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︱
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ぼ
く
が
探
究
す
る
も
の
、
そ
れ
は
現
実
で
も
非
現
実
で
も
な
く
、
無
意
識
、

す
な
わ
ち
人
種
の
本
能
的
な
る
も
の
の
神
秘
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
二
十
三
歳
の
と
き
に
デ
ッ
サ
ン
帳
に
鉛
筆
で
書
き

つ
け
た
言
葉
で
あ
る
。
誰
に
見
せ
る
も
の
で
も
な
い
デ
ッ
サ
ン
帳
の
性
格
は
、
彼
が

画
家
と
し
て
探
究
す
べ
き
も
の
は
何
か
を
自
ら
の
た
め
に
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
を
公
に
し
た
﹃
知
ら
れ
ざ
る
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
﹄

の
著
者
ノ
エ
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
は
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
﹁
人
種
の
本
能
的
な

る
も
の
﹂
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、﹁
文
化
的
な
も
の
と
人
種
的
な
も
の
、
イ
タ
リ

ア
人
的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
人
的
な
も
の
と
い
う
二
重
の
系
譜
へ
の
経
験
的
帰
属
意
識

で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、﹁
人
種
﹂
と
い
う
語
に
は
﹁
人
間
﹂
と
い

う
語
と
は
異
な
っ
て
個
別
的
な
意
味
合
い
が
濃
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
探
究
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
現
実
と
い
う
彼
を
と
り
ま

く
外
的
世
界
の
意
味
で
も
、
ま
た
当
時
の
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
現
実
の
背

後
に
あ
る
と
信
じ
た
よ
う
な
非
現
実
の
世
界
の
意
義
で
も
な
い
。
そ
れ
は
無
意
識
と

い
う
い
わ
ば
理
知
の
力
の
及
ば
な
い
世
界
で
、
逃
れ
る
べ
く
も
な
い
二
重
の
系
譜
を

生
き
る
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
を
つ
ね
に
突
き
動
か
し
て
い
た
固
有
の
感
情
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、﹁
人
種
の
本
能
的
な
る
も
の
﹂
と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る

﹁
無
意
識
﹂、
す
な
わ
ち
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
た
固
有

の
感
情
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　
　
　

Ⅰ

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
は
、
絵
画
か
ら
入
っ
て
彫
刻
に
転
じ
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
絵
画

に
専
念
し
た
。
彫
刻
の
時
代
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
彼
の
人
物
画
は
、
あ
る
時

は
人
間
の
善
良
な
側
面
を
写
実
的
に
描
き
出
し
な
が
ら
、
ま
た
あ
る
時
は
身
動
き
な

ら
な
い
自
ら
の
境
遇
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
視
線
に
鋭
く
反
発
す
る
人
間
の
あ
り
様

を
暗
示
し
な
が
ら
最
終
の
段
階
に
向
か
っ
て
い
く
。
そ
の
過
程
に
出
現
す
る
の
が
一

連
の
裸
婦
画
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
、
美
し
い
肉
体
は
男
女
を
問
わ
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
時
代
か
ら
人
々
の

理
想
の
一
つ
だ
っ
た
。
中
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
浸
透
と
と
も
に
女
性
の

裸
像
は
影
を
ひ
そ
め
る
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
と
り
わ
け
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
・

ア
カ
デ
ミ
ー
が
神
話
や
聖
書
や
古
代
の
文
芸
に
着
想
を
得
た
歴
史
画
を
絵
画
ジ
ャ
ン

ル
の
最
高
位
に
位
置
づ
け
る
と
、
画
家
た
ち
は
、
時
に
は
神
話
が
語
る
美
し
い
女
神

や
妖
精
の
逸
話
を
隠
れ
蓑
に
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
堂
々
と
多
く
の
裸
婦
画
を
描
く

よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
時
代
と
と
も
に
裸
婦
画
を
芸
術
作
品
と
し
て
受

け
入
れ
る
土
壌
が
で
き
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ネ
の
︽
草
上
の
昼
食
︾
や
︽
オ
ラ

ン
ピ
ア
︾
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
裸
婦
が
い
か
な
る
理
想
化
も
な
さ
れ

る
こ
と
な
く
あ
ま
り
に
も
現
実
味
を
帯
び
た
姿
で
あ
る
と
き
、
そ
の
作
品
は
厳
し
く

批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
は
、
着
衣
と
無
着
衣
と
を
問
わ
ず
古
典
派
の
画
家
た
ち
の
よ
う

に
神
話
を
隠
れ
蓑
に
し
て
女
性
を
描
く
の
で
も
な
く
、
女
性
を
崇
め
る
べ
き
美
し
い

存
在
と
し
て
描
き
出
す
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
裸
婦
画
に
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巻頭エッセイ

一
九
一
六
年
の
︽
座
る
裸
婦
︾
が
あ
る
。
目
を
つ
む
り
な
が
ら
頭
を
左
肩
に
深
く
も

た
せ
か
け
る
こ
の
裸
婦
は
、
答
え
が
出
そ
う
に
な
い
問
題
を
身
体
全
体
で
自
ら
に
問

い
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
バ
ー
ミ
リ
オ
ン
と
薄
め
の
プ
ル
シ
ャ
ン
ブ
ル
ー

と
わ
ず
か
な
白
の
背
景
を
斜
め
に
横
切
る
ト
ル
ソ
ー
に
過
剰
な
も
の
は
な
い
。
息
を

つ
く
こ
と
さ
え
も
忘
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
こ
の
絵
の
静
か
な
佇
ま
い
は
、
初
期
の

傑
作
︽
チ
ェ
ロ
奏
者
︾
一
九
〇
九
に
も
似
て
感
銘
深
い
。

　

し
か
し
、
筆
者
が
こ
の
作
品
の
ほ
か
に
芸
術
作
品
と
し
て
接
す
る
こ
と
が
で
き
る

彼
の
裸
婦
画
は
二
点
ほ
ど
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
ほ
か
の
も
の
に
は
ど
こ
か
違
和
感
を
禁

じ
得
な
い
。
あ
る
も
の
は
愚
か
し
く
中
空
を
見
や
り
、
あ
る
も
の
は
無
用
に
目
を
閉

じ
、
あ
る
も
の
は
誘
い
、
あ
る
も
の
は
媚
び
を
売
る
か
の
よ
う
な
、
生
身
の
裸
体
そ

の
も
の
に
近
い
裸
婦
が
描
か
れ
て
い
る
。
性
的
興
奮
に
達
し
て
い
る
状
態
が
描
か
れ

て
い
る
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
は
必
ず
し

も
絵
画
を
手
段
と
す
る
必
要
は
な
い
。
一
九
一
七
年
以
後
の
裸
婦
画
に
は
も
は
や
良

質
な
作
品
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

晩
年
に
な
る
と
繊
細
で
華
麗
な
輪
郭
線
を
特
徴
と
す
る
人
物
画
が
多
く
で
て
く

る
。
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
人
間
的
感
情
に
溢
れ
、
見
る
者
を
不
快
に
さ
せ
る
よ
う

な
眼
差
し
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
デ
フ
ォ
オ
ル
メ
が
一
段
と
激
し
い
作
品
が

目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
も
晩
年
の
特
徴
で
あ
る
。
長
い
首
は
ま
す
ま
す
長
く
な
り
、

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
に
特
有
の
造
形
は
上
下
に
際
限
な
く
伸
び
て
い
く
。
そ
こ
に
マ
ニ

エ
リ
ス
ム
の
影
を
見
る
の
は
先
行
研
究
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
認
識
と
言
え
る
が
、
こ
の

時
期
の
画
風
は
明
晰
性
と
合
理
性
を
犠
牲
に
し
て
新
た
な
美
の
規
範
の
構
築
を
目
指

し
た
た
と
え
ば
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ニ
ー
ノ
の
あ
の
︽
長
い
首
の
聖
母
︾
を
想
起
さ
せ
ず
に

は
お
か
な
い
。
一
見
し
て
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
作
品
と
分
か
る
と
い
う
意
味
で
の
様

式
は
整
っ
て
い
る
が
、
そ
の
美
し
さ
が
筆
者
に
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。　

　

た
し
か
に
、
ま
っ
た
く
異
な
る
意
見
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
あ
の
碩
学
の
美

術
史
家
リ
オ
ネ
ロ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
︽
母
子
像
︾
一
九
一
九
を
例
に
挙
げ
て
、

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
は
、
苦
難
の
人
生
に
根
差
し
た
着
想
を
糧
に
し
て
最
後
の
二
年
間

に
も
っ
と
も
悲
壮
な
表
現
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
希
望
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ

る
。
彼
の
作
品
は
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
終
尾
を
飾
る
も
の
で
は
な
い
。
モ
デ
ィ
リ
ア
ー

ニ
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
一
種
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
の
は
人
間
や

芸
術
美
に
対
す
る
希
望
の
言
葉
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、︽
母
子
像
︾
で
あ
れ
他
の
作
品
で
あ
れ
、
最
後
の
二
年
間
に
描
か
れ
た
作

品
の
な
か
に
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
い
う
﹁
希
望
﹂
と
い
う
言
葉
に
叶
う
要
素
を
見
出

す
こ
と
は
筆
者
に
は
難
し
い
。
見
出
さ
れ
る
の
は
、
淡
々
と
し
て
そ
の
場
に
存
在
す

る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
両
眼
を
青
緑
一
色
に
塗
ら
れ
た
︽
母
子
像
︾
の
表
情
が
暗
示

す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
む
し
ろ
希
望
す
る
資
格
さ
え
も
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ

う
な
人
間
の
姿
で
あ
る
。
母
親
ば
か
り
で
な
く
、
幼
児
で
さ
え
そ
の
目
は
物
を
見
る

機
能
を
削
が
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
世
の
す
べ
て
を
見
果
て
た
存
在
な
の
か
、
そ

れ
と
も
黙
し
て
語
ら
ぬ
こ
と
を
心
に
決
め
た
存
在
な
の
か
は
分
ら
な
い
。
こ
う
し
て

晩
年
の
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
は
、
様
式
の
先
鋭
化
と
引
き
換
え
に
、
い
わ
ば
人
間
存
在

に
関
す
る
探
究
の
深
化
を
暗
示
す
る
人
物
画
の
画
風
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
人
物
画
を
見
て
不
思
議
に
思

う
の
は
、
あ
の
︽
チ
ェ
ロ
奏
者
︾
を
描
い
た
こ
ろ
に
遡
る
肖
像
の
な
か
の
不
可
解
な

目
で
あ
る
。

　
　
　

Ⅱ

　

モ
ノ
ク
ロ
な
が
ら
最
大
数
の
作
品
を
比
較
的
鮮
明
な
形
で
参
照
で
き
る
﹃
カ
タ
ロ

グ
・
レ
ゾ
ネ
﹄
に
よ
れ
ば
、
目
を
開
け
て
い
る
人
物
画
お
よ
そ
三
八
〇
点
の
う
ち
瞳
が

描
か
れ
て
い
る
の
は
微
妙
な
も
の
も
入
れ
て
一
二
〇
点
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
描

い
た
お
よ
そ
七
割
の
人
物
画
の
顔
は
、
目
を
開
け
て
い
る
状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

両
目
あ
る
い
は
片
方
の
目
が
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
な
ぜ
そ

の
よ
う
に
し
た
の
か
。
こ
れ
を
説
明
し
う
る
唯
一
の
鍵
は
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
自
ら

語
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
作
品
に
︽
レ
オ
ポ
ル
ド
・
シ
ュ
ル
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
の
肖
像
︾
一

九
一
七
が
あ
る
。
こ
の
絵
の
な
か
の
彼
も
ま
た
、
左
目
は
瞳
も
あ
る
ひ
ら
い
た
目
だ

が
、
右
目
は
ひ
ら
い
て
い
る
形
な
が
ら
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ

い
た
モ
デ
ル
の
シ
ュ
ル
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
が
不
思
議
に
思
い
、﹁
君
は
、
な
ぜ
肖
像
画
の
な

か
の
ぼ
く
を
片
目
に
し
た
の
で
す
か
﹂
と
尋
ね
る
と
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
は
次
の
よ

う
に
答
え
る
。

（
３
）

（
４
）
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そ
れ
は
、
君
が
片
方
の
目
で
世
界
を
見
、
も
う
一
方
の
目
で
君
が
君
の
心
の

な
か
を
見
て
い
る
か
ら
だ
よ
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
描
く
肖
像
の
目
は
、
開
け
て
い
る
と
き
は
世
界
を
、
閉
じ
ら

れ
て
い
る
と
き
は
自
ら
の
心
の
内
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹁
長
い
首
、
長

い
鼻
、
空
洞
あ
る
い
は
左
右
非
対
称
の
目
は
、
表
情
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ

た
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
集
大
成
で
し
か
な
い
﹂
と
述
べ
た
の
は
﹃
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ

ネ
﹄
の
編
者
だ
が
、
や
は
り
、
目
に
は
首
や
鼻
と
同
じ
造
形
的
な
意
義
と
は
異
な
る

も
う
一
つ
の
重
要
な
役
割
が
託
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

目
の
描
写
に
関
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
、﹁
彼
が
人
物
の
外
見
上
の
目
を
避
け
よ
う
と

し
た
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
目
が
人
間
存
在
の
本
姓
を
暴
い
て
し
ま
う
の
を
回
避

し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
鑑
賞
者
は
肖
像
が

発
す
る
視
線
に
遭
遇
し
な
く
な
る
そ
の
瞬
間
か
ら
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
に
触
れ
る

こ
と
よ
り
も
、
絵
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

盲
目
性
と
左
右
非
対
称
の
目
が
人
物
の
肖
像
か
ら
人
間
的
感
情
を
隠
し
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
鑑
賞
者
は
モ
デ
ル
の
肖
像
の
視
線
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
品
に
対

峙
で
き
る
と
い
う
解
釈
は
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
的
手
法
で
描
か
れ
た
初
期
の
作
品
に
つ
い

て
は
成
り
立
つ
見
解
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
写
実
的
な
肖

像
を
含
む
お
よ
そ
七
割
の
不
思
議
な
目
を
し
た
人
物
画
全
体
に
当
て
は
め
る
こ
と
は

と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。

　

目
は
心
の
窓
で
あ
り
、
目
は
口
ほ
ど
に
も
の
を
言
う
。
わ
が
目
を
ひ
ら
い
て
い
よ

う
と
閉
じ
て
い
よ
う
と
画
中
の
人
物
は
そ
の
目
を
通
じ
て
自
ら
の
思
い
を
伝
え
、
画

中
の
人
物
の
目
が
ひ
ら
か
れ
て
い
よ
う
と
閉
じ
ら
れ
て
い
よ
う
と
鑑
賞
者
は
そ
の
人

物
の
思
い
を
く
み
取
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
人
物
画
を
前
に
し
た
と
き
に
起
き
る
鑑

賞
者
と
作
品
と
の
あ
い
だ
の
対
話
の
特
徴
で
あ
る
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
描
く
人
物
は
、
時
に
は
瞳
の
あ
る
目
で
、
時
に
は
﹁
視
線
の

な
い
視
線
﹂で
わ
れ
わ
れ
に
何
か
を
問
い
か
け
て
く
る
。
微
笑
ん
で
い
る
と
い
え
る
肖

像
は
一
枚
も
な
い
。
瞳
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
顔
を
傾
げ
た
写
実
的
な
彼
ら

の
表
情
は
笑
う
こ
と
を
自
ら
に
禁
じ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
子
供
で
さ
え
感
情

を
押
し
殺
し
て
い
る
。
一
見
笑
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
た
だ
一
人
の
あ
の
︽
顎
に
手

を
添
え
た
裸
婦
︾
一
九
一
七
で
さ
え
、
瞳
の
奥
は
悲
し
み
に
沁
み
て
い
る
。

　

キ
ュ
ビ
ス
ム
的
手
法
で
描
か
れ
た
も
の
を
除
く
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
人
物
画
に
共

通
し
て
い
る
の
は
、
肖
像
の
愁
い
に
満
ち
た
表
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
生
き

る
希
望
を
完
全
に
失
っ
て
い
る
よ
う
な
、
絶
望
的
な
、
こ
れ
見
よ
が
し
の
表
情
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
と
同
じ
よ
う
に
十
九
世
紀
末
を
生
き
た
詩
人
マ

ラ
ル
メ
が
、
湖
を
覆
う
硬
い
氷
の
な
か
に
足
を
囚
わ
れ
て
身
動
き
の
で
き
な
い
一
羽

の
白
鳥
を
歌
っ
た
詩
に
見
ら
れ
る
あ
の
虚
無
感
や
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
が
﹁
胸
に
あ

る
蒼
き
愁
い
よ
⋮
⋮
﹂と
歌
っ
た
と
き
の
あ
の
倦
怠
を
彷
彿
と
さ
せ
る
抑
制
さ
れ
た
悲

哀
で
あ
る
。

　

ル
・
ク
レ
ジ
オ
が
言
っ
た
よ
う
に
、
結
局
、
肖
像
画
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
自

ら
の
自
画
像
を
描
く
と
い
う
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し

て
肖
像
画
と
は
、
二
つ
の
異
な
る
個
人
が
永
久
に
融
合
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
画
中
の
人
物
が
示
唆
す
る
そ
の
よ
う
な
感
情
は
、
彼
ら
の
背
後
に
い
る

画
家
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
思
い
に
他
な
ら
な
い
。

　

瞳
を
与
え
ら
れ
た
彼
ら
が
外
な
る
世
界
を
見
る
と
き
に
そ
の
視
線
の
先
に
捉
え
て

い
る
の
が
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
風
景
画
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
深
い
憂
愁
が
漂

う
風
景
﹂で
あ
る
と
す
れ
ば
、
瞳
を
閉
じ
た
彼
ら
が
彼
ら
自
身
の
内
な
る
世
界
に
目
を

向
け
る
と
き
に
そ
の
視
線
の
先
に
捉
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
愁
い
を
拭
い
き

れ
ず
に
生
き
て
い
る
画
家
自
身
の
姿
な
の
で
あ
る
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
人
物
画
を
通
し
て
表
現
し
た
人
間
存
在
の
悲
哀
は
、
唯
一
彼

の
す
べ
て
の
作
品
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
特
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ほ
か
な
ら

ぬ
そ
の
悲
哀
こ
そ
、
イ
タ
リ
ア
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
二
重
の
系
譜
を
持
つ
こ
の
画
家
が

世
紀
末
と
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
の
爛
熟
し
た
時
代
の
パ
リ
に
生
き
て
探
究
し
つ
づ
け
た

﹁
無
意
識
、
す
な
わ
ち
人
種
の
本
能
的
な
る
も
の
神
秘
﹂
の
実
相
で
あ
り
、
二
重
の
系

譜
を
生
き
る
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
を
つ
ね
に
突
き
動
か
し
て
い
た
固
有
の
感
情
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

Ⅲ

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
画
家
の
ス
ー
テ
ィ
ン
に
打
ち
明
け
た
言
葉
が
あ
る
。

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
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）

（
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）
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巻頭エッセイ

　
　
　

 

セ
ザ
ン
ヌ
が
描
く
顔
は
、
古
代
の
美
し
い
彫
像
に
な
ら
っ
て
視
線
を
も
っ
て

な
い
。
逆
に
、
ぼ
く
が
描
く
顔
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
表
情
は
、
ぼ

く
が
そ
れ
に
瞳
を
付
与
し
て
は
い
な
い
は
ず
な
の
に
と
思
っ
た
時
で
も
つ
ね

に
見
つ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
顔
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が

表
現
し
て
い
る
の
は
、
生
き
る
こ
と
へ
の
無
言
の
同
意
で
し
か
な
い
。

　
﹁
生
き
る
こ
と
へ
の
無
言
の
同
意
﹂
と
は
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
人
間
の
そ
の
よ
う

な
悲
哀
を
自
ら
が
背
負
っ
た
定
め
と
し
て
静
か
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
は
、
奇
し
く
も
ル
・
ク
レ
ジ
オ
が
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
描

く
顔
の
な
か
に
読
み
取
っ
た﹁
人
の
声
が
止
む
沈
黙
﹂と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
寂
寞
の

ベ
ー
ル
と
な
っ
て
、
心
の
風
景
と
し
て
の
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
絵
画
の
世
界
を
く
ま

な
く
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
は
、
晩
年
に
な
っ
て
、
あ
た
か
も
こ
の
世
に
生
き
た
証
で
あ
る

か
の
よ
う
に
た
だ
一
枚
の
︽
自
画
像
︾
一
九
一
九
を
残
し
た
。
絵
の
な
か
の
画
家
は
、

右
手
に
パ
レ
ッ
ト
、
左
手
に
絵
筆
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
両
目
は
塗
り
つ
ぶ
さ

れ
て
い
る
。
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
自
ら
シ
ュ
ル
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
に
言
っ
た
言
葉
に
即
し

て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
画
中
の
画
家
が
画
面
に
は
見
え
な
い
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
き
つ

つ
あ
る
の
は
彼
が
彼
自
身
の
心
の
な
か
に
見
て
い
る
風
景
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
心
の
風
景
は
、
な
か
ば
力
な
く
絵
筆
を
お
い
た
画
家
の
姿
そ
の

も
の
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
画
家
と
し
て
の
使
命
に
燃
え
る
ひ
た
む
き
な
意
思

が
支
配
す
る
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。
薬
や
ア
ル
コ
ー
ル
の
過
度
の
摂
取
と
過
労
と

が
日
々
深
刻
さ
を
増
す
な
か
で
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
に
見
え
て
い
た
の
は
、
薄
暮
の
よ

う
に
影
の
薄
い
、
か
さ
か
さ
と
し
た
人
間
の
風
景
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

片
目
を
ふ
さ
が
れ
た
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
モ
デ
ル
た
ち
は
か
ろ
う
じ
て
外
界
を
見

る
か
、
垣
間
見
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
両
目
を
ふ
さ
が

れ
た
モ
デ
ル
た
ち
は
外
的
世
界
を
見
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
諦
め
て
い
る
か

の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
言
う
﹁
戦
争
の
恐
怖
と
あ
れ

ほ
ど
悲
劇
的
な
彼
固
有
の
体
験
﹂
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
に
と
っ

て
の
外
な
る
世
界
は
、
も
は
や
片
目
で
見
れ
ば
済
む
も
の
で
あ
り
、
両
目
を
開
い
て

見
る
ま
で
も
な
い
世
界
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

彼
が
描
い
た
多
く
の
人
物
は
視
界
を
半
ば
、
あ
る
い
は
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま

そ
の
場
所
に
い
る
。
閉
じ
ら
れ
た
空
間
に
生
き
て
い
る
、
あ
る
い
は
閉
じ
ら
れ
た
空

間
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
人
物
画
を
描
き
つ
づ
け
た
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
知
る
べ
く
し
て
知
り
、
見
る
べ

く
し
て
見
た
人
間
の
存
在
の
真
の
姿
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
が
心
か
ら
許
し
あ
え
る
友
人
は
ユ
ト
リ
ロ
だ
け
で
あ
っ
た
と
い

う
。
ユ
ト
リ
ロ
は
赤
ワ
イ
ン
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
は
ア
ブ
サ
ン
を
手
に
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
荒
ん
だ
思
い
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
の
パ
リ
の
場
末
を
歩
く
二

人
の
画
家
の
姿
を
想
像
す
る
の
は
痛
ま
し
く
、
や
る
せ
な
い
。

　

モ
デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
の
人
物
画
の
青
み
が
か
っ
た
緑
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
目
の
色

が
、
今
は
ア
ブ
サ
ン
の
色
に
重
な
る
。
異
邦
の
地
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
モ
デ
ィ

リ
ア
ー
ニ
が
、
時
に
は
片
目
を
閉
じ
て
、
時
に
は
両
目
を
閉
じ
て
、
内
的
世
界
と
外

的
世
界
と
の
二
つ
の
世
界
の
間
を
さ
ま
よ
う
苦
悩
か
ら
た
と
え
ひ
と
時
で
あ
れ
解
放

さ
れ
る
の
は
、
た
だ
、
限
り
な
く
美
し
い
、
け
れ
ど
も
ま
た
命
を
も
奪
う
あ
の
﹁
緑

の
妖
精
﹂
に
酔
い
し
れ
て
い
る
と
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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