ
の
苦
哀
を
し
ば
し
ば
洩
ら
し
て
い
る
。

「
相
手
が
両
手
を
使
っ
て
、
肌
に
く
っ
つ
い
た
シ
ャ
ツ
を
は
ぎ
と
る
と
、
汗
に
光
る
そ
の
上
半
身
が
む
き
だ
し
に
な
っ
た
。
本
能
的
に
ジ
ョ
ゼ
フ
は
目
を
そ

（
問
〉

む
け
た
。
」

グ
リ
ー
ン
の
小
説
か
ら
引
い
た
一
節
（
格
斗
の
場
面
）
だ
が
、
こ
う
い
う
要
素
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
極
め
て
ひ
そ
か
な
調
子
で
暗
示
的
に
創
作
の
上
に
あ
ら

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
と
し
て
自
己
を
語
る
前
ぷ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
終
に
「
自
分
の
真
実
」
を
直
接
に
語
り
た
い
と
い
う
衝
動
を
抑
え

き
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
三
つ
の
連
作
で
、
彼
は
文
字
通
り
の
告
白
文
学
を
世
に
問
い
始
め
た
わ
け
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
、
決
し
て
ル
デ
ュ
ッ
ク
の
よ
う

な
悲
遇
の
人
で
は
な
い
。
両
親
の
点
で
も
、
ボ
レ
ル
や
レ
オ
ト
ー
よ
り
恵
ま
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
ほ
か
で
詳
述
し
た
と
お
り
、

（
凶
）

彼
も
結
局
は
い
わ
ゆ
る
常
態
的
な
人
間
と
し
て
成
長
す
る
と
と
が
で
き
ず
、
一
つ
の
大
き
な
偏
向
を
性
愛
の
点
で
身
に
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
愛
情

の
偏
差
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
条
件
で
、
い
か
な
る
原
因
に
よ
っ
て
蒙
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き

重
要
な
事
柄
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
作
品
を
こ
う
い
う
角
度
か
ら
見
る
の
は
、

余
り
に
文
学
的
享
受
と
は
遠
い
と
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
女
た
- 54-

ち
を
愛
せ
た
ら
、
ど
ん
な
に
人
生
の
す
べ
て
が
、
も
っ
と
気
楽
だ
っ
た
乙
と
だ
ろ
う
！
」
と
い
う
偽
ら
ぬ
詠
歎
を
き
く
に
つ
け
、
少
な
く
と
も
乙
の
種
の
告
白

文
学
に
は
許
さ
れ
る
べ
き
乙
と
と
信
じ
る
も
の
で
あ
る
。

グ
リ
ー
ン
は
、
大
学
時
代
に
ア
メ
リ
カ
の
叔
母
か
ら
言
わ
れ
た
言
葉
と
し
て
、
「
私
た
ち
の
心
の
う
ち
に
は
、
何
か
決
し
て
変
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
〈
私
〉
と
言
っ
て
い
る
人
間
で
、
そ
の
人
に
神
様
が
ひ
そ
か
に
語
り
か
け
給
う
の
だ
」
と
書
き
と
め
て
い
る
。
け
だ
し
わ
れ
わ
れ
は
グ
リ
ー
ン
と
と
も
に
、

乙
の
「
決
し
て
変
ら
ぬ
何
も
の
か
」

2
5
E
g
岳
0
8

宮
山
口
ゅ
のv
g
m
o
E
B包
∞
）を
採
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
彼
の
文
学
の
な
か
に
、
そ
し
て
わ
れ

わ
れ
自
身
の
な
か
に
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一
九
六
六
年
八
月
）

注

《
〉
E
z
i
o

伊
』
．34
0

吋
回
・
ロ
・z
z
z
r
L

．

0
2
U
R
B
E

伽
円
。
官
。
－
．

8
8
B
E
g
s

－
E
E
m
n
r
R
E
g
g
－
仏0
2
8
5

宮
E
U
B
B

宮
B
2

・

H
Mロ
山
田L
．
8

m
同
自
向
日
F
o
ロ
向
日2
－o
E
C

ロ

r
o
B
E
A
r
o
H
向
日
．
2

可
g
m
B
o
c
g

ロ
。
5
F
E
C

ロ

M
U
2
忌
包
何
日
－o
H
V
H
O
B－o
吋
・
》
（
同
M
g－
F
E
ロ
宮
己
仏H
h

向
句
昆
帆H
b
s
p
冨
2
2
5



d
e
 France, 

1956. 
p. 

171) 

N
《
お
1
o
n
cas n’est pas unique.>

(
V

iolette
L
e
d
u
c
 :

 L
a
 B
a
t
a
r
d
e
,
 Gallimard, 

1964. 
p. 

19) 

ね
4ヰ’

I
J
Q
判
混
と
悩
Q
躍
劉
~
担
v
’
豆
！
判
と
《
L

’＇A
s
ρ
h
i
x
i
e
~
（
制

!Illq)
5
咲
’
~
~
i
d
話
網
印
刷
~
’
為
－
~
恨
ト
ー
ミ
~
エ
コ
ヲ
；
；
）
｛
ミ
，
，
，

r\＇
令
ミ
ム
ミ
ヰ
き
~

l
謡

G
－
＜
セ
4ミ

·1'~l哩
v
肱
埋
守
て
）
~
ド
ニ
~
o
事
堂
・
4ミ•1'Q:l:;1:童話~.,a:J....IJ)d’！＠＇.~再.\01-0ニ

~l!!f\刷
版
（
印
－
：
：
－
－

t<
・
＊
＂
ト

ξ：＇＼K
）
火

jQI!!京
担
お
閣
制
高

-1<国
id田

守
＇（）~ド

ニ
時
。

め
《

11
m
o
n
t
r
e
 avec u

n
e
 exceptionnelle 

dart邑
q
u

’u
n
e

vie, 
c’est la 

reprise d
’u

n
 destin 

p
a
r
 u
n
e
 liberte.>

(L
a

B
a
t
a
r
d
e
,
 p. 

8]

噌
《

Je
n’ai pas c

o
n
n
u
 m

o
n
 pere. 

J’avais quatre 
m
o
i
s
 q
u
a
n
d
 il 

m
o
u
r
u
t
,
 et 

il 
etait 

entre a
 l'hδpital d

a
n
s
 la 

semaine, 
o
u
 quinze 

fours 
peutｭ

etre, 
qui suivirent m

a
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な
お
マ
l

ク
と
い
う
人
物
は
、
グ
リ
ー
ン
が
帰
仏
し
て
以
来
、
第
二
次
大
戦
当
初
の
渡
米
ま
で
に
三
度
会
い
、
す
で
に
家
庭
が
あ
り
、
現
在
な
お
在
世
の
よ
し
で
あ
る
。
両

者
の
交
情
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
男
女
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
愛
・
別
離
・
再
会
と
全
く
等
し
い
。
と
の
作
品
を
通
読
す
る
と
、
同
性
愛
は
当
人
に
と
っ
て
正
常
な
も
の
だ

（
フ
ロ
イ
ト
〉
と
か
、
異
常
人
は
単
に
乱
れ
た
形
で
正
常
人
の
、
あ
る
相
を
表
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
H

・
エ
リ
ス
）
な
ど
と
い
う
説
に
改
め
て
思
い
当
た
る
の
で
あ
る
。
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）

二
、
三
の
専
問
書
に
よ
っ
て
、
同
性
愛
の
起
因
の
顕
著
な
点
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
とll

一
般
に
男
性
の
場
合
は
後
天
的
な
も
の
で
、
母
親
が
年
配
者
、
本
人
が
末
子
と
い
う

関
係
。
同
時
に
母
親
が
強
い
性
格
で
一
家
の
中
心
と
な
り
、
夫
の
力
が
弱
い
か
、
ま
た
は
家
庭
や
子
供
に
無
関
心
と
な
っ
た
り
嫌
っ
た
り
す
る
場
合
。
従
っ
て
母
親
が
子
供

と
極
度
に
親
密
で
愛
情
過
多
に
陥
り
、
子
供
も
母
を
一
家
の
ボ
ス
的
存
在
と
仰
い
で
、
そ
の
偏
愛
の
対
象
（F
4
0
Z号
。
）
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
各
々
の
ケl
ス

は
違
っ
た
特
徴
・
症
状
を
示
し
、
人
間
の
先
天
性
も
無
視
で
き
な
い
要
素
で
あ
っ
て
、
到
底
わ
れ
わ
れ
門
外
漢
の
関
与
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
ジ
ッ
ド
や
グ
リ
ー

ン
な
ど
の
場
合
を
見
て
も
、
専
門
家
の
挙
げ
て
い
る
例
と
酷
似
し
た
条
件
が
み
と
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
母
拘
束
が
、
広
く
神
経
症
の
原
因
と
も
な
る
重
要
な
キ
ー
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
一
方
、
社
会
通
念
も
間
接
的
な
影
響
と
な
る
が
、
乙
と
に
英
米
の
ピ
ュ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
は
じ
め
、
欧
米
キ
リ
ス
ト
教
の
偏
見
に
よ
る
性
罪

悪
感
が
、
別
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
〉シャ
ラ
ピ
ヤ

「
き
り
の
な
い
説
明
を
要
求
す
る
こ
の
世
ま
よ
い
ご
と
（
精
神
分
析
学
〉
を
私
は
信
用
し
な
い
」
と
、
グ
リ
ー
ン
は
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
若
い
頃
に
一
時
フ
ロ
イ
ト
、

ユ
ン
グ
、
エ
リ
ス
、
シ
ュ
テ
l

ケ
ル
な
ど
に
か
な
り
傾
倒
し
た
以
上
、
精
神
分
析
や
性
科
学
の
影
響
は
、
彼
の
自
己
探
求
と
作
品
の
う
え
に
反
映
し
て
い
な
い
と
は
言
え
な

い
。
と
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
ほ
か
で
ふ
れ
た
乙
と
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
補
足
す
る
意
味
で

ζ

乙
に
付
記
し
た
次
第
で
あ
る
。
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