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— Dramatic Irony in the Wilderness

Masako UMEGAKI

　

言
葉
は
「
不
在
」
を
前
提
に
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
を
常
に
鋭
敏
に
意
識

化
し
、
多
様
な
手
法
で
物
語
の
世
界
に
組
み
込
ん
で
み
せ
た
の
が
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
時
代
に
頭
角
を
現
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
で
あ
っ
た
。

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
す
で
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
過
去
の
事
象
（“W

as”

）
の

世
界
を
現
在
進
行
形
の
世
界
に
単
に
重
ね
合
わ
せ
て
現
前
さ
せ
る
だ
け
で
な

く
、
緻
密
な
語
り
の
手
法
を
縦
横
に
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
時

間
に
過
去
の
時
間
を
織
り
込
む
と
い
う
離
れ
業
を
鮮
や
か
に
披
露
し
て
み
せ

た
。「
分
断
」
に
対
す
る
嘆
き
を
着
火
剤
に
、「
結
束
」
へ
の
回
帰
を
強
く
訴

え
る
言
説
が
飛
び
交
う
現
代
に
お
い
て
、
半
世
紀
以
上
前
の
ア
メ
リ
カ
南
部

で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
紡
ぎ
出
し
た
物
語
は
、
全
く
色
褪
せ
な
い
光
を
帯
び
て

い
る
。
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
に
「
結
束
」
が
存
在
し
た
時
代
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
奴
隷
制
度
の
矛
盾
を
抱
え
つ
つ
建
国
し
た
ア
メ
リ
カ
が
、
そ
の
国
名

に
「
結
束
」
の
文
字
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
実
自
体
、
そ
の
答

え
を
明
確
に
指
し
示
し
て
い
る
。

　

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
描
い
た
の
は
、
南
北
戦
争
の
傷
跡
が
残
る
ア
メ
リ
カ
南

部
に
お
い
て
、
全
く
異
な
る
内
的
世
界
を
抱
え
な
が
ら
複
雑
に
関
係
し
あ
う

黒
人
と
白
人
の
物
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
は
こ
の
両
者
に
加
え
て
ア
メ
リ
カ
先
住
民
を
登
場
さ
せ
た
。
人
種
隔
離

政
策
に
よ
る
分
断
著
し
い
、
公
民
権
法
成
立
前
の
南
部
に
生
き
た
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
は
、
こ
の
三
つ
巴
の
化
学
反
応
を
自
ら
の
物
語
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
操
作
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
尊
厳
を
求
め
て“B

lack 

L
ives M

atter”

と
い
う
看
板
が
掲
げ
ら
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
は
独
自
の
方
法
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば“A

ll L
ives M

atter”

と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
逆
説
的
に
発
信
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
物
語
」
に
注
目
し
、
そ
の
方
法
の
詳
細
を
観
察
す
る
。
黒
人
と
白
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人
の
関
係
性
を
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
黒
人
と
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
そ
れ
に
重

ね
移
し
、
現
実
を
ず
ら
し
た
虚
構
の
世
界
で
痛
烈
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
響
か
せ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
深
刻
か
つ
コ
ミ
カ
ル
に
人
間
の
精
神
の
深

奥
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

●
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
た
ち

　

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
二
十
代
の
終
わ
り
に
処
女
作『
兵
士
の
報
酬
』（Soldier’s 

Pay, 1926

）
を
発
表
し
、
そ
の
翌
年
に
『
蚊
』（M

osquitoes, 1927

）
を
出

版
す
る
。
そ
の
後
ま
も
な
く
、
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
・
サ
ー
ガ
の
始
ま
り
と

な
る
『
サ
ー
ト
リ
ス
』（Sartoris, 1929

）
を
世
に
出
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し

て
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
ほ
ぼ
毎
年
途
切
れ
る
こ
と
な
く
長
編
小
説
あ
る
い
は

短
編
集
を
出
版
し
て
い
る
。『
サ
ー
ト
リ
ス
』
と
同
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
響
き

と
怒
り
』（T

he Sound and the F
ury, 1929

）
で
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
豊

穣
な
作
品
群
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
輝
き
を
放
つ
青
年
、
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ

ン
プ
ソ
ン
（Q

uentin C
om

pson

）
を
登
場
さ
せ
た
。
没
落
し
て
ゆ
く
白
人
の

旧
家
に
生
ま
れ
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
、
祖
先
の
栄
光
と
罪
が
刻
ま
れ
た
故
郷

の
土
地
に
対
す
る
、
愛
着
と
嫌
悪
の
狭
間
で
苦
悩
す
る
。
繊
細
な
青
年
の
心

に
は
、
人
種
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
南
部
の
暗
い
過
去
が
重
く
の
し
か
か
る
の

で
あ
る
。
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
』（A

bsalom
, 

A
bsalom

!, 1936

）
に
も
登
場
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
の
二
作
品
の

間
に
は
長
編
四
作
と
二
冊
の
短
編
集
が
並
ぶ
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
文
筆
活

動
の
前
半
期
、
代
表
的
な
小
説
の
中
で
一
貫
し
て
、
ア
メ
リ
カ
南
部
に
お
け

る
黒
人
と
白
人
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

　
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
』
出
版
の
前
年
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
少

年
時
代
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ
ン
プ
ソ
ン
を
語
り
手
と
す
る
短
編
「
ラ
イ
オ

（
1
）

ン
」（“L

ion,” 1935

）
を
発
表
し
た
（U

S 184

）。
こ
れ
を
大
幅
に
改
訂
し

て
「
熊
」（“T

he B
ear”

）
と
名
づ
け
、
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
を
新
た
に
ア
イ
ザ
ッ

ク
・
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
（Isaac M

cC
aslin

）
に
置
き
換
え
て
中
心
人
物
に
設

定
し
、
こ
れ
を
含
む
七
つ
の
物
語
を
組
み
合
わ
せ
て
長
編
小
説
に
仕
上
げ
た

の
が
、『
行
け
、
モ
ー
セ
』（G

o D
ow

n, M
oses, 1942

）
で
あ
る
。「
熊
」
は
、

そ
の
前
後
に
置
か
れ
た
「
昔
の
人
た
ち
」（“T

he O
ld People”

）
お
よ
び
「
デ

ル
タ
の
秋
」（“D

elta A
utum

n”

）
と
と
も
に
、
い
わ
ば
狩
猟
物
語
三
部
作
と

し
て
『
行
け
、
モ
ー
セ
』
の
重
要
な
核
と
な
っ
た
。
そ
の
主
な
舞
台
は
ミ
シ

シ
ッ
ピ
・
デ
ル
タ
で
あ
る
。
今
は
失
わ
れ
た
大
森
林
を
背
景
に
、
悠
久
の
時

間
の
中
で
巨
大
な
熊
の
神
秘
的
な
追
跡
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
作

品
を
最
後
に
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
長
編
の
新
作
発
表
は
、
六
年
間
停
止
す
る
。

　

作
家
活
動
の
前
半
期
の
頂
点
と
も
い
う
べ
き
『
行
け
、
モ
ー
セ
』
に
お
い

て
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
ふ
た
り
の
対
照
的
な
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
を
登
場

さ
せ
る
。
そ
の
ふ
た
り
と
は
、
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
（Sam

 Fathers

）
と

ブ
ー
ン
・
ホ
ガ
ン
ベ
ッ
ク
（B

oon H
ogganbeck

）
で
あ
る
。
サ
ム
・
フ
ァ
ー

ザ
ー
ズ
に
は
チ
カ
ソ
ー
（C

hickasaw

）
の
首
長
の
血
が
流
れ
て
お
り
、
彼
は

誇
り
高
い
「
貴
公
子
」
で
あ
る
。
他
方
ブ
ー
ン
は
「
平
民
」
で
あ
り
、
白
人

に
媚
び
へ
つ
ら
う
側
面
を
も
つ
。
サ
ム
は
大
森
林
に
お
け
る
狩
猟
の
師
で
あ

り
、
ブ
ー
ン
は
彼
の
し
も
べ
な
の
で
あ
る
（“Sam

 w
as the chief, the prince; 

B
oon, the plebeian, w

as his huntsm
an.” [G

D
M

 210]

）。

　

白
人
の
主
人
公
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
は
、
十
歳
で
狩
猟
者
の

仲
間
入
り
を
果
た
し
、
大
森
林
に
足
を
踏
み
入
れ
る
。
親
代
わ
り
の
親
戚
で

あ
る
キ
ャ
ス
・
エ
ド
モ
ン
ズ
（C

arothers M
cC

aslin [C
ass] E

dm
onds

）
や

地
元
の
名
士
た
ち
の
一
団
に
加
わ
り
、
十
一
月
の
狩
猟
シ
ー
ズ
ン
の
二
週
間

を
ミ
シ
シ
ッ
ピ
・
デ
ル
タ
の
キ
ャ
ン
プ
で
過
ご
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
を
師
と
仰
ぎ
、
そ
の
生
き
方
に
多
大
な
影
響
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
シ
ー
ズ
ン
中
は
狩
猟
団
と
行
動
を
共
に
し
、
オ
フ
・
シ
ー

ズ
ン
に
は
キ
ャ
ン
プ
地
を
あ
ず
か
る
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
の
暮
ら
し
は
、

ま
さ
に
太
古
の
大
自
然
と
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
サ
ム
の
教
え
を
受

け
た
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
大
森
林
に
お
け
る
狩
猟
の
奥
義
を
通
し
て
「
誇
り
」

と
「
謙
譲
」
の
徳
を
学
ぶ
（“the best of all breathing, the hum

ility and the 

pride.” [G
D

M
 221]

）。

　

や
が
て
成
人
に
達
し
た
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
祖
父
の
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て

き
た
土
地
財
産
の
相
続
権
を
放
棄
す
る
に
至
る
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
の
祖
父
キ
ャ

ロ
ザ
ー
ズ
・
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
（C

arothers M
cC

aslin

）
の
所
有
地
は
そ
も

そ
も
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
か
ら
ミ
シ
シ
ッ
ピ
へ
移
住
し
て
き
た
祖
父
が
、
チ
カ

ソ
ー
の
首
長
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
ロ
ザ
ー
ズ
・
マ
ッ
キ
ャ
ス

リ
ン
の
生
ま
れ
は
一
七
七
二
年
、
そ
の
後
ミ
シ
シ
ッ
ピ
へ
や
っ
て
き
て
、
先

住
民
の
住
ん
で
い
た
土
地
を
入
手
す
る
や
農
園
経
営
を
開
始
し
、
一
八
〇
七

年
に
は
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
で
購
入
し
た
奴
隷
を
連
れ
帰
っ
て
い
る
（G

D
M

 

253

）。
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
家
に
伝
わ
る
農
園
の
台
帳
か
ら
、
祖
父
が
黒
人
奴

隷
と
の
間
に
娘
を
も
う
け
、
さ
ら
に
そ
の
娘
と
近
親
相
姦
を
犯
し
た
こ
と
を

読
み
取
っ
た
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
二
十
一
歳
で
土
地
財
産
の
放
棄
を
決
意
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
彼
が
発
し
た
の
は
、「
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
が

僕
を
自
由
に
し
て
く
れ
た
ん
だ
」（“Sam

 Fathers set m
e free” [G

D
M

 285]
）

と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
死
後
ま
も
な
く
発
表
さ
れ
た
あ
る
論

文
に
注
目
し
よ
う
。
エ
ル
モ
・
ハ
ウ
エ
ル
（E

lm
o H

ow
ell

）
は
、『
行
け
、

モ
ー
セ
』
の
中
に
出
て
く
る
チ
カ
ソ
ー
の
習
俗
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
見
解

を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
の
埋
葬
に
つ
い
て
で
あ

（
5
）

る
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
が
十
六
歳
の
年
の
狩
猟
シ
ー
ズ
ン
に
、
サ
ム
は
命
を
落
と

す
。
折
し
も
産
業
化
に
よ
っ
て
大
森
林
の
縮
小
が
進
み
は
じ
め
て
い
た
の
だ

が
、
そ
の
年
、
狩
猟
者
た
ち
は
伝
説
の
巨
熊
オ
ー
ル
ド
・
ベ
ン
を
つ
い
に
仕

留
め
た
の
で
あ
る
。
大
自
然
と
一
体
で
あ
っ
た
サ
ム
は
、
オ
ー
ル
ド
・
ベ
ン

の
最
期
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
に
わ
か
に
倒
れ
息
を
ひ
き
と
る
。
サ
ム
の
埋

葬
は
、
本
人
が
生
前
ブ
ー
ン
に
指
示
し
て
い
た
と
お
り
に
行
わ
れ
る
の
だ
が
、

ハ
ウ
エ
ル
は
そ
の
方
法
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が

描
く
サ
ム
の
埋
葬
方
法
は
、
実
は
チ
カ
ソ
ー
の
も
の
で
は
な
く
、
チ
ョ
ク
ト
ー

（C
hoctaw

）
の
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
在
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
と
な
っ
て

い
る
地
域
に
は
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
チ
カ
ソ
ー
と
チ
ョ
ク
ト
ー
が
居
住
し

て
い
た
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
こ
の
二
者
を
混
同
し
て
い
る
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
（H

ow
ell, “Funeral” 523

）。

　

ハ
ウ
エ
ル
は
さ
ら
に
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」
が
「
空

想
の
産
物
」（“the product of the author’s fancy”

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
想

像
力
の
並
外
れ
た
離
れ
業
」（“an extraordinary feat of the im

agination”

）

の
結
果
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（H

ow
ell, “L

egacy” 293

）。
ハ
ウ
エ
ル
の
言

う
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
が
空
想
の
産
物
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
彼
が
そ
れ
を
創
り
出
し
た
目
的
が
あ
る
は
ず
だ
。
小
説
の
内
容

と
史
実
が
正
確
に
一
致
し
な
い
こ
と
自
体
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
む

し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
た

う
え
で
、
作
家
が
ど
の
よ
う
に
現
実
を
ず
ら
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
何
が
生
ま
れ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
の
方
に
意
味
が
あ
る
。
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
た
ち
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ

の
大
地
を
闊
歩
し
て
い
る
の
か
、
見
て
み
よ
う
。
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●
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
の
年
代
記
と
し
て
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」

　
『
行
け
、
モ
ー
セ
』
の
発
表
ま
で
に
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民

に
焦
点
を
あ
て
た
短
編
を
五
つ
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
四
編
は
、一
九

五
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
短
編
集
』（C

ollected Stories of W
illiam

 Falkner, 

1950
）
の
「
荒
野
」（“W

ilderness”

）
と
題
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
残
り
の
一
編
は
、
同
じ
短
編
集
の
「
中
間
地
帯
」（“T

he 

M
iddle G

round”

）
と
題
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
。

「
荒
野
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
四
編
と
い
う
の
は
、「
紅
葉
」（“R

ed 

L
eaves,” 1930

）、「
正
義
」（“A

 Justice,” 1931

）、「
求
愛
」（“A

 C
ourtship,” 

1948

）、
そ
し
て
「
見
よ
！
」（“L

o!,” 1934

）
で
あ
る
。
最
初
の
三
編
に
は
、

同
じ
名
前
の
登
場
人
物
が
複
数
現
れ
、
そ
の
一
部
は
さ
ら
に
『
行
け
、
モ
ー

セ
』
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。「
荒
野
」
に
属
す
る
四
つ
の
「
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「
紅
葉
」
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
首
長
イ
ッ
シ
テ
ィ
ベ
ハ
ー
（Issetibbeha

）

の
埋
葬
に
ま
つ
わ
る
物
語
で
あ
る
。
ド
ゥ
ー
ム
（D

oom

）
と
呼
ば
れ
た
先

代
の
あ
と
を
十
九
歳
で
引
き
継
ぎ
、
三
十
年
以
上
も
首
長
と
し
て
君
臨
し
た

イ
ッ
シ
テ
ィ
ベ
ハ
ー
が
、
つ
い
に
息
を
引
き
取
る
。
葬
儀
の
準
備
が
進
む
な

か
、殉
葬
す
べ
き
黒
人
奴
隷
の
召
使
い
が
逃
亡
し
、一
週
間
に
わ
た
る
追
跡
の

ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
の
首
長
で
あ
る
息
子
の
モ

ケ
タ
ビ
ー
（M

oketubbe

）
は
、
巨
体
で
ろ
く
に
動
け
ず
、「
奴
隷
狩
り
」
の

指
揮
を
ま
と
も
に
と
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
サ
イ
ズ
の
合
わ
な
い
パ
リ
土

産
の
ミ
ュ
ー
ル
を
履
く
こ
と
に
異
常
な
執
着
を
見
せ
、
む
く
ん
だ
足
は
血
流

不
全
を
引
き
起
こ
し
て
、
呼
吸
す
る
の
も
ま
ま
な
ら
な
い
あ
り
さ
ま
な
の
だ
。

　
「
正
義
」
で
は
、
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
の
名
前
の
由
来
が
明
ら
か
に
な

る
。
サ
ム
は
子
供
の
こ
ろ
、
ド
ゥ
ー
ム
と
呼
ば
れ
た
チ
ョ
ク
ト
ー
の
首
長
に

（
6
）

よ
っ
て
、「
ハ
ッ
ド
・
ト
ゥ
ー
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
」（H

ad-Tw
o-Fathers

）
と

名
づ
け
ら
れ
た
。「
二
人
の
父
親
が
い
た
者
」
と
い
う
名
前
を
与
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
出
奔
し
、
七
年
後
に
帰
郷
し
た
イ
ケ
モ

タ
ビ
ー
（Ikkem

otubbe

）
は
ド
ゥ
ー
ム
と
自
称
し
、
脅
迫
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
に

よ
っ
て
首
長
の
座
を
手
に
入
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
自
分
の
伯
父
で
あ
る
現

首
長
と
そ
の
息
子
を
毒
殺
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
次
期
首
長
た
る
も
う
一
人
の

伯
父
を
脅
迫
し
、
継
承
権
を
放
棄
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ

ン
ズ
か
ら
連
れ
帰
っ
た
六
人
の
黒
人
奴
隷
の
中
に
は
、
カ
ッ
プ
ル
が
い
た
。

夫
の
ほ
う
は
約
十
か
月
に
わ
た
り
、
村
を
あ
げ
て
の
大
掛
か
り
な
蒸
気
船
の

運
搬
作
業
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
。
作
業
が
一
段
落
し
た
こ
ろ
妻
が
生
ん
だ
赤

ん
坊
は
、
肌
の
色
に
「
問
題
」
が
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
色
が
薄
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
サ
ム
で
あ
っ
た
。

　
「
求
愛
」
は
、
イ
ケ
モ
タ
ビ
ー
の
若
か
り
し
頃
、
チ
カ
ソ
ー
の
女
性
を
め

ぐ
っ
て
白
人
男
性
と
恋
の
鞘
当
て
を
繰
り
広
げ
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
昔
話
で
あ

る
。
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
出
奔
す
る
前
、
イ
ケ
モ
タ
ビ
ー
は
陽
気
な
人
気

者
だ
っ
た
。
友
人
の
ハ
ー
マ
ン
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
（H

erm
an B

asket

）
の
妹
に

夢
中
に
な
っ
た
彼
は
、
恋
敵
で
あ
る
蒸
気
船
の
舵
手
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ホ
ガ

ン
ベ
ッ
ク
（D

avid H
ogganbeck

）
と
男
ら
し
さ
を
競
い
合
う
。
命
を
か
け

た
耐
久
レ
ー
ス
に
臨
み
、
勝
負
が
つ
か
ぬ
ま
ま
ふ
た
り
が
村
に
戻
っ
て
く
る

と
、
娘
は
す
で
に
冴
え
な
い
別
の
男
と
結
婚
し
て
い
た
。
人
種
の
垣
根
を
こ

え
た
友
情
と
男
同
士
の
絆
が
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
雰
囲
気
の
中
で
コ
ミ
カ

ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
ふ
た
り
は
蒸
気
船
に
乗
っ
て
河
を
下
り
、

姿
を
消
す
の
で
あ
っ
た
。

　
「
見
よ
！
」
で
は
、
チ
カ
ソ
ー
の
首
長
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
と
の

間
に
、
コ
ミ
カ
ル
か
つ
シ
ニ
カ
ル
な
駆
け
引
き
が
展
開
す
る
。
こ
の
物
語
に
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は
、
新
し
い
チ
カ
ソ
ー
の
首
長
が
登
場
す
る
。
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
や
っ

て
き
た
フ
ラ
ン
ス
人
を
父
親
に
も
つ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
デ
ル
（F

rancis 

W
eddel

）
で
あ
る
。
ウ
ェ
デ
ル
の
甥
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
に
お
け
る
土
地
の
売

買
が
引
き
金
と
な
り
白
人
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
が
、
そ
の
白
人
が
遺
体
で

発
見
さ
れ
た
。
合
衆
国
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
で
被
疑
者
の
甥
を
裁
い
て
も
ら

う
た
め
、
ウ
ェ
デ
ル
は
一
族
を
引
き
連
れ
、
大
挙
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に

押
し
か
け
る
。
そ
の
対
処
に
窮
し
た
ア
ン
ド
ル
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、

ウ
ェ
デ
ル
の
望
み
通
り
の
厳
正
な
手
続
き
の
執
行
を
装
う
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
場
し
の
ぎ
で
危
機
を
切
り
抜
け
る
。
し
か
し
こ
の
物
語
に
は
痛
烈
な
オ
チ

が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
件
が
一
段
落
し
て
一
年
も
た
た
な
い
こ
ろ
、
ウ
ェ
デ
ル

か
ら
ジ
ャ
ク
ソ
ン
へ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
再
訪
を
知
ら
せ
る
書
面
が
届
く
。
ウ
ェ

デ
ル
の
甥
が
、
今
度
は
別
の
白
人
と
の
間
に
、
全
く
同
じ
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ

し
た
と
い
う
の
だ
。
怒
り
心
頭
に
発
す
る
ア
ン
ド
ル
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
表

情
は
、
み
る
み
る
う
ち
に
大
統
領
か
ら
軍
人
の
そ
れ
へ
と
変
貌
す
る
。
ジ
ャ

ク
ソ
ン
は
チ
カ
ソ
ー
た
ち
の
進
路
を
阻
む
べ
く
、
つ
い
に
陸
軍
長
官
に
攻
撃

命
令
を
出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
四
つ
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」
を
読
み
較
べ
て
み
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
の
テ
ー
マ
や
ト
ー
ン
を
保
ち
つ
つ
も
、
全
体
で
ひ
と
つ
の

世
界
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
四
つ
の
物
語
の
時
代
と
舞
台
は
、

相
互
に
重
な
り
や
繋
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
い
た
物
語

群
と
し
て
、
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
郡
の
初
期
の
年
代
記
を
形
成
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ざ
年
代
の
計
算
を
始
め
る
と
、
ど
う
し
て
も

食
い
違
い
が
生
じ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」
は
、
一

八
二
九
年
か
ら
一
八
三
七
年
を
任
期
と
す
る
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
（A

ndrew
 

Jackson, 1767–1845

）
の
時
代
と
重
な
り
、
そ
の
周
辺
の
約
三
十
年
あ
ま
り

の
間
に
生
じ
た
出
来
事
を
扱
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
時
間
の
流
れ

の
中
に
は
到
底
収
ま
り
き
ら
な
い
豊
穣
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
詰
め
込
ま
れ
て
い

る
の
だ
。

●
変
幻
自
在
の
家
系
図
と
虚
構
の
「
史
実
」

　

決
定
版
の
家
系
図
が
引
け
な
い
。
そ
れ
が
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の「
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
物
語
」
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
同
じ
名
前
の
人
物
が
複
数
の
物
語
に
横
断
的

に
登
場
す
る
が
、
家
系
図
の
整
合
性
に
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の

大
前
提
と
し
て
、
そ
の
家
系
が
チ
カ
ソ
ー
な
の
か
、
あ
る
い
は
チ
ョ
ク
ト
ー

な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
す
っ
き
り
確
定
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も

疑
問
を
投
げ
る
べ
き
先
は
、
論
理
的
に
家
系
図
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
努
力

そ
れ
自
体
に
対
し
て
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

例
え
ば
、「
見
よ
！
」
に
お
い
て
ア
ン
ド
ル
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
わ

た
り
あ
う
チ
カ
ソ
ー
の
首
長
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
デ
ル
に
は
、
実
在
の
モ

デ
ル
が
い
る
。
そ
れ
は
チ
ョ
ク
ト
ー
の
首
長
だ
っ
た
グ
リ
ン
ウ
ッ
ド
・
レ
フ

ロ
ア
（G

reenw
ood L

eflore, 1800–65

）
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ェ
デ
ル
の
血
筋

が
再
び
登
場
す
る
の
が
、『
短
編
集
』
の
「
中
間
地
帯
」
の
最
後
を
飾
る
「
山

の
勝
利
」（“M

ountain V
ictory,” 1932

）
な
の
だ
が
、
こ
の
物
語
に
お
け
る

ウ
ェ
デ
ル
は
、
レ
フ
ロ
ア
と
同
じ
チ
ョ
ク
ト
ー
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

「
山
の
勝
利
」
が
実
存
的
な
テ
ー
マ
を
含
む
悲
劇
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
せ

ば
、
風
刺
の
ス
パ
イ
ス
が
強
く
効
い
た
喜
劇
「
見
よ
！
」
の
ウ
ェ
デ
ル
が
あ

え
て
チ
カ
ソ
ー
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
創
作
上
の
戦
略
的
な
意
図

が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」た
ち
の
家
系
図
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。「
紅
葉
」、「
正

義
」、「
求
愛
」
の
い
ず
れ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
大
き
な
存
在
感
を
放
っ
て
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い
る
の
は
ド
ゥ
ー
ム
で
あ
る
。
暗
殺
と
脅
迫
に
よ
り
首
長
の
座
に
つ
い
た
と

い
う
強
烈
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
物
語
の
内
部
に
共
通
し
て
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
家
系
図
に
お
け
る
ド
ゥ
ー
ム
の
位
置
づ
け
は
、

物
語
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
複
数
の
物
語
に
共
通
し
て
登
場

す
る
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
た
ち
の
名
前
を
比
較
し
は
じ
め
る
と
、
混
乱
し
て

く
る
。「
求
愛
」
お
よ
び
「
正
義
」
か
ら
浮
か
び
上
が
る
家
系
図
と
、「
紅
葉
」

の
内
容
を
も
と
に
引
い
た
家
系
図
が
、
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ー
ム
と

イ
ッ
シ
テ
ィ
ベ
ハ
ー
は
、
世
代
的
に
ど
ち
ら
が
先
な
の
か
。
ふ
た
つ
の
家
系

図
を
照
合
す
る
と
、
こ
の
二
者
の
世
代
関
係
が
逆
転
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ふ
た
つ
を
矛
盾
な
く
繋
ご
う
と
す
れ
ば
、
イ
ッ
シ
テ
ィ
ベ
ハ
ー
が
二
人
い
た

と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
紅
葉
」
に
お
い
て
も
「
求
愛
」
に
お
い
て
も
、
ド
ゥ
ー
ム
は

ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
・
ス
ー
ル=

ブ
ロ

ン
ド
・
ド
・
ヴ
ィ
ト
リ
と
接
触
し
て
お
り
、
こ
の
人
物
が
「
ド
ゥ
ー
ム
」
と

い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
狂
言
回
し
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
す
こ
の
人
物
は
、
か
な
り
怪
し
い
気
配
を
十
二
分
に
漂
わ
せ
て
お
り
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
創
造
し
た
登
場
人
物
の
な
か
で
も
傑
作
の
ひ
と
り
と
い
え

る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
す
な
わ
ち
「
騎
士
（
ナ
イ
ト
）」
と
い
う
の
は
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
（N

apoléon B
onaparte, 1769–1821

）
が
制
定
し
た
レ

ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
の
一
階
級
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
物
の
長

い
フ
ラ
ン
ス
名
は
、「
ヴ
ィ
ト
リ
出
身
の
騎
士
た
る
ブ
ロ
ン
ド
・
シ
ス
タ
ー
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
（Tow

ner 168

）。
ヴ
ィ
ト
リ
出
身
の
自
称
「
ナ
イ
ト
」

と
い
う
の
は
、
な
に
や
ら
胡
散
臭
い
が
、
と
に
か
く
こ
の
人
物
は
、
カ
ロ
ン

デ
レ
男
爵（B

aron Francisco L
uis H

ector D
e C

arondelet, 1747–1807

）や

ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
准
将
（Jam

es W
ilkinson, 1757–1825

）
を
「
友
人
」
と

呼
ん
で
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

史
実
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
の
カ
ロ
ン
デ
レ
男
爵
は
、
ス
ペ
イ
ン

統
治
下
の
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
お
い
て
一
七
九
一
年
か
ら
の
七
年
間
、
総

督
を
務
め
た
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ
や
ル
イ
ジ
ア
ナ
周
辺
に
住
ま
う
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・

ア
メ
リ
カ
ン
の
各
部
族
と
多
く
の
条
約
を
締
結
し
、
友
好
的
な
関
係
を
築
い

た
功
績
を
も
つ
。
他
方
、
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
は
ア
メ
リ
カ
陸
軍
の
准
将
と
し

て
一
七
九
一
年
に
ル
イ
ジ
ア
ナ
に
足
を
踏
み
入
れ
、
大
金
を
積
ん
で
ス
ペ
イ

ン
と
秘
密
裡
に
条
約
を
交
わ
し
、
ア
ー
ロ
ン
・
バ
ー
（A

aron B
urr, 1756– 

1836

）と
組
ん
で
メ
キ
シ
コ
侵
略
を
謀
る
な
ど
、
華
麗
な
暗
躍
を
み
せ
た
人
物 

で
あ
る
（Tow

ner 168

）。
こ
の
両
者
と
ド
・
ヴ
ィ
ト
リ
の
友
人
関
係
が
噂
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
設
定
は
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
政
治
の
表
裏
に
顔
が

き
く
と
い
う
示
唆
を
通
し
て
、
彼
の
胡
散
臭
さ
を
鮮
や
か
に
印
象
づ
け
て
い

る
。
ま
た
同
時
に
、
歴
史
上
の
人
物
へ
の
言
及
に
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
家

系
図
に
歴
史
的
な
裏
づ
け
を
与
え
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
前
面
に
出
す
効
果
も

あ
る
。

　

そ
の
観
点
か
ら
付
言
す
る
と
、「
求
愛
」
に
お
け
る
ド
ゥ
ー
ム
の
叔
父
、

イ
ッ
シ
テ
ィ
ベ
ハ
ー
は
、
ア
ン
ド
ル
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と
の
間
で
、
土
地
に

関
す
る
取
り
決
め
を
結
ん
で
い
る
。
二
人
は
面
会
し
、
合
意
の
印
に
「
棒
を

燃
や
し
て
」
合
衆
国
と
チ
カ
ソ
ー
の
土
地
の
間
に
境
界
線
を
引
い
た
と
い
う

の
だ（Issetibbeha and G

eneral Jackson m
et and burned sticks and signed 

a paper, and now
 a line ran through the w

oods, although you could not see 

it. [C
S 361]

）。「
求
愛
」
で
は
、
こ
の
時
イ
ッ
シ
テ
ィ
ベ
ハ
ー
が
チ
カ
ソ
ー

の
首
長
で
、「
ジ
ャ
ク
ソ
ン
将
軍
は
ア
メ
リ
カ
の
首
長
」
だ
っ
た
と
語
ら
れ
て

い
る
が
、
史
実
に
照
ら
せ
ば
こ
の
件
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
大
統
領
任
期
中
の

出
来
事
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
以
前
、
た
と
え
ば
一
八
一
四
年
に
結
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ば
れ
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
砦
の
条
約
（T

he T
reaty of Fort Jackson, 1814

）
か
、

あ
る
い
は
一
八
二
〇
年
の
チ
ョ
ク
ト
ー
と
の
条
約
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
（T

ow
ner 195

）。
一
八
一
二
年
に
勃
発
し
た
米
英
戦
争
は
、
戦

場
と
な
っ
た
地
域
に
暮
ら
す
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
各
部
族
を
巻
き
込
み
、
彼

ら
を
追
い
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ン
ド
ル
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
当
時
ア

メ
リ
カ
側
の
兵
士
を
指
揮
し
、
ク
リ
ー
ク
族
を
攻
撃
し
て
降
伏
に
追
い
込
ん

だ
。
ま
た
一
八
一
五
年
の
年
明
け
に
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
戦
い
で
イ
ギ
リ

ス
軍
を
破
り
、
英
雄
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
求
愛
」
の
な
か
で
、
恋
敵
と
張

り
合
っ
て
ハ
ー
マ
ン
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
妹
に
攻
勢
を
か
け
る
イ
ケ
モ
タ
ビ
ー

は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
将
軍
の
お
さ
が
り
の
軍
服
を
着
て
腕
組
み
を
し
、
誇
ら
し

げ
な
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
み
せ
る
（C

S 370

）。
微
笑
ま
し
く
も
痛
烈
な
皮
肉
が

込
め
ら
れ
た
光
景
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
イ
ッ
シ
テ
ィ
ベ
ハ
ー

に
贈
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
幾
多
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
掃
討
作
戦
を
経

て
、
彼
ら
の
血
が
染
み
込
ん
だ
軍
服
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

最
後
に
地
理
的
観
点
か
ら
も
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
周
辺
の
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の

動
き
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
チ
カ
ソ
ー
と
チ
ョ

ク
ト
ー
は
、
い
ず
れ
も
マ
ス
コ
ギ
語
族
（M

uskhogian

）
に
属
す
る
が
、
前

者
は
現
在
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
の
北
部
、
後
者
は
中
部
お
よ
び
南
部
に
住
ん
で

い
た
。
両
者
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
（C

herokee

）、
ク
リ
ー
ク
（C

reek

）、
セ
ミ

ノ
ー
ル
（S

em
inole

）
と
と
も
に
、
文
明
化
五
部
族
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
五
部
族
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
南
東
部
、
す
な
わ
ち
ア
パ
ラ
チ

ア
山
脈
以
南
か
つ
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
以
東
の
地
域
に
暮
ら
し
て
い
た
。
十
六
世

紀
半
ば
に
ス
ペ
イ
ン
人
が
こ
の
地
域
に
現
れ
て
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン

ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
入
植
者
と
先
住
民
の
部
族
の
各
勢
力
は
複
合
的

に
関
係
を
築
く
。
チ
ョ
ク
ト
ー
が
フ
ラ
ン
ス
と
同
盟
を
結
ん
だ
の
に
対
し
て
、

チ
カ
ソ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
と
手
を
組
み
、両
者
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
。
ア
メ
リ

カ
独
立
革
命
後
は
合
衆
国
政
府
と
の
間
に
土
地
問
題
が
浮
上
し
、
米
英
戦
争

で
は
ア
メ
リ
カ
南
東
部
も
戦
場
と
な
っ
た
。
そ
の
間
、
一
八
一
四
年
の
ホ
ー

ス
シ
ュ
ー
・
ベ
ン
ド
（T

he B
attle of H

orseshoe B
end, 1814

）
の
戦
い
で
は

ア
ン
ド
ル
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
介
入
に
よ
り
ク
リ
ー
ク
族
が
打
撃
を
受
け
る
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
大
統
領
就
任
後
は
、
一
八
三
〇
年
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
強
制

移
住
法
」（Indian R

em
oval A

ct, 1830

）
に
よ
り
、「
涙
の
旅
路
」（T

rail of 

Tears

）
と
し
て
知
ら
れ
る
オ
ク
ラ
ホ
マ
へ
の
強
制
移
住
が
行
わ
れ
た
。

　

ル
イ
ス
・
ダ
ブ
ニ
ー
（L

ew
is D

abney

）
は
、「
涙
の
旅
路
」
と
い
え
ば

一
八
三
八
年
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
の
移
動
が
ま
ず
連
想
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を

む
け
た
う
え
で
、
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
（A

lexis de Tocqueville, 

1805–1859

）
が
、
チ
ョ
ク
ト
ー
の
移
動
の
様
子
を
書
き
残
し
て
い
る
こ
と

に
触
れ
て
い
る
。
一
八
三
一
年
の
十
二
月
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
チ
ョ
ク
ト
ー
の

人
び
と
の
移
動
を
目
撃
し
た
の
だ
。
彼
は
、
黙
々
と
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
を
渡
っ

て
い
く
一
団
の
様
子
を
強
く
印
象
に
と
ど
め
て
い
る
。
ダ
ブ
ニ
ー
は
、
チ
ョ

ク
ト
ー
の
三
分
の
一
が
ミ
シ
シ
ッ
ピ
中
央
部
の
「
小
さ
な
保
留
地
」
に
残
っ

た
が
、
チ
カ
ソ
ー
に
つ
い
て
は
す
べ
て
が
移
住
し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出

し
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
生
き
た
時
代
に
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
北
部
に
「
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
」
は
す
で
に
い
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（D

abney 7

）。
そ
の

う
え
で
ダ
ブ
ニ
ー
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
関
し
て
描
い
た

出
来
事
が
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
に
連
邦
事
務
所
お
よ
び
交
易
所
が
創
設
さ
れ
た
一

八
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
一
八
三
〇
年
代
の
強
制
移
住
ま
で
の
間
に
起
こ
っ
た

も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
つ
ま
り
一
世
代
、
約
三
十
年
の
間
の
出
来
事

が
、
二
世
代
か
ら
三
世
代
分
の
長
さ
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

（D
abney 14

）。
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フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
創
造
し
た
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち

は
、
全
く
の
虚
構
と
も
い
え
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
作
中
に
描
か
れ
た
よ
う

な
姿
で
実
在
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
彼
ら
は
史
実
と
の
繋
が
り
を
一
定

程
度
保
ち
な
が
ら
も
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
独
自
の
時
間
体
系
の
な
か
で
、
水
を

得
た
魚
の
よ
う
に
生
き
生
き
と
大
地
を
闊
歩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

●『
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
』
と
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」

　

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」
に
お
け
る
、
家
系
図
の
矛
盾
や

時
系
列
の
不
一
致
の
問
題
に
頭
を
か
か
え
た
の
が
、『
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
』（T

he Portable Faulkner, 1946

）
を
編
纂
し
た
マ
ル
カ
ム
・
カ
ウ

リ
ー
（M

alcolm
 C

ow
ley, 1998–89

）
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
同
年

代
の
批
評
家
カ
ウ
リ
ー
は
、
一
九
四
〇
年
代
の
半
ば
に
さ
し
か
か
っ
た
こ
ろ
、

当
時
あ
ま
り
読
ま
れ
な
く
な
っ
て
い
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
を
年
代
記
風

に
配
列
し
て
選
集
を
編
む
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
り
か
か
っ
た
。『
ポ
ー

タ
ブ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
』
の
出
版
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
へ
の
関
心
度
を
高

め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
流
れ
は
一
九
五
〇
年
の
ノ
ー
ベ
ー
ル
文
学
賞
受
賞

へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
カ
ム
・
カ
ウ
リ
ー
は
一
九
四
四
年
の
は
じ
め
に
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
オ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
宛
て
て
、
最
初
の
手
紙
を
送
っ
た
。
面

会
を
希
望
す
る
と
い
う
そ
の
手
紙
へ
の
返
信
は
、
約
三
か
月
後
の
五
月
七
日

付
で
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
か
ら
投
函
さ
れ
た
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
一
九
四
二
年
か

ら
ワ
ー
ナ
ー
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
と
の
契
約
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

か
ら
始
ま
っ
た
ふ
た
り
の
往
復
書
簡
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」、
と
り
わ
け
「
正
義
」
と
「
紅
葉
」
を
話

題
の
中
心
と
す
る
手
紙
の
や
り
と
り
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

　

カ
ウ
リ
ー
は
、
一
九
四
五
年
の
八
月
九
日
、「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
様
」（“D

ear 

Faulkner:”

）
と
書
き
起
こ
し
て
、
お
よ
そ
六
百
ペ
ー
ジ
、
単
語
数
は
二
十
万

の
規
模
で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
集
を
構
想
し
た
い
む
ね
の
手
紙
を
送
っ
て

い
る
（F

C
F

 22–27

）。
そ
の
中
で
カ
ウ
リ
ー
は
、
自
分
と
し
て
は
「
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
名
作
選
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
、「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ミ
シ
シ
ッ

ピ
シ
リ
ー
ズ
」の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
る
と
説
明
し
た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

の
時
代
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
い
た
る
ま
で
の
、
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
の

見
取
り
図
を
読
者
に
提
供
し
た
い
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
つ
い
て
は
「
紅

葉
」
ま
た
は
「
正
義
」
か
ら
始
め
て
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
を
描
い

た
「
昔
あ
っ
た
話
」（“W

as,” 1940

）
へ
と
つ
な
ぎ
、
南
北
戦
争
時
代
に
関
し

て
は
「
征
服
さ
れ
ざ
る
人
び
と
」（“T

he U
nvanquished,” 1938

）、
南
部
再

建
時
代
に
つ
い
て
は
「
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
」（“W

ash,” 1934

）
あ
た
り
を
使
い
た

い
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
と
相
談
を
持
ち
か
け
た
。

　

ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
の
年
代
記
と
い
う
構
想
に
む
け
て
、
具
体
的
な
編
纂

作
業
を
念
頭
に
お
き
、
カ
ウ
リ
ー
は
早
く
も
次
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け

た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
、
最
初
は
チ
ョ
ク
ト
ー
だ
っ
た
の
に
、
最
終
的
に
は
チ

カ
ソ
ー
に
変
わ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同

じ
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
が
、「
正
義
」
で
は
チ
ョ
ク
ト
ー
、『
行
け
、
モ
ー

セ
』
の
「
熊
」
で
は
チ
カ
ソ
ー
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

カ
ウ
リ
ー
は
、「
初
期
作
品
を
見
直
し
て
、
設
定
の
矛
盾
を
直
し
て
ほ
し
い
」

と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
要
望
し
た
（F

C
F

 23–24

）。

　

こ
の
カ
ウ
リ
ー
の
手
紙
に
対
し
、
一
週
間
後
の
八
月
十
六
日
付
で
、
ハ

リ
ウ
ッ
ド
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
か
ら
返
信
が
届
い
た
。
彼
は
「
カ
ウ
リ
ー
様
」

（“D
ear C

ow
ley:”

）
と
書
き
起
こ
し
、「
ぜ
ひ
と
も
私
の
ア
ポ
ク
リ
フ
ァ
ル
な

世
界
、
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ー
フ
ァ
郡
の
集
大
成
と
な
る
本
を
作
り
ま
し
ょ
う
」
と
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賛
同
の
意
を
表
し
て
い
る
。

　

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
チ
ョ
ク
ト
ー
か
チ
カ
ソ
ー
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

「
実
は
チ
カ
ソ
ー
だ
、
そ
う
し
て
お
い
て
よ
い
」
と
答
え
た
後
、
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
は
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。「
紅
葉
」
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
チ

カ
ソ
ー
だ
が
、「
正
義
」
に
つ
い
て
は
、「
ど
ち
ら
で
も
あ
り
え
た
」
と
い
う
。

ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
と
の
関
係
が
深
い
の
は
チ
ョ
ク
ト
ー
の
ほ
う
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
た
う
え
で
、
手
書
き
の
地
図
を
カ
ウ
リ
ー
に
送
り
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
チ
カ
ソ
ー
と
チ
ョ
ク
ト
ー
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
境

界
線
が
、
私
の
家
の
近
く
を
通
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
は
単
に
自
分
の
手
元

で
、
部
族
の
位
置
を
少
し
動
か
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
両
部
族
の
様
子

は
、
す
こ
し
違
う
も
の
で
す
か
ら
。」（F

C
F

 25

）
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
描
い
た

地
図
は
、
一
八
三
〇
年
以
前
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
の
地
図
と
符
合
す
る
。
確
か
に

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
付
近
は
チ
カ
ソ
ー
の
領
域
で
あ
り
、「
熊
」
の
舞
台
で
あ
る

ミ
シ
シ
ッ
ピ
・
デ
ル
タ
の
奥
深
く
へ
進
む
と
、
チ
ョ
ク
ト
ー
の
土
地
に
入
る

の
だ
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
そ
の
土
地
柄
を
利
用
し
、
両
部
族
を
物
語
の
な
か

で
自
在
に
使
い
分
け
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
か
ら
の
賛
同
を
得
た
カ
ウ
リ
ー
は
、
そ
の
後
も
精
力
的
に

仕
事
を
進
め
る
。
一
九
四
五
年
十
一
月
二
日
、
カ
ウ
リ
ー
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
住
所
に
宛
て
て
、
編
集
者
の
立
場
か
ら
少
な
く
と
も

四
つ
の
質
問
な
い
し
指
摘
を
書
き
送
っ
た
。『
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
』

を
八
部
か
ら
な
る
構
成
に
す
る
と
し
て
、
そ
の
第
一
部
に
は
、「
昔
の
人
び

と
」（“T

he O
ld P

eople”

）
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
、
物
語
を
年
代
順
に
並

べ
る
。
そ
こ
ま
で
は
問
題
な
い
の
だ
が
、
こ
の
第
一
部
に
収
録
予
定
の
二
作

品
、「
紅
葉
」
と
「
正
義
」
は
、
ど
ち
ら
を
先
に
置
け
ば
よ
い
の
か
。
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
年
代
を
ど
の
よ
う
に
表
示
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
カ
ウ
リ
ー
は
決
め

（
7
）

か
ね
て
い
た
。
そ
の
答
え
を
見
出
す
べ
く
、
カ
ウ
リ
ー
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に

問
い
合
わ
せ
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ウ
リ
ー
は
、「
紅
葉
」
か
ら
導
き
出

し
た
家
系
図
を
根
拠
と
し
て
理
詰
め
で
考
察
し
、「
紅
葉
」
の
年
代
を
「
一
八

四
五
」
と
想
定
し
て
い
た
。

　

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
か
ら
カ
ウ
リ
ー
へ
の
返
信
は
、
五
日
後
に
エ
ア
メ
ー
ル
で

届
い
た
。
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
タ
イ
プ
打
ち
の
手
紙
に
し
た
た
め
ら
れ
た

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
回
答
は
、
カ
ウ
リ
ー
の
努
力
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
批

評
の
見
地
と
は
全
く
別
次
元
の
土
俵
に
立
っ
て
「
ア
ポ
ク
リ
フ
ァ
ル
な
」
世

界
を
生
み
出
す
作
家
の
、
極
め
て
自
由
な
一
面
を
垣
間
見
せ
て
お
り
、
愉
快

で
あ
る
。
ま
ず
は
返
答
の
断
り
書
き
と
し
て
、「
私
は
年
代
や
系
譜
図
を
作
ら

な
い
の
で
す
。
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
そ
の
と
き
ど
き
で
変
わ
る
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
。
実
際
、
そ
う
な
り
ま
し
た
。」
と
述
べ
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
た
ち
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
詳
し
く
回
答
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
こ
の
返

信
の
な
か
で
、
カ
ウ
リ
ー
に
対
す
る
ね
ぎ
ら
い
の
気
持
ち
を
次
の
よ
う
な
か

た
ち
で
表
現
し
て
い
る
。「
こ
の
不
整
合
の
問
題
に
い
ず
れ
直
面
な
さ
る
だ

ろ
う
と
、
少
し
前
か
ら
気
づ
い
て
お
り
ま
し
て
、
お
気
の
毒
に
思
っ
て
い
た

の
で
す
。」
カ
ウ
リ
ー
が
「
紅
葉
」
の
設
定
を
一
八
四
五
年
ご
ろ
と
類
推
し

て
い
る
こ
と
は
了
解
し
つ
つ
も
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
こ
の
点
に
関
し
て
カ
ウ

リ
ー
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
年
代
の
不
整
合
は
、
ヨ
ク
ナ

パ
ト
ー
フ
ァ
を
流
れ
る
時
間
の
可
塑
性
に
端
を
発
し
て
い
る
と
し
て
も
、
一

八
四
〇
年
代
以
前
に
先
住
民
の
土
地
が
白
人
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
歴
史
的
な
記
録
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
と
っ
て
、「
ア
ポ
ク
リ
フ
ァ
ル
」
な

世
界
と
現
実
世
界
を
つ
な
ぎ
と
め
る
重
要
な
結
節
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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●
追
跡
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
逃
げ
る
黒
人
の
対
位
法

　

エ
ル
モ
・
ハ
ウ
エ
ル
は
「
紅
葉
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て

い
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
こ
の
作
品
を
書
い
た
目
的
は
、「
知
り
う
る
限
り
の

い
か
な
る
道
徳
観
念
を
も
っ
て
し
て
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
荒
野
の
恐
ろ
し

さ
」
を
創
造
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
荒
野
に
お
け
る
脅

威
の
具
体
例
と
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
よ
る
「
黒
人
狩
り
」
を
挙
げ
た
う

え
で
、
そ
の
脅
威
の
正
体
は
、
道
徳
観
念
自
体
の
不
在
で
あ
る
と
論
じ
て
い

る
（H

ow
ell, “L

egacy” 297

）。
ま
た
ハ
ウ
エ
ル
は
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
（Joseph 

C
onrad, 1857-1924

）
の
『
闇
の
奥
』（H

eart of D
arkness, 1902

）
を
引
き

合
い
に
出
し
、「
人
間
の
道
徳
性
が
取
り
払
わ
れ
、
生
存
競
争
が
む
き
出
し
に

な
る
状
態
」
が
描
出
さ
れ
て
い
る
点
を
両
者
の
共
通
項
と
見
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
「
紅
葉
」
と
い
う
作
品
の
本
質
は
、「
奴
隷
制
度
そ
の
も
の
や
、
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
に
よ
る
黒
人
の
扱
い
の
問
題
と
は
関
係
が
な
く
、
弱
肉
強
食
の

ジ
ャ
ン
グ
ル
と
し
て
人
生
一
般
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
」
に
あ
っ
た
の
だ
と

主
張
し
て
い
る
（H

ow
ell, “L

egacy” 299

）。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け

だ
ろ
う
か
。
史
実
を
念
入
り
に
ず
ら
し
、
そ
こ
に
批
評
的
精
神
を
注
ぎ
込
む

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
こ
そ
命
が
宿
る
。

ま
た
な
に
よ
り
も
、
物
語
を
提
示
す
る
た
め
の
語
り
の
技
法
こ
そ
が
、
そ
の

デ
ィ
テ
ー
ル
に
命
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
紅
葉
」
は
、
追
う
者
と
追
わ
れ
る
者
の
物
語
で
あ
る
。
首
長
の
イ
ッ
シ

テ
ィ
ベ
ハ
ー
の
死
に
際
し
て
、
共
に
葬
る
べ
き
黒
人
の
召
使
い
が
逃
亡
す
る
。

部
族
の
者
た
ち
は
彼
を
追
跡
し
、
つ
い
に
捕
ま
え
る
の
で
あ
る
。
黒
人
と
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
の
双
方
の
視
点
か
ら
追
跡
の
一
部
始
終
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、

語
り
手
と
登
場
人
物
た
ち
と
の
距
離
感
は
、
黒
人
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
で
微

妙
に
異
な
る
。
語
り
手
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
動
き
を
追
い
か
け
る
が
、
決
し

て
彼
ら
の
意
識
の
内
側
に
は
入
り
込
ま
な
い
。
直
接
話
法
を
多
用
し
、
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
た
ち
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
の
や
り
と
り
を
そ
の
ま
ま
提
示
す

る
の
だ
。
し
か
し
、
黒
人
の
召
使
い
の
場
合
は
違
う
。
語
り
手
は
時
と
し
て
、

彼
の
意
識
の
内
部
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
く
。
生
命
力
に
溢
れ
た
こ
の
黒
人

が
、
逃
亡
の
過
程
で
死
と
向
き
合
い
、
自
分
の
中
に
あ
る
生
へ
の
執
着
を
改

め
て
確
認
す
る
と
き
、
語
り
手
は
自
由
間
接
話
法
に
よ
っ
て
黒
人
の
内
面
に

入
り
込
む
の
で
あ
る
。

...the N
egro could hear the drum

s…
as though they w

ere in the barn 

itself below
 him

…
It w

as as though he could see the fire too, and 

the black lim
bs turning into and out of the flam

es in copper gleam
s. 

O
nly there w

ould be no fire. T
here w

ould be no m
ore light there than 

w
here he lay in the dusty loft…

since fire w
ould signify life. T

here 

w
as a fire in the steam

boat, w
here Issetibbeha lay dying am

ong his 

w
ives…

.T
he thin w

hisper of rat feet died in fainting gusts along the 

rafters. O
nce he had eaten rat. （C

S 329–30

）

語
り
手
は
、
ま
ず
黒
人
の
聴
覚
の
描
写
か
ら
始
め
、
自
由
間
接
話
法
に
切
り

替
え
て
彼
の
脳
裏
に
焼
き
つ
く
想
像
上
の
「
火
」
を
読
者
に
見
せ
た
あ
と
、

彼
の
網
膜
に
映
る
現
実
の
「
火
」
を
描
写
す
る
。
そ
う
し
て
命
と
炎
の
メ
タ

フ
ァ
ー
を
確
立
し
て
お
き
、
再
び
黒
人
の
聴
覚
に
戻
っ
て
現
実
の
ネ
ズ
ミ
の

足
音
に
言
及
し
た
あ
と
、
黒
人
が
か
つ
て
捕
ま
え
て
食
べ
た
記
憶
の
中
の
ネ

ズ
ミ
へ
と
焦
点
を
ず
ら
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
語
り
手
は
、
話
法
を

変
え
な
が
ら
黒
人
の
意
識
の
流
れ
を
追
い
か
け
る
。
黒
人
が
ネ
ズ
ミ
を
捕
え

て
食
べ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
黒
人
の
命
と
、
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相
似
的
な
関
係
を
結
ぶ
。　

　

黒
人
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
え
る
状
況
は
、
小
さ
な
動
物
た

ち
に
焦
点
を
絞
っ
た
場
面
に
お
い
て
、
示
唆
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
首
長

と
一
緒
に
埋
葬
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
家
畜
小
屋
に
隠
れ
て
身
を
潜
め
て
い
る

黒
人
の
様
子
を
み
て
み
よ
う
。

 
彼
は
家
畜
小
屋
で
し
ゃ
が
み
こ
み
、
野
生
を
失
っ
た
ネ
ズ
ミ
を
じ
っ
と

見
て
い
た
。
そ
の
ネ
ズ
ミ
は
、
文
明
化
し
た
人
間
の
生
活
圏
に
入
り
込

む
こ
と
に
よ
り
、
生
来
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
、
四
肢
や
目
の
す
ば
し

こ
い
動
き
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
彼
は
ふ
つ
う
に
手
を
伸
ば
す
だ

け
で
、
難
な
く
ネ
ズ
ミ
を
捕
ま
え
、
ゆ
っ
く
り
食
べ
た
。
こ
ん
な
こ
と

な
ら
、
ほ
か
の
ネ
ズ
ミ
は
ど
う
し
て
長
年
捕
ま
る
こ
と
も
な
く
、
逃
げ

お
お
せ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
。（C

S 330

）

黒
人
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
対
比
的
な
提
示
が
前
提
と
な
り
、
文
明
に
染
ま
っ

て
生
来
の
敏
捷
さ
を
失
っ
た
ネ
ズ
ミ
は
、「
不
活
性
」
に
陥
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
こ
で
立
場
の
逆
転
が
起
き
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ

う
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
追
跡
さ
れ
、
や
が
て
命
を
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

黒
人
が
、
活
性
を
失
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
像
の
投
影
と
し
て
の
ネ
ズ
ミ
を
滅

ぼ
す
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
納
屋
を
出
て
戸
外
に
逃
亡
し
た
黒
人
が
、
蟻
を
食

べ
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

も
う
少
し
で
日
が
沈
む
こ
ろ
、
彼
は
倒
木
の
陰
に
身
を
横
た
え
て
い
た
。

倒
木
の
上
を
ゆ
っ
く
り
と
進
む
蟻
の
行
列
が
見
え
た
。
彼
は
一
匹
ず
つ

（
8
）

蟻
を
つ
ま
ん
で
、
ゆ
っ
く
り
と
食
べ
た
。
デ
ィ
ナ
ー
の
席
に
招
か
れ
た

客
が
、
お
皿
に
手
を
伸
ば
し
て
塩
味
の
ナ
ッ
ツ
を
食
べ
て
い
る
よ
う
な
、

淡
々
と
し
た
様
子
だ
っ
た
。
蟻
も
塩
味
が
し
た
。
小
さ
い
わ
り
に
は
唾

液
が
過
剰
に
出
る
。
彼
は
蟻
を
ゆ
っ
く
り
食
べ
な
が
ら
、
倒
木
を
登
っ

て
ゆ
く
切
れ
目
の
な
い
行
列
が
、
完
璧
な
縦
列
で
着
実
に
前
進
し
、
一

心
不
乱
に
宿
命
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
い
く
の
を
見
つ
め
て
い
た
。

（C
S 334

）

今
度
は
奴
隷
と
し
て
の
黒
人
の
状
況
が
、
自
然
界
に
お
け
る
蟻
の
生
命
力
に

重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
蟻
の
列
を
ゆ
っ
く
り
と
間
引
き
す
る
黒
人
の
行
為
は
、

個
と
し
て
の
蟻
の
消
滅
が
、
行
列
の
進
行
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
事
態

の
、
確
認
に
つ
な
が
る
。
自
分
の
死
を
目
前
に
し
た
黒
人
の
、
自
虐
的
と
も

と
れ
る
こ
の
行
為
は
、
し
か
し
な
が
ら
悟
り
の
境
地
へ
と
彼
を
誘
導
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
直
後
、
黒
人
は
ヌ
マ
マ
ム
シ
に
噛
ま
れ
る
。
肉
体

的
に
死
の
恐
怖
を
感
じ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
黒
人
は
「
生
へ
の
欲
望
の
深

さ
」（C

S 335

）
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

●
壮
大
な
風
刺
の
ド
ラ
マ
と
し
て
の
「
紅
葉
」

　
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」の
文
脈
に
お
い
て「
紅
葉
」を
読
む
と
き
、
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
が
独
自
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
創
造
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
一
連
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」
の
中

に
、
豊
富
な
デ
ィ
テ
ー
ル
を
書
き
込
ん
だ
。
ア
メ
リ
カ
南
部
の
状
況
の
み
な

ら
ず
、
合
衆
国
の
領
土
拡
大
に
と
も
な
う
先
住
民
の
苦
難
の
歴
史
を
も
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
自
在
に
時
空
間
を
伸
縮
し
、
繰
り
返
す
円
環
の
語
り
に
の

せ
て
、
真
実
味
は
あ
る
が
実
際
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
姿
の
イ
ン
デ
ィ
ア
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ン
を
創
造
し
た
。
そ
う
し
て
作
り
上
げ
た
舞
台
と
役
者
を
用
い
て
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
は
、「
紅
葉
」
と
い
う
作
品
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
何
を
表
現
し
た
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。「
紅
葉
」
に
お
け
る
語
り
の
技
法
も
考
慮
に
い
れ
る
と
、
こ
の

作
品
が
単
に
、
慣
れ
親
し
ん
だ
土
地
を
追
わ
れ
、
強
制
移
住
の
途
上
で
命
を

落
と
し
た
ア
メ
リ
カ
先
住
民
へ
の
挽
歌
で
は
な
い
こ
と
が
、
容
易
に
推
測
さ

れ
る
。
む
し
ろ
「
紅
葉
」
は
、
歴
史
の
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
を
切
り
開
い
て
創
造

し
た
架
空
の
「
荒
野
」
に
お
け
る
、
壮
大
な
風
刺
の
ド
ラ
マ
と
し
て
存
在
感

を
発
揮
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

　

物
語
の
冒
頭
で
、
黒
人
を
追
跡
す
る
ス
リ
ー
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
ル
イ
・
ベ

リ
ー
の
会
話
を
聞
い
た
と
き
か
ら
、
読
者
は
奇
妙
な
宙
吊
り
状
態
を
味
わ
う
。

続
い
て
黒
人
の
内
面
に
入
り
込
む
語
り
の
手
法
に
触
れ
、
そ
の
感
覚
は
さ
ら

に
強
ま
る
。
奴
隷
の
殉
葬
、
黒
人
と
家
畜
と
の
同
一
視
、
ネ
ズ
ミ
や
蟻
の
捕

食
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ご
く
自
然
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
、
読
者
は
こ
れ
を
非
日
常
的
な
別
世
界
の
物
語
と
し
て
認

識
し
、
こ
こ
で
起
こ
る
す
べ
て
の
出
来
事
に
対
し
て
、
道
徳
的
な
価
値
判
断

を
便
宜
的
に
一
時
停
止
す
る
こ
と
を
選
ぶ
。
読
解
の
モ
ー
ド
を
歴
史
物
語
か

ら
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
と
変
更
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
へ
の
言
及
は
、

こ
の
ギ
ア
チ
ェ
ン
ジ
を
決
定
的
に
促
進
す
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
、
ア
メ
リ

カ
先
住
民
の
チ
カ
ソ
ー
や
チ
ョ
ク
ト
ー
に
関
す
る
史
実
に
反
し
て
、
カ
ニ
バ

リ
ズ
ム
の
衝
撃
的
な
モ
チ
ー
フ
を
利
用
し
た
の
は
、
読
者
を
こ
の
宙
吊
り
状

態
へ
導
く
た
め
の
有
効
な
手
続
き
と
し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

道
徳
的
な
価
値
判
断
が
無
効
に
な
る
世
界
に
身
を
お
く
と
い
う
こ
と
は
、

現
実
世
界
で
日
常
的
に
縛
ら
れ
て
い
る
偏
見
や
差
別
意
識
か
ら
も
自
由
に
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
読
書
体
験
と
し
て
、「
紅
葉
」
の
非
日
常
的
な
世
界
に

足
を
踏
み
入
れ
る
読
者
は
ま
た
、
最
初
に
出
会
っ
た
登
場
人
物
た
ち
、
す
な

わ
ち
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ふ
た
り
へ
の
感
情
移
入
を
保
留
す
る
。
そ
う
し
て
宙

吊
り
状
態
の
ま
ま
、
語
り
手
に
導
か
れ
て
「
荒
野
」
を
見
学
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
舞
台
鑑
賞
の
準
備
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
語
り
手
は
次
々

に
、
矛
盾
に
満
ち
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
言
動
の
披
露
を
始
め
る
。
一
種
の
ド

ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
。
感
情
的
な
価
値
判
断
を
保
留
に
し
て

第
三
者
の
中
立
的
な
立
場
か
ら
鑑
賞
す
る
と
き
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ア
イ
ロ

ニ
ー
は
本
来
の
効
果
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
実
例
を
見
て
み
よ
う
。「
紅
葉
」
の
中
で
読
者
は
、
労
働
に
携
わ
る
黒

人
た
ち
に
「
野
蛮
」（“savage”

）
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
彼
ら
を
家
畜

同
様
に
扱
う
こ
と
に
全
く
疑
念
を
抱
か
な
い
と
い
う
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
に

出
会
う
。
そ
の
う
え
彼
ら
は
、「
名
誉
」
と
「
儀
礼
」
の
名
の
も
と
に
、
何
の

罪
も
な
い
一
人
の
黒
人
奴
隷
の
命
を
奪
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
読
者
は
、「
荒

野
」
と
い
う
舞
台
の
上
で
展
開
す
る
ド
ラ
マ
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
態

を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
黒
人
の
「
野
蛮
」
を
あ
ざ
わ
ら
う
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
自
身
が
、
人
道
的
見
地
か
ら
み
て
許
容
し
が
た
い
行
為
に
及
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
当
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
、
み
ず
か
ら
の
言

動
の
矛
盾
に
全
く
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
事
態
に
接

し
て
、
第
三
者
と
し
て
の
観
客
た
る
読
者
は
、
失
笑
を
禁
じ
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
観
客
は
ま
た
同
時
に
、
部
族
と
し
て
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
が
衰
退
の

道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
の
を
知
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ま
だ
こ
の
先
が
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
「
紅
葉
」
に
仕
掛
け

た
風
刺
の
花
火
は
、
こ
の
あ
と
が
本
番
な
の
だ
。
舞
台
の
上
で
展
開
す
る
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
と
黒
人
の
関
係
性
は
、
た
と
え
ば
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
故
郷
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
南
部
の
観
客
に
と
っ
て
、
傍
観
の
対
象
で
は
な
い
。
ど
こ
か
別

世
界
に
お
け
る
他
者
と
他
者
の
関
係
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
は
そ
の
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ま
ま
、
白
人
と
黒
人
の
関
係
性
と
相
似
的
に
重
な
り
合
う
。
そ
の
瞬
間
、
痛

烈
な
風
刺
の
花
火
は
闇
の
荒
野
を
背
景
に
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
。「
紅
葉
」

の
初
出
が
一
九
三
〇
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
二
段
階

の
仕
掛
け
は
有
効
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
公
民
権
運
動
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ

る
の
は
、
ま
だ
二
十
数
年
先
の
こ
と
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
風
刺
の
腕
前
は
、
語
り
の
手
法
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
最
も
効
果
的
に
発
揮
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
物
語
の
冒
頭
に

現
れ
る
ふ
た
り
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
会
話
と
鮮
や
か
な
好
対
照
を
な
す
も
の

と
し
て
、「
黒
衣
の
道
化
師
」（“Pantaloon in B

lack”

）
の
中
に
出
て
く
る
白

人
保
安
官
の
セ
リ
フ
を
見
て
お
こ
う
。 「
黒
衣
の
道
化
師
」
に
お
い
て
も
、
二

つ
語
り
の
視
点
が
対
位
法
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
紅
葉
」
に
登
場
す
る
ふ
た
り
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
、
黒
人
た
ち
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
た
。

「
や
つ
ら
は
、
馬
と
か
犬
と
一
緒
だ
な
」「
理
解
不
能
だ
な
」（C

S 314

）

「
や
つ
ら
は
野
蛮
人
だ
な
。
し
き
た
り
を
守
る
な
ん
て
期
待
す
る
ほ
う
が

無
理
だ
」（C

S 316

）

他
方
、「
黒
衣
の
道
化
師
」
の
白
人
保
安
官
は
、
黒
人
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
発
言
を
す
る
。

「
だ
っ
て
や
つ
ら
は
人
間
じ
ゃ
な
い
か
ら
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
の
気
持
ち

と
か
、
人
間
ら
し
い
情
感
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
つ
ら

は
野
生
の
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
の
群
れ
と
変
わ
ら
ん
の
だ
」（G

D
M

 154

）

（
9
）

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
あ
る
い
は
白
人
保
安
官
が
念

頭
に
お
い
て
い
る
黒
人
の
登
場
人
物
は
、
死
の
恐
怖
や
哀
し
み
に
直
面
し
て

お
り
、
平
生
の
心
理
状
態
を
保
て
な
い
環
境
に
あ
る
。
そ
の
事
情
に
対
す
る

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
白
人
側
の
無
理
解
が
、
語
り
の
手
法
に
よ
っ
て
明
確
に
あ

ぶ
り
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
生
ま
れ
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
紅
葉
」
に
戻
ろ
う
。「
荒
野
」
の
舞
台
の
上
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
演
じ
る
、

矛
盾
に
み
ち
た
登
場
人
物
は
、
そ
の
矛
盾
に
苦
笑
の
眼
差
し
を
送
る
観
客
自

身
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
観
客
の
投
げ
た
苦
笑
が
観
客
自
身
に

も
ど
っ
て
く
る
と
い
う
、
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
円
環
が
完
成
す
る
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
観
客
た
る
読
者
は
、
黒
人
の
内
側
に
入
り
込
む
語
り
の
手
法
に
導
か
れ

て
、
黒
人
の
視
点
を
獲
得
し
て
い
る
。
黒
人
が
蟻
の
行
列
を
注
視
す
る
場
面

を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
倒
木
の
上
で
「
一
心
不
乱
に
宿
命
に
向
か
っ
て
突

き
進
ん
で
い
く
」（C

S 334

）
蟻
は
、
い
わ
ば
舞
台
の
上
の
役
者
に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
蟻
の
行
列
が
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
「
宿
命
」（“doom

”

）

と
い
う
の
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
首
長
の
別
名
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
極

め
て
示
唆
的
で
興
味
深
い
。
蟻
の
ミ
ク
ロ
な
世
界
を
い
わ
ば
巨
人
の
視
点
か

ら
「
淡
々
と
し
た
様
子
」（“w

ith a kind of detachm
ent” [C

S 334]

）
で
眺

め
る
黒
人
は
、
舞
台
を
外
側
か
ら
眺
め
る
観
客
と
相
似
的
な
関
係
を
結
ぶ
。

そ
の
様
子
は
、
舞
台
上
の
出
来
事
を
「
突
き
放
し
て
」
静
観
す
る
態
度
で
も

あ
る
。

　

こ
の
入
り
組
ん
だ
関
係
性
の
よ
く
で
き
た
点
は
、
観
客
が
最
終
的
に
心
の

平
安
を
保
て
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
黒
人
の
視
点
を
借
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

行
状
を
鏡
の
向
こ
う
の
分
身
と
し
て
認
識
す
る
に
至
り
な
が
ら
も
、
こ
の
物

語
全
体
を
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
虚
構
と
し
て
矮
小
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
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で
あ
る
。『
響
き
と
怒
り
』（T

he Sound and the F
ury, 1929

）
の
タ
イ
ト

ル
を
は
じ
め
、
作
品
の
要
所
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（W

illiam
 S

hakespeare, 

1564–1616

）
か
ら
の
引
用
を
生
か
す
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
、
巧

妙
な
仕
掛
け
で
あ
る
。

　

か
つ
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、「
紅
葉
」
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
に
つ
い
て
質
問

し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
学
生
に
対
し
て
、「
赤
い
葉
と
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

の
こ
と
」
だ
と
回
答
し
た
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
さ
ら
に
続
け
て
、「
落
葉
は
大

自
然
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
り
、
人
間
が
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
だ

と
強
調
し
た
う
え
で
、
黒
人
奴
隷
を
追
い
詰
め
て
そ
の
息
の
根
を
止
め
た
の

は
、
こ
の
自
然
の
現
象
だ
と
話
し
た
の
で
あ
る
（F

U
 39

）。
こ
の
コ
メ
ン
ト

は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
「
紅
葉
」
に
施
し
た
仕
掛
け
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

非
常
に
意
義
深
い
。
ア
メ
リ
カ
南
部
の
人
種
問
題
を
め
ぐ
る
苦
悩
を
『
ア
ブ

サ
ロ
ム
、
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
』
な
ど
の
長
編
小
説
で
鋭
く
抉
り
出
し
た
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
は
、
決
し
て
解
決
に
至
ら
な
い
八
方
塞
が
り
の
状
況
に
一
時
的
な
風

穴
を
あ
け
る
べ
く
、
架
空
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
助
け
を
借
り
て
、
風
刺
の
ス

パ
イ
ス
を
大
い
に
効
か
せ
た
悲
喜
劇
の
舞
台
を
創
造
し
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
年
代
や
系
譜
を
「
そ
の
と
き
ど
き
で
変

え
る
」（“I w

ould take liberties w
ith both” [F

C
F

 53]

）
と
い
う
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
の
告
白
も
十
分
に
納
得
が
い
く
。

　

作
家
と
し
て
の
活
動
の
初
期
よ
り
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
継
続
的
に
描
い
て

き
た
白
人
旧
家
の
没
落
の
物
語
は
、
ア
メ
リ
カ
南
部
の
人
種
問
題
と
深
く
関

係
す
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
と
っ
て
「
荒
野
」
と
い
う
舞
台
は
、
こ
の
問
題

を
全
く
別
の
次
元
か
ら
眺
め
る
た
め
の
緩
衝
地
帯
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
で
の
質
疑
応
答
で
、「
赤
い
葉
」
す
な

わ
ち
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
も
話
し
て
い
る
。「
彼
ら
は
、

（
10
）

黒
人
に
な
に
も
悪
気
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
ら
は
た
ぶ
ん
、
黒
人
の
こ
と

が
好
き
だ
っ
た
の
で
す
。
で
も
、
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
す
。」（F

U
 39

）

ア
メ
リ
カ
南
部
の
大
学
の
授
業
と
い
う
公
の
場
で
、
学
生
に
向
か
っ
て
話
す

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
苦
し
い
胸
の
内
は
、『
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
』
の

最
後
で
主
人
公
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
発
す
る
言
葉
と
、
お
そ
ら
く
響
き
あ
う
。

な
ぜ
自
分
の
故
郷
を
憎
む
の
か
、
と
い
う
カ
ナ
ダ
出
身
の
友
人
か
ら
の
問
い

に
対
し
て
、
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
心
の
声
は
、「
憎
ん
で

い
な
い
」
と
い
う
答
え
を
繰
り
返
す
の
で
あ
っ
た
（A

A
 471

）。

　

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
至

る
ま
で
に
、『
響
き
と
怒
り
』
や
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
』
の
よ
う

な
、
白
人
を
主
人
公
と
し
て
黒
人
が
深
く
関
わ
る
物
語
と
、「
荒
野
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
物
語
を
立
て
続
け
に
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
系
統
は
、
一
九
四
二
年
の
『
行
け
、
モ
ー
セ
』
に
お
い
て
合
流
し
、

有
機
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
行
け
、
モ
ー
セ
』
の
重
要
な
場

面
で
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
は
、「
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
が

僕
を
自
由
に
し
て
く
れ
た
ん
だ
」（“Sam

 Fathers set m
e free” [G

D
M

 285]

）

と
い
う
言
葉
を
発
す
る
。
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
を
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
の

代
名
詞
と
み
な
し
、「
紅
葉
」
の
文
脈
に
照
ら
し
て
考
え
た
時
、
こ
の
言
葉
は

新
た
な
意
味
を
も
っ
て
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
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論　文

註（
１
） 

梅
垣
昌
子
「Faulkner

の
作
品
に
お
け
る “Indians” –– “R

ed L
eaves”

を
中
心
に
」

（Z
ephyr 7, 1994, p.29

）本
稿
は
、
こ
の
論
文
で
と
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
を
発
展
さ
せ
、

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」
全
般
の
成
立
事
情
等
に
視
野
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
現
代

的
な
文
脈
に
照
ら
し
て
作
品
の
再
解
釈
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
） 『
行
け
、
モ
ー
セ
』（G

o D
ow

n, M
oses, 1942

）
の
最
初
に
置
か
れ
て
い
る
物
語
「
昔

あ
っ
た
話
」（“W

as”

）
に
は
、
ア
モ
ー
デ
ィ
ア
ス
（A

m
odeus

）
と
シ
オ
フ
ィ
ラ
ス

（T
heophilus

）
と
い
う
双
子
の
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
（M

cC
aslin

）
の
兄
弟
が
登
場
す

る
。
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
ン
ク
ル
・
バ
デ
ィ
（U

ncle B
uddy

）
と
ア
ン
ク

ル
・
バ
ッ
ク
（U

ncle B
uck

）
と
呼
ば
れ
、
一
九
三
八
年
出
版
の
『
征
服
さ
れ
ざ
る

人
び
と
』（T

he U
nvanquished, 1938

）に
初
め
て
姿
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ク

（Ike

）
こ
と
ア
イ
ザ
ッ
ク
（Isaac

）
を
中
心
と
す
る
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
家
の
物
語
が

体
系
的
に
語
ら
れ
る
の
は
、
一
九
四
二
年
の
『
行
け
、
モ
ー
セ
』
が
最
初
で
あ
る
。

（
３
） 

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
一
九
四
二
年
よ
り
、
ワ
ー
ナ
ー
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
と
の
間
に
結
ば
れ

た
七
年
間
の
契
約
期
間
に
入
る
。

（
４
） 

本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
照
ら
し
、「
ア
メ
リ
カ
先
住
民
」
あ
る
い
は
「
ネ

イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
」
と
い
う
呼
称
に
加
え
て
、
あ
え
て
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」

と
い
う
呼
び
方
を
併
用
す
る
こ
と
に
す
る
。「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う
呼
び
方
は
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
内
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
自
身
が
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
な
ど
で
も
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
批
評
や
研
究
論
文
に

お
い
て
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
物
語
」（“Indian stories”

）
と
い
う
表
現
で
作
品
へ
の
言

及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
に
よ
っ
て
は
、
チ
カ
ソ
ー
あ
る
い
は

チ
ョ
ク
ト
ー
と
い
う
個
別
の
民
族
集
団
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
は

本
書
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
の
固
有
名
詞
を
用
い
る
が
、
た
と
え
ば
「
紅
葉
」
の
よ
う

に
作
品
の
中
で
部
族
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
、
同
じ
登
場
人
物
が
作
品
に

よ
っ
て
異
な
る
部
族
名
で
言
及
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う

呼
び
方
を
用
い
る
。
ま
た
、「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う
呼
び
方
は
、
先
住
民
の
活

動
家
を
は
じ
め
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
先
住
民
自
身
に
よ
っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
（Z

im
m

erm
an 7

）
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
部
族
名
で
の
言

及
が
困
難
な
場
合
、
こ
の
呼
び
方
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

（
５
） 

サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
（Sam

 Fathers

）
に
は
、
父
親
で
あ
る
チ
カ
ソ
ー
の
首
長
の

血
と
と
も
に
、
母
親
の
黒
人
奴
隷
の
血
が
流
れ
て
い
る
。
母
親
は
四
分
の
一
混
血

（quadroon

）で
あ
る
た
め
、
サ
ム
に
は
白
人
の
血
も
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
サ

ム
の
出
自
に
つ
い
て
は
、『
行
け
、
モ
ー
セ
』
を
構
成
す
る
四
番
め
の
物
語
「
昔
の

人
び
と
」（“T

he O
ld People”

）
の
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
サ
ム
の

父
親
で
あ
る
チ
カ
ソ
ー
の
首
長
イ
ケ
モ
タ
ビ
ー
は
、
自
分
の
所
有
す
る
黒
人
奴
隷
と

サ
ム
の
母
親
を
結
婚
さ
せ
る
。
サ
ム
誕
生
の
二
年
後
、
イ
ケ
モ
タ
ビ
ー
は
こ
の
一

家
三
人
を
奴
隷
と
し
て
、
白
人
の
キ
ャ
ロ
ザ
ー
ズ
・
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
（C

arothers 

M
cC

aslin

）
に
売
っ
た
の
で
あ
る
（G

D
M

 157–58

）。
か
く
し
て
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー

ズ
は
、
奴
隷
で
あ
り
な
が
ら
も
誇
り
高
き
チ
カ
ソ
ー
の
首
長
の
血
の
継
承
者
で
あ
る

と
い
う
、
複
雑
な
宿
命
の
も
と
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
の

誕
生
に
ま
つ
わ
る
経
緯
は
、
短
編
「
正
義
」（“A

 Justice”

）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
「
正
義
」
に
お
い
て
は
、
チ
カ
ソ
ー
で
は
な
く
チ
ョ
ク
ト
ー
の
物
語
に
な
っ

て
い
る
。

（
６
） 「
紅
葉
」（“R

ed L
eaves,” 1930

）
の
初
出
は
、
一
九
三
〇
年
の
『
サ
タ
デ
イ
・
イ
ヴ

ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
』（Saturday E

vening Post

）
で
あ
り
、「
正
義
」（“A

 Justice,” 

1931

）
は
ま
ず
一
九
三
一
年
に
、
短
編
集
『
こ
れ
ら
十
三
篇
』（T

hese 13, 1931

）

に
収
録
さ
れ
た
。「
求
愛
」（“A

 C
ourtship,” 1948

）
の
初
出
は
一
九
四
八
年
の
『
シ

ウ
ォ
ー
ニ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
』（Sew

anee R
eview

）、「
見
よ
！
」（“L

o!,” 1934

）
の
初

出
は
一
九
三
四
年
の
『
ス
ト
ー
リ
ー
』（Story

）
で
あ
る
。

（
７
） 

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
カ
ウ
リ
ー
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。“B

y all m
eans let us m

ake a G
olden B

ook of m
y apocryphal county.

”（F
C

F
 

25

）
そ
の
後
、
出
版
社
の
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
・
プ
レ
ス
（V

iking P
ress

）
よ
り
カ
ウ

リ
ー
へ
、『
ポ
ー
タ
ブ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
』
の
本
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
印
刷
す
る
説

明
を
ど
の
よ
う
な
文
面
に
す
る
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
来
た
際
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

は
、出
版
社
が
前
も
っ
て
作
成
し
た
文
章
の
一
部
を
修
正
し
て
、「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の

ア
ポ
ク
リ
フ
ァ
ル
な
ミ
シ
シ
ッ
ピ
の
郡
の
年
代
記
」（“A

 chronological picture of 

Faulkner’s apocryphal M
ississippi county”

）
と
い
う
文
言
を
入
れ
る
こ
と
を
希
望

し
た（F

C
F

 65

）。「
郡
」（“county”

）は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
州
よ
り
下
位
の
行
政

区
分
で
あ
る
。
こ
の
文
言
を
カ
ウ
リ
ー
は
さ
ら
に
、「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
神
話
的
な

ミ
シ
シ
ッ
ピ
の
郡
の
初
の
年
代
記
」（“the first chronological picture of Faulkner’s 

m
ythical county in M

ississippi”

）
と
変
更
し
た
（F

C
F

 69

）。
つ
ま
り
、「
ア
ポ
ク

リ
フ
ァ
ル
」
を
「
神
話
的
な
」
と
い
う
言
葉
に
読
み
か
え
た
の
で
あ
る
。「
ア
ポ
ク
リ

フ
ァ
」
と
は
元
来
、
聖
書
の
外
典
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

は
そ
の
後
も
、
一
九
五
〇
年
代
に
ず
っ
と
、
自
分
の
作
品
群
に
関
し
こ
の
言
葉
を
使
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用
し
て
い
る
（H

am
blin 17–18

）。

（
８
） 

本
稿
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
か
ら
の
引
用
文
の
和
訳
は
拙
訳
に
よ
る
。
訳

出
に
あ
た
っ
て
は
、
龍
口
直
太
郎
訳
「
赤
い
葉
」（『
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
短
編
集
』
新
潮

文
庫
）
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
９
） 「
黒
衣
の
道
化
師
」
は
、『
行
け
、
モ
ー
セ
』
を
構
成
す
る
六
つ
の
物
語
の
う
ち
、
二

番
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
最
愛
の
新
妻
を
亡
く
し
て
自
暴
自
棄
に
な

る
黒
人
青
年
ラ
イ
ダ
ー
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
10
） 

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
に
お
け
る
一
九
五
七
年
三
月
九
日
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

「
紅
葉
」
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
回
答
は
、
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

“T
he red leaves referred to the Indian. It w

as the deciduation of N
ature w

hich 

no one could stop that had suffocated, sm
othered, destroyed the N

egro. T
hat 

the red leaves had nothing against him
 w

hen they suffocated him
 and destroyed 

him
. T

hey had nothing against him
, they probably liked him

, but it w
as norm

al 

decidution w
hich the red leaves, w

hether they regretted it or not, had nothing 

m
ore to say in.” （F

U
 39

）
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