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東
京
大
学
名
誉
教
授
で
あ
り
、
二
〇
一
四
年
か
ら
本
学
世
界
教
養
学
部
世
界
教
養

学
科
で
教
授
と
し
て
教
鞭
を
と
ら
れ
た
野
谷
文
昭
先
生
が
マ
リ
オ
・
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ

サ
の『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』で
第
五
十
九
回
日
本
翻
訳
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
当

初
は
受
賞
直
後
に
リ
モ
ー
ト
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
み
ま
し
た
が
、
リ
モ
ー

ト
で
は
な
く
対
面
を
希
望
さ
れ
た
た
め
、
や
や
時
間
が
空
き
、
コ
ロ
ナ
が
五
類
感
染

症
に
移
行
し
た
と
こ
ろ
で
の
実
施
と
な
り
ま
し
た
。
本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
ロ
ベ
ル

ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
没
後
二
十
年
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
・
イ
ベ
ン
ト
の
準
備
で
お
忙
し
い
中
、

そ
の
会
場
で
も
あ
る
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
・
セ
ル
バ
ン
テ
ス
東
京
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

マ
リ
オ
・
バ
ル
ガ
ス
＝

リ
ョ
サ
の
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』

― 

こ
の
度
は
第
五
十
九
回
日
本
翻
訳
文
化
賞
の
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

早
速
で
す
が
こ
の
賞
の
対
象
と
な
っ
た
マ
リ
オ
・
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
（
以
下
リ
ョ

サ
）
の
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』（
岩
波
書
店
）
に
つ
い
て
伺
い
た
く
存
じ
ま
す
。
こ
の

作
品
は
二
〇
一
〇
年
に
原
著
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
邦
訳
が
出
る
ま
で
に
十
年
の
年
月

が
経
過
し
て
い
ま
す
。
翻
訳
出
版
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
で

し
ょ
う
か
。

野
谷　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
、
版
元
の
岩
波
書
店
の
編
集
者
か

ら
、
原
作
が
出
て
一
年
以
内
に
頼
ま
れ
た
は
ず
で
す
け
れ
ど
、
当
時
、
集
英
社
の
世

界
文
学
叢
書
の
編
訳
の
仕
事
や
、
白
水
社
の
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
大
著
『
２

６
６
６
』
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
僕
は
東
京
―
名
古
屋

を
往
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
多
忙
が
重
な
り
ま
し
た
。
翻

訳
に
集
中
で
き
る
時
間
が
激
減
し
、
あ
っ
と
い
う
間
に
十
年
経
っ
た
と
い
う
の
が
実

情
で
す
。
そ
し
て
大
学
を
定
年
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
本
作
の
翻
訳
に

集
中
で
き
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
言
い
訳
め
き
ま
す
が
、
そ
の
間
に
自
分
が
歳
を
取

り
多
少
成
長
し
た
こ
と
が
、
訳
す
上
で
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

― 

同
時
進
行
で
複
数
の
作
品
を
訳
す
と
い
う
作
業
は
頭
の
き
り
か
え
な
ど
が
難

し
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

や
さ
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
僕
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
憑
依
型
と
い
う
か

そ
の
小
説
に
入
り
込
む
タ
イ
プ
で
、
自
分
が
興
味
を
抱
く
人
物
に
寄
り
添
う
傾
向
が

あ
る
ん
で
す
。
こ
の
リ
ョ
サ
の
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
の
場
合
、
主
人
公
の
造
形
が
魅

力
的
で
あ
り
、
自
分
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
リ
ョ
サ
自
身
も
こ

の
主
人
公
が
気
に
入
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
自
身
の
性
格
と
ち
ょ
っ
と
重

「
征
服
さ
れ
た
者
の
歴
史
が
持
っ
て
い
る
負
の
重
み
、

　
　
　
　
　
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
は
そ
れ
を
感
じ
る
ん
で
す
ね
」
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な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
今
ま
で
の
彼
の
作
品
の
中
で

も
、
特
に
キ
ャ
ラ
が
立
っ
て
い
る
な
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
こ
の
『
ケ

ル
ト
人
の
夢
』
に
関
し
て
言
え
ば
わ
り
あ
い
入
り
込
み
や
す
か
っ
た
で
す
ね
。
自
分

と
主
人
公
と
は
性
格
的
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
え
た
し
。
若
者
特
有
の
正

義
感
み
た
い
な
も
の
を
持
ち
続
け
る
ん
で
す
ね
。

― 
作
品
に
共
感
で
き
な
い
と
、
翻
訳
が
進
ま
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　
進
ま
な
い
と
い
う
か
、
ど
う
し
て
も
機
械
的
に
な
り
が
ち
で
す
ね
。
も
っ
と

も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
作
品
の
世
界
を
突
き
放
せ
て
、
俯
瞰
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
す
が
。
で
も
こ
の
作
品
み
た
い
に
自
分
が
主
人
公
に
密
着
し
た
り
応
援
し
た
り

す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。

― 

十
年
か
け
て
訳
す
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
仕
事
の
進
め
方

を
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
日
少
し
ず
つ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
訳
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
途
中
で
滞
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
は
「
コ
ン
ゴ
」「
ア
マ
ゾ
ン
」「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
と
三
部

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
冒
頭
は
ロ
ン
ド
ン
が
舞
台
な
の
で
す
が
、
想
像
が
つ
く
場
面

は
わ
か
り
や
す
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
コ
ン
ゴ
や
ア
マ
ゾ
ン
に
な
る
と
、
知
識
が
圧
倒

的
に
不
足
し
て
い
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
立
ち
止
ま
っ
て
は
調
べ
て
と
い
う
具
合
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

― 

そ
い
う
場
合
は
、
訳
し
に
く
い
場
合
は
飛
ば
し
て
、
最
後
に
訳
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

野
谷　

そ
れ
が
で
き
る
と
い
い
の
で
す
が
、
僕
は
ど
う
も
飛
ば
す
の
が
苦
手
で
、
難

所
に
来
る
と
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
込
ん
で
し
ま
う
。
い
い
加
減
に
で
き
な
い
。
や
っ

ぱ
り
最
初
か
ら
完
全
原
稿
の
つ
も
り
で
続
け
て
訳
し
て
い
か
な
い
と
気
が
済
ま
な
い

と
い
う
悪
い
癖
が
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
遅
い
（
笑
）。

― 

訳
す
前
に
一
通
り
読
ん
で
全
部
を
理
解
し
た
上
で
訳
さ
れ
る
ん
で
し
ょ

う
か
。

野
谷　

そ
う
い
う
人
の
ほ
う
が
多
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
僕
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、

常
に
興
味
を
惹
か
れ
て
い
た
い
と
い
う
の
か
な
、
最
初
の
興
味
に
引
き
ず
ら
れ
な
が

ら
訳
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。

― 

そ
の
作
品
の
日
本
で
の
最
初
の
読
者
と
し
て
訳
す
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

野
谷　

ま
あ
、
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
予
め
筋
が
わ
か
っ
ち
ゃ
う
と
、
冷
静
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
か
、
冷
め
て
し
ま
い
、
対
象
と
少
し
距
離
が
で
き
ち
ゃ
う
ん
で
す

ね
。
ど
う
や
ら
距
離
の
な
さ
に
快
感
を
覚
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。

― 

訳
し
に
く
い
部
分
は
や
は
り
相
当
調
べ
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

特
に
こ
の
作
品
の
場
合
、
リ
ョ
サ
も
か
な
り
調
べ
た
上
で
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
ね
。

野
谷　

リ
ョ
サ
は
ア
マ
ゾ
ン
に
関
し
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
作
品
を
書
い
て
い
る

か
ら
、
ペ
ル
ー
、
ブ
ラ
ジ
ル
あ
た
り
の
こ
と
は
馴
染
み
が
あ
っ
て
わ
か
り
や
す
い
ん

で
し
ょ
う
。
で
も
ア
フ
リ
カ
を
扱
う
の
は
初
め
て
ら
し
く
、
相
当
調
べ
た
り
、
現
地

を
訪
れ
た
り
し
て
い
ま
す
ね
。

― 

今
回
の
作
品
は
主
人
公
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
作
品
で
あ
り

な
が
ら
、
最
初
か
ら
世
界
文
学
を
目
指
し
て
書
か
れ
た
小
説
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
が
ご
専
門
の
先
生
か
ら
見
て
、
そ
こ
に
違
和
感
を
感
じ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

大
学
で
ス
ペ
イ
ン
語
を
学
び
始
め
た
頃
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
地
理
的
に

も
心
理
的
に
も
遠
か
っ
た
の
で
す
が
、
文
学
を
研
究
し
て
い
る
う
ち
に
馴
染
ん
で
き

ま
し
た
。
け
れ
ど
、
僕
は
必
ず
し
も
地
域
密
着
型
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
院
生
の

と
き
に
バ
イ
ト
で
テ
レ
ビ
の
取
材
班
に
同
行
し
て
チ
ェ
・
ゲ
バ
ラ
の
死
か
ら
ま
だ
四
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年
だ
っ
た
キ
ュ
ー
バ
を
訪
れ
た
こ
と
が
強
烈
な
体
験
と
な
り
、
そ
れ
が
核
に
あ
る
と

思
い
ま
す
。
若
い
頃
は
判
官
贔
屓
と
い
う
か
、
や
は
り
被
征
服
者
で
あ
る
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
に
肩
入
れ
し
て
い
ま
し
た
ね
。
今
で
も
そ
の
傾
向
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
以

前
ほ
ど
単
純
な
見
方
は
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
地
域
内
の
問
題
も
見
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
し
。
世
界
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
で
見
る
と
、
見
え
方
も
変
わ
っ
て
く
る
と
い

う
か
、
人
々
の
考
え
方
や
行
動
も
、
肯
定
し
な
が
ら
も
矛
盾
に
気
づ
き
、
そ
の
理
由

を
考
え
る
。
な
ぜ
な
ん
だ
ろ
う
と
疑
問
を
抱
く
こ
と
が
増
え
ま
し
た
ね
。
そ
の
意
味

で
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
は
、
ア
マ
ゾ
ン
も
舞
台
に
な
っ
て
い
て
、
自
国
や
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
を
相
対
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
リ
ョ
サ
の
姿
勢
や
考
え
方
、
そ
ん
な
彼
の
目

に
世
界
が
ど
う
見
え
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
、
と
て
も
興
味
深
く
訳
せ
ま
し
た
。

リ
ョ
サ
と
ガ
ル
シ
ア
＝

マ
ル
ケ
ス
の
複
雑
な
関
係

― 

か
つ
て
同
じ
作
家
の
『
フ
リ
ア
と
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
』
も
訳
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
ネ
ッ
ト
な
ど
を
見
て
い
る
と
今
回
の
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
と
比
べ
て
、
あ
る

い
は
『
世
界
終
末
戦
争
』
な
ど
の
シ
リ
ア
ス
な
作
品
と
比
べ
て
、『
フ
リ
ア
と
シ
ナ

リ
オ
ラ
イ
タ
ー
』
を
物
足
り
な
い
と

思
う
読
者
も
い
る
よ
う
で
す
。
リ
ョ

サ
は
作
品
ご
と
に
、
同
じ
作
家
と
は

思
え
な
い
ほ
ど
作
風
を
変
え
る
の
で

す
ね
。

野
谷　

『
フ
リ
ア
と
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ

タ
ー
』
の
場
合
は
、
彼
の
作
品
群
の

中
で
は
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
て
い
ま

す
ね
。
物
足
り
な
い
と
い
う
の
は
、

作
者
が
珍
し
く
ユ
ー
モ
ア
と
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
を
強
く
出
し

て
書
い
て
い
る
か
ら
で
、
歴
史
や
政

治
、
経
済
と
い
っ
た
要
素
へ
の
言
及

が
不
足
し
て
い
る
か
ら
重
量
感
が
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
。
一
方
、

そ
の
お
か
げ
で
、『
フ
リ
ア
と
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
』
は
読
み
や
す
い
し
、
今
ふ
う

で
好
き
、
と
い
う
若
い
読
者
も
結
構
い
ま
す
。
こ
の
小
説
は
彼
が
か
つ
て
は
評
価
し

て
い
な
か
っ
た
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
ス
タ
イ
ル

が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
作
品
が
軽
く
な
っ
た
。
枠
小
説
の
形
で
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
と
い

う
の
が
重
要
な
要
素
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
プ
イ
グ
は
そ
の
手
の
メ
デ
ィ
ア
を

う
ま
く
取
り
込
ん
で
創
作
す
る
作
家
で
す
。
リ
ョ
サ
は
、
最
初
は
否
定
的
だ
っ
た
プ

イ
グ
の
ス
タ
イ
ル
の
影
響
を
受
け
て
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
を
全
面
に
出
し

た
。
そ
れ
は
す
ご
く
納
得
が
い
く
。
こ
れ
は
僕
の
意
見
で
す
け
ど
、
あ
の
作
品
に
は
、

「
僕
」
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
主
人
公
で
語
り
手
で
も
あ
る
ん
で
す
が
、
一
方
に

ペ
ド
ロ
・
カ
マ
ー
チ
ョ
と
い
う
天
才
的
な
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
が
い
て
、
彼
が
手
が

け
た
シ
ナ
リ
オ
が
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
カ

マ
ー
チ
ョ
が
精
神
に
変
調
を
き
た
し
た
た
め
に
、
ド
ラ
マ
の
内
容
が
だ
ん
だ
ん
お
か

し
く
な
っ
て
き
て
、
し
ま
い
に
登
場
人
物
が
ま
ぜ
こ
ぜ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り

作
者
が
作
品
を
統
御
で
き
な
く
な
る
。
で
も
、
そ
の
こ
と
自
体
と
て
も
実
験
的
だ
と

思
う
ん
で
す
。
作
者
が
お
か
し
く
な
っ
た
ら
作
品
は
ど
う
な
る
の
か
。
著
者
で
あ
る

リ
ョ
サ
は
そ
ん
な
状
態
に
な
れ
な
い
。
そ
こ
で
カ
マ
ー
チ
ョ
を
使
っ
て
そ
う
い
う
状

況
を
あ
え
て
生
む
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
穿
っ
た
見
方
で
す
け
れ

ど
ね
。
そ
れ
か
ら
、
カ
マ
ー
チ
ョ
が
書
い
た
も
の
を
よ
く
読
む
と
、
誇
張
表
現
が
す

ご
く
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
的
な
ん
で
す
。
ネ
ズ
ミ
が
大
量
発
生
す
る
と
か
ね
、
そ
う
い

う
話
が
出
て
く
る
。
僕
が
思
う
に
、
そ
れ
は
マ
ル
ケ
ス
を
意
識
し
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
。
マ
ル
ケ
ス
は
ま
だ
売
れ
な
か
っ
た
こ
ろ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
用
の
記
事
と
し

て
、
カ
ラ
カ
ス
を
舞
台
に
し
て
旱
魃
で
街
の
家
々
か
ら
ネ
ズ
ミ
が
飛
び
出
し
て
く
る

と
い
う
パ
ニ
ッ
ク
を
語
る
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。
リ
ョ
サ
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る

は
ず
で
す
。
だ
け
ど
彼
自
身
は
、
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
的
な
も
の
を
書
き
た
く
な
い

わ
け
で
す
。
彼
は
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
と
か
、
幻
想
と
い
う
の
は
好
ま
な
い
と

言
っ
て
い
る
。
だ
け
ど
、
多
分
、
実
験
と
し
て
や
っ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
ペ
ド
ロ
・

カ
マ
ー
チ
ョ
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
（
実
は
モ
デ
ル
が
い
る
の
で
す
が
）
に
、

い
か
に
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
を
書
か
せ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
ふ
う

に
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
カ
マ
ー
チ
ョ
に
な
り
す
ま
し
て
本
来
の
自
分
と
は
違
う
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こ
と
を
や
っ
た
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
に
は
兄
妹
の
近
親
相
姦
の
話
も
出
て
く
る
。
小
説

の
主
軸
に
な
る
僕
と
叔
母
の
恋
愛
騒
動
を
同
時
進
行
さ
せ
る
。
要
す
る
に
二
つ
の
メ

ロ
ド
ラ
マ
を
重
ね
る
わ
け
で
、
読
者
は
二
種
類
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
楽
し
め
る
。
こ

れ
も
実
験
で
す
ね
。
今
度
『
フ
リ
ア
と
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
』
の
翻
訳
の
文
庫
版
が

出
ま
す
が
、
そ
の
あ
と
が
き
で
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
て
い
ま
す
。
今
述
べ
た
よ
う
な
仮

説
が
僕
の
意
見
で
す
。

― 
リ
ョ
サ
と
マ
ル
ケ
ス
の
関
係
は
複
雑
で
、
長
く
友
情
を
育
ん
で
い
た
も
の
の
、

あ
る
と
き
に
激
し
く
喧
嘩
し
て
別
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

野
谷　

世
間
で
も
騒
ぎ
立
て
ら
れ
て
、
色
ん
な
憶
測
も
生
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
背

景
の
ひ
と
つ
に
は
や
は
り
政
治
的
信
条
の
違
い
が
あ
る
と
思
う
。
特
に
キ
ュ
ー
バ
の

社
会
主
義
体
制
を
め
ぐ
っ
て
の
確
執
で
し
ょ
う
。
マ
ル
ケ
ス
は
生
涯
キ
ュ
ー
バ
の
社

会
主
義
に
期
待
し
、
支
持
し
続
け
た
の
に
対
し
、
リ
ョ
サ
は
言
論
統
制
に
反
発
し
、

幻
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

― 

バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
は
ペ
ル
ー
出
身
と
言
っ
て
も
本
質
的
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

で
、
か
つ
て
は
ロ
ン
ド
ン
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
今
は
ス
ペ
イ
ン
に
住
ん
で
い

ま
す
ね
。
ペ
ル
ー
の
大
統
領
選
に
お
け
る
敗
北
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
居
を
移
し
、
驚
い
た
こ
と
に
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
の
会
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。

野
谷　

フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
で
い
う
と
、リ
ョ
サ
は
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
に
な
り
た
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
早
く
か
ら
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
二
〇
二
一
年
に
学
士
院

会
員
に
な
っ
た
の
は
そ
の
希
望
が
叶
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
初
志
貫
徹
型
な
ん
で
す
。
彼
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
か
ら

非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
実
は
マ
ル
ケ
ス
も
フ
エ
ン
テ
ス
も
十
九
世

紀
小
説
を
範
と
し
、
そ
れ
を
超
え
る
新
た
な
小
説
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
少
し
視
野
を
広
げ
る
と
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
、
シ
リ
ア
ス
と
い
う

か
、
大
き
な
作
品
と
わ
り
と
小
ぶ
り
な
作
品
を
交
互
に
描
い
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

彼
は
そ
う
い
う
こ
と
も
意
識
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
気
作
家
と

し
て
は
今
回
の
よ
う
な
重
厚
な
作
品
ば
か
り
を
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
か
ら

ね
。
実
際
に
軽
め
の
作
品
も
書
い
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
後
期
の
彼
は
必
ず

し
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
そ
れ
ほ
ど
固
執
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
舞
台
や
登
場
人
物
が

ペ
ル
ー
に
関
係
が
あ
っ
た
り
は
し
ま
す
が
。
最
初
の
頃
は
、
自
分
は
ペ
ル
ー
に
つ
い

て
書
く
と
言
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
一
度
ブ
ラ
ジ
ル
を
舞
台
に
し
た
『
世
界
終

末
戦
争
』
と
い
う
の
を
書
い
て
、
ペ
ル
ー
の
外
を
舞
台
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大

統
領
選
に
出
馬
し
て
敗
れ
る
。
文
人
大
統
領
と
い
う
の
は
先
例
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
こ
れ
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
一
種
の
伝
統
と
も
言
え
ま
す
が
、
負
け
た
者
は
国
を

去
る
と
い
う
掟
み
た
い
な
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
勝
者
の
フ
ジ
モ
リ
に
追
わ
れ
た
こ

と
か
ら
、
一
種
の
亡
命
を
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
接
し
て
い

た
生
々
し
い
ペ
ル
ー
の
現
実
と
接
点
が
な
く
な
り
、
描
き
辛
く
な
る
。
そ
う
い
う
わ

け
で
「
外
」
つ
ま
り
ペ
ル
ー
の
外
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
書
き
出
し
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
と
。
フ
ジ
モ
リ
が
失
脚
す
る
と
、
彼
は
た
び
た
び
帰
国
し
て
い
ま
す
し
、
今
の

ペ
ル
ー
を
舞
台
に
し
た
作
品
も
書
い
て
い
ま
す
。

作
家
と
訳
者

― 

リ
ョ
サ
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
の
は
こ
の
作
品
の
直
前
で
す
ね
。

で
す
か
ら
こ
の
作
品
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
後
第
一
作
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

野
谷　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
し
、
リ
ョ
サ
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
て
か
ら
書
き
は
じ

め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
『
闇
の
奥
』
や
ホ
ッ
ク
シ
ー
ル
ド
の

『
レ
オ
ポ
ル
ド
王
の
亡
霊
』
の
読
書
経
験
が
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
た
時
点

で
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ケ
イ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
「
大
小
説
で
扱
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

ほ
ど
立
派
な
功
績
を
残
し
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
い
つ
か
、
ケ
イ
ス
メ
ン
ト
に
つ

い
て
の
小
説
を
書
く
こ
と
は
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
僕
は
『
石
蹴
り
遊

び
』（
一
九
六
三
）
を
読
み
直
し
た
と
き
に
フ
リ
オ
・
コ
ル
タ
サ
ル
が
主
人
公
に
ロ

ジ
ャ
ー
・
ケ
イ
ス
メ
ン
ト
の
名
を
挙
げ
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
リ
ョ

サ
が
こ
れ
を
読
ん
だ
時
点
で
、
こ
の
人
物
に
注
目
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
掛
か
り
な
取
材
や
調
査
な
ど
準
備
に
か
な
り
年
月
を
要
し
た
と
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い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

― 

先
生
は
こ
の
翻
訳
の
た
め
に
リ
ョ
サ
に
は
直
接
お
会
い
し
て
い
ま
す
か
。
そ

う
い
う
機
会
に
翻
訳
に
際
し
て
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
本
人
に
直
接
聞
く
こ
と
も
あ

る
ん
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

い
や
、
僕
は
翻
訳
の
た
め
に
著
者
に
コ
ン
タ
ク
ト
は
取
り
ま
せ
ん
。
リ
ョ
サ

は
三
度
以
上
来
日
し
て
い
て
、
何
度
か
会
う
機
会
は
あ
り
ま
し
た
が
、
僕
は
本
人
に

は
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
し
な
い
タ
イ
プ
と
い
う
か
、
せ
い
ぜ
い
挨
拶
す
る
程
度
で

す
。
と
い
う
よ
り
引
っ
込
み
思
案
な
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
ね
、
実
は
ち
ょ
っ
と
ト
ラ
ウ
マ
が
あ
っ
て
。
は
る
か
昔
、
大
江
健
三
郎
さ
ん
の

エ
ッ
セ
イ
を
ス
ペ
イ
ン
語
に
翻
訳
し
よ
う
と
し
て
い
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
か
ら
、「
こ

こ
が
分
か
ら
な
い
か
ら
聞
い
て
く
れ
」
と
頼
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
も

今
ど
う
し
て
も
知
り
た
い
の
で
電
話
で
聞
い
て
く
れ
と
い
う
か
ら
、
代
わ
り
に
電
話

で
聞
い
た
ら
、
怒
鳴
ら
れ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
わ
か
ん
な
い
の
か
っ
て
（
笑
）。
大
江

健
三
郎
っ
て
こ
ん
な
怖
い
人
だ
っ
た
の
か
っ
て
思
い
ま
し
た
。
執
筆
中
な
も
の
で
と

言
っ
て
、
奥
さ
ん
は
謝
っ
て
く
れ
ま
し
た
け
れ
ど
。
そ
れ
以
来
ち
ょ
っ
と
敬
遠
し
て

い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
（
笑
）。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
ず
っ
と
経
っ
て
、
友
人
の

星
野
智
幸
君
が
大
江
健
三
郎
賞
を
受
賞
し
た
と
き
、
授
賞
式
の
会
場
で
大
江
さ
ん
か

ら
声
を
掛
け
ら
れ
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
『
七
つ
の
夜
』
の
翻
訳
は
よ
か
っ
た
で
す
よ
、
あ

な
た
は
マ
ル
ケ
ス
み
た
い
な
文
体
の
作
品
ば
か
り
や
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
け
れ

ど
、
こ
う
い
う
の
も
や
る
ん
で
す
ね
、
と
言
っ
て
も
ら
え
た
の
で
、
電
話
と
の
落
差

に
び
っ
く
り
し
な
が
ら
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
と
は
い
え
、
外
国
の
作
家
に
メ
ー

ル
で
聞
く
こ
と
も
し
ま
せ
ん
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
直
感
に
頼
る
と
い
う
こ
と
で
、

今
ま
で
な
ん
と
か
や
っ
て
き
た
と
い
う
感
じ
で
す
。

― 

著
者
の
実
際
の
声
を
先
に
聞
く
の
で
は
な
く
、
本
を
読
ん
で
自
分
の
想
像
力

で
、
こ
う
い
う
語
り
手
の
声
じ
ゃ
な
い
か
と
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
訳
す
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

そ
れ
に
近
い
で
す
。
作
者
と
登
場
人
物
は
別
で
す
か
ら
。
プ
イ
グ
の
時
な
ん

か
も
そ
う
で
し
た
。
彼
が
来
日
し
た
お
り
に
結
構
話
し
た
り
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
訳
そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
も
な
い
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
自
分
の

想
像
が
生
み
出
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
っ
た
り
す
る
。
丸
谷
才
一
さ
ん
が
書
評
で
べ

た
褒
め
し
て
く
れ
た
こ
と
や
、
オ
ネ
エ
言
葉
を
使
っ
た
文
体
が
好
評
だ
っ
た
こ
と
を

出
版
社
の
人
が
プ
イ
グ
に
伝
え
て
く
れ
た
り
し
た
の
で
、
彼
は
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

「
声
」
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
英
語
に
訳
す
方
が
ま
だ
落
差
は
小

さ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
日
本
語
と
い
う
と
落
差
は
は
る
か
に
大

き
い
で
す
か
ら
。
そ
う
い
と
き
に
ど
う
い
う
文
体
に
す
る
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は

も
う
訳
者
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
実
を
言
う
と
そ
れ
が
翻
訳
者
に
許
さ

れ
た
「
秘
か
な
愉
し
み
」
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思
う
ん
で
す
。
自
分
で
想
像
し
て
、
そ

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
の
を
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
、
語
り
も
全
部
自
分
で
や
る

と
い
う
。
だ
か
ら
そ
の
と
き
、
僕
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
大
袈
裟
に
い
え
ば
創
作

す
る
側
に
片
足
が
入
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

翻
訳
の
技
法

― 

野
谷
先
生
の
翻
訳
の
技
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、

翻
訳
す
る
と
き
は
頭
か
ら
訳
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
最
初
に
タ
イ
ト
ル
を

訳
し
て
一
行
目
か
ら
訳
し
て
行
く
と
い
う
や
り
方
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

タ
イ
ト
ル
が
後
の
場
合
も
ま
れ
に
あ
り
ま
す
け
ど
、
基
本
的
に
は
、
最
初
に

タ
イ
ト
ル
、
そ
れ
で
一
行
目
か
ら
、
と
い
う
手
順
で
す
ね
。
な
に
か
儀
式
み
た
い
な

気
が
す
る
ん
で
す
。

― 
最
初
に
タ
イ
ト
ル
を
訳
す
の
も
簡
単
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
直
訳
で

な
ん
と
か
な
っ
て
し
ま
う
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　
こ
れ
ま
で
自
分
自
身
で
は
大
き
く
変
え
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
ま
ま
訳
し
て

い
る
と
い
う
か
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
単
語
で
も
自
分
な
り
の
解
釈
が
入
り
ま
す
か
ら
、
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他
人
が
訳
す
と
ま
た
違
う
も
の
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。
た
だ
、
今
は
短
い
も

の
が
好
ま
れ
る
よ
う
で
す
ね
。

― 

『
予
告
さ
れ
た
殺
人
の
記
録
』
も
そ
う
で
す
が
、
マ
ル
ケ
ス
の
小
説
は
総
じ
て

一
行
目
の
文
章
が
読
者
の
心
を
掴
む
と
い
う
か
、
物
語
の
中
に
入
り
込
ま
せ
る
重
要

な
文
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
訳
文
に
関
し
て
は
、
何
度
も
書
き
直
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
、
そ
れ
と
も
一
気
に
訳
し
て
次
に
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　
マ
ル
ケ
ス
の
小
説
の
書
き
出
し
に
つ
い
て
は
よ
く
取
り
沙
汰
さ
れ
ま
す
ね
。

『
百
年
の
孤
独
』
の
書
き
出
し
が
そ
う
で
す
。
僕
の
場
合
は
そ
ん
な
に
書
き
直
し
ま

せ
ん
。
だ
い
た
い
一
発
で
出
来
ち
ゃ
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
最
近
出
し
た
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
に
入
れ
た
『
大
佐
に
手
紙
は
来
な
い
』
で
も
、
頭
か
ら
訳
し
な
が
ら
自
然
に
物
語

の
中
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
最
初
に
訳
し
た
内
田
吉

彦
さ
ん
の
名
訳
だ
と
思
い
ま
す
が
、
マ
ル
ケ
ス
の
語
り
口
は
見
事
で
す
。『
予
告
さ
れ

た
殺
人
の
記
録
』
で
は
一
種
の
倒
叙
法
が
使
わ
れ
て
い
て
、
実
に
印
象
的
で
す
。「
自

分
が
殺
さ
れ
る
日
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
ナ
サ
ー
ル
は
、
司
教
の
乗
る
船
を
迎
え
る
た

め
に
、
朝
、
五
時
半
に
目
を
覚
ま
し
た
」
と
始
ま
る
ん
で
す
が
、「
殺
す
」
と
い
う
他

動
詞
の
三
人
称
複
数
形
が
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
主
語
は
不
明
な
の
で
、
受
身
と
取

れ
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
そ
れ
が
共
同
体
が
生
ん
だ
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と

を
仄
め
か
し
て
い
る
ん
で
す
。
し
た
が
っ
て
タ
イ
ト
ル
も
「
死
」
で
は
な
く
「
殺
人
」

と
し
な
い
と
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
く
な
る
。
も
ち
ろ
んm

uerte
の
第
一
義
は
「
死
」
で

「
殺
人
」
は
第
二
義
な
の
で
す
が
、「
死
」
だ
と
自
殺
を
連
想
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。― 

ス
ペ
イ
ン
語
の
文
章
を
見
る
と
訳
が
浮
か
ん
で
き
て
そ
の
ま
ま
書
き
つ
け
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

そ
う
で
す
ね
。
マ
ル
ケ
ス
は
映
画
の
脚
本
も
手
掛
け
て
い
る
か
ら
か
、
言
葉

に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
喚
起
力
が
あ
っ
て
文
章
か
ら
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
。
そ
れ
を
日
本

語
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
、
リ
ョ
サ
の
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
の
場
合
、

ロ
ン
ド
ン
の
獄
中
の
場
面
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
音
や
光
へ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
て
、

外
部
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
ま
す
。
扉
の
音
や
看
守
の
声
が

際
立
つ
た
め
に
、
臨
場
感
が
高
ま
る
。
し
か
も
、
弁
護
士
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
が
も

た
ら
す
の
は
悪
い
知
ら
せ
ば
か
り
な
の
で
、
読
者
は
い
き
な
り
緊
張
を
強
い
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
コ
ン
ゴ
や
ア
マ
ゾ
ン
の
場
面
か
ら
始
ま
る
と
、
そ
れ
こ
そ
密

林
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
環
境
で
若
い
主
人
公
と
冒
険
を
共
に
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、

雰
囲
気
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
き
ま
す
。
彼
の
回
想
を
ど
こ
か
ら
始
め
る
か
で
す
が
、

リ
ョ
サ
も
映
画
制
作
に
何
度
も
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
は
計
算
し
て
い

ま
す
ね
。
獄
中
の
劣
悪
な
体
験
と
比
べ
る
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
風
景
の
素
晴
ら
し

さ
が
際
立
っ
て
見
え
る
。
コ
ロ
ナ
禍
が
な
け
れ
ば
行
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
。

― 

翻
訳
を
日
本
語
と
し
て
読
み
返
す
と
い
う
段
階
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
ま

ず
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
日
本
語
に
訳
し
て
、
そ
の
後
で
日
本
語
と
し
て
自
然
な
文
に
な

る
よ
う
に
読
み
な
が
ら
直
し
て
い
く
と
い
う
段
階
は
な
く
、
い
き
な
り
ス
ペ
イ
ン
語

か
ら
日
本
語
の
完
成
形
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

そ
れ
を
語
る
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
事
情
を
知
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

僕
は
九
〇
年
代
に
入
る
ま
で
ワ
ー
プ
ロ
は
使
わ
ず
、
ず
っ
と
手
書
き
で
し
た
。
鉛
筆

で
書
き
、
書
き
込
み
を
せ
ず
に
消
し
ゴ
ム
を
使
っ
て
清
書
す
る
。
万
年
筆
は
使
わ
な

い
。
原
稿
用
紙
が
も
っ
た
い
な
く
て
、
く
し
ゃ
っ
と
丸
め
て
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
書
き
直
し
た
り
切
り
貼
り
し
た
り
し
て
原
稿
用
紙
を
生
か
す
。
そ
う
い
え
ば
大
江

健
三
郎
さ
ん
な
ん
か
も
切
り
貼
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
僕
の
場
合
、
そ
う
い
う

形
が
身
に
つ
い
ち
ゃ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
確
か
に
ワ
ー
プ
ロ
と
か
パ
ソ
コ
ン
を
使
う

と
楽
で
す
よ
。
大
き
な
単
位
で
一
気
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
。
手
書
き
時

代
は
そ
れ
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
コ
ツ
コ
ツ
手
作
業
で
清
書
す
る
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
い
き
な
り
日
本
語
の
完
成
形
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

た
だ
し
今
は
パ
ソ
コ
ン
な
の
で
、
手
を
入
れ
る
と
き
に
す
ご
く
楽
に
な
り
ま
し
た
。

― 
一
人
で
訳
す
場
合
は
そ
れ
で
良
い
と
し
て
も
、
複
数
で
訳
す
場
合
、
ボ
ラ
ー

ニ
ョ
の
『
２
６
６
６
』
は
複
数
で
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
場
合
は
、
訳

1
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文
を
後
で
読
ん
で
直
す
と
い
う
こ
と
も
さ
れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
完
全
に

共
同
翻
訳
者
に
任
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

七
〇
年
代
の
終
わ
り
に
、
鼓
直
先
生
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ャ
ル
ボ
ニ
エ
の
『
ボ

ル
ヘ
ス
と
の
対
話
』
と
い
う
の
を
共
訳
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
僕
の
下
訳
に
先
生
が
朱

を
入
れ
る
と
い
う
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
で
、
会
話
体
を
学
ぶ
上
で
す
ご
く
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
同
じ
頃
、
リ
ョ
サ
の
短
篇
集
『
ボ
ス
た
ち
』
を
訳
し
、
こ
れ
も
先
生
に

朱
を
入
れ
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
鈴
木
恵
子
さ
ん
の
訳
し
た
中
篇
『
小
犬
た
ち
』
と

併
せ
、
一
冊
の
単
行
本
と
し
て
国
書
刊
行
会
の
叢
書
に
入
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
た
り

が
短
い
修
行
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
『
２
６
６
６
』
は
後
輩
二
人
と
組
ん
で
の
共
訳
で
す
。
も
ち
ろ
ん

個
々
の
訳
者
の
個
性
が
出
る
け
れ
ど
、
編
集
者
が
「
チ
ー
ム
２
６
６
６
」
と
命
名
し

て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
組
織
的
に
動
い
た
た
め
に
、
チ
ェ
ッ
ク
や
調
整
が
う
ま

く
い
き
ま
し
た
。
僕
が
第
一
章
と
第
二
章
を
訳
し
、
そ
れ
を
基
調
に
す
る
。
ボ
ラ
ー

ニ
ョ
が
こ
の
大
長
篇
を
五
冊
の
本
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
訳
者
が
章
単
位
で
分
担
し
た
こ
と
が
功
を
奏
し
た
と
思
い
ま
す
。
編
集
者
は
そ
の

あ
た
り
を
よ
く
理
解
し
て
、
内
田
兆
史
君
、
久
野
量
一
君
の
担
当
箇
所
を
併
せ
て
う

ま
く
ま
と
め
て
く
れ
ま
し
た
。

― 

八
〇
年
代
に
訳
さ
れ
た
リ
ョ
サ
の
『
ラ
・
カ
テ
ド
ラ
ル
で
の
対
話
』 

も
お
二

人
で
訳
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。

野
谷　

あ
れ
は
最
初
七
〇
年
代
末
に
訳
し
、
リ
ョ
サ
が
初
来
日
し
た
七
九
年
に
刊
行

さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
た
別
の
ケ
ー
ス
で
す
。
や
は
り
駆
け
出
し
の
こ
ろ
、
大

先
輩
の
桑
名
一
博
先
生
が
請
け
負
っ
た
仕
事
が
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
信

州
の
民
宿
で
合
宿
し
て
、
先
生
が
最
初
か
ら
三
章
ま
で
を
訳
し
、
僕
が
四
章
を
丸
々

担
当
し
た
ん
で
す
。
時
間
の
関
係
も
あ
っ
て
、
先
生
は
僕
の
訳
に
ほ
と
ん
ど
手
を
入

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
の
一
九
八
四
年
版
で
は
、
改
訳
し
て
文
体
も
統
一
し
た

か
っ
た
ん
で
す
が
、
本
来
の
訳
者
で
あ
る
先
生
の
意
向
で
旧
訳
の
ま
ま
出
し
た
の
が

僕
と
し
て
は
心
残
り
で
す
。

― 

そ
れ
は
、
先
行
す
る
章
の
訳
を
見
て
そ
れ
に
文
体
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
形
で

訳
さ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、自
分
の
担
当
箇
所
は
独
立
し
た
物
語

と
し
て
読
め
る
も
の
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
時
間
優
先
で
、
自
分
の
リ
ズ
ム
で
や
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。
若
さ
と
日
本
で
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
の
ブ
ー
ム
が
始

ま
っ
た
当
時
の
熱
狂
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。
で
も
あ
の
仕
事
の
お
か
げ
で
、
長
篇
を

訳
す
面
白
さ
が
わ
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。

― 

そ
れ
は
最
初
か
ら
翻
訳
者
と
し
て
の
才
能
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

野
谷　

直
接
教
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
が
、
安
東
次
男
先
生
が
そ
う
お
っ

し
ゃ
っ
て
く
れ
た
と
後
で
知
り
ま
し
た
。
で
も
翻
訳
と
研
究
は
別
物
と
思
っ
て
い
た

の
で
、
大
喜
び
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
才
能
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
翻
訳

に
関
し
て
、
そ
こ
に
は
僕
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
大
事
な

の
は
リ
ズ
ム
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ど
う
や
ら
自
分
の
リ
ズ
ム
と
い
う
の
が
あ
る

ら
し
く
、
そ
れ
に
合
わ
な
い
訳
文
だ
と
な
ん
だ
か
も
た
つ
く
感
じ
が
し
て
楽
し
め
な

い
ん
で
す
。
リ
ズ
ム
の
快
楽
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

― 

そ
の
リ
ズ
ム
が
読
む
側
か
ら
し
て
も
心
地
よ
い
で
す
し
、
出
版
社
か
ら
も
翻

訳
の
声
が
か
か
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
読
み
や
す
い
訳
文
を
作
れ
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

野
谷　

そ
れ
は
必
ず
し
も
俗
に
い
う
「
読
み
や
す
さ
」
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
意
識

し
な
く
て
も
原
文
と
訳
文
の
リ
ズ
ム
が
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と

き
は
気
持
ち
が
い
い
で
す
ね
。

― 
そ
う
で
す
ね
。
今
回
の
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
に
し
て
も
自
由
間
接
話
法
が
使

わ
れ
て
い
る
と
か
、
本
人
の
手
記
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
挿
入
さ
れ
て
く
る
と
か
、
多
層

的
な
文
章
で
す
が
、
そ
う
い
う
部
分
も
原
作
に
忠
実
に
日
本
語
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
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同
性
愛
の
部
分
に
は
本
人
自
ら
が
書
い
た
日
記
が
直
接
引
用
さ
れ
る
形
で
す
の
で
、

生
々
し
く
な
り
ま
す
し
、
原
文
が
透
け
て
見
え
る
感
じ
で
、
見
事
な
翻
訳
だ
な
と
思

い
ま
し
た
。

野
谷　

そ
の
自
由
間
接
話
法
に
し
て
も
、
な
ぜ
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
が
使
っ
た
か
と

い
う
と
、
や
は
り
常
に
主
人
公
の
意
識
を
保
つ
と
い
う
か
、
途
切
れ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
彼
は
、
直
接
話
法
で
喋
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な

効
果
を
上
げ
た
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
間
接
的
に
表
そ
う
と
す
る
と
、
自
由
間
接
話
法

に
な
る
。
こ
れ
を
使
う
と
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
主
人
公
の
意
識
が
つ
な
が
っ
て
い

く
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
読
者
と
し
て
も
は
ぐ
ら
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
い
つ
も
主

人
公
の
意
識
を
感
じ
て
い
ら
れ
る
。
実
際
主
人
公
は
監
獄
で
回
想
し
て
い
る
わ
け
で
、

回
想
は
同
じ
レ
ベ
ル
で
続
い
て
い
る
は
ず
で
す
。
僕
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
ま

し
た
。
ま
あ
後
づ
け
で
も
あ
り
ま
す
が
。

― 

先
ほ
ど
『
フ
リ
ア
と
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
』
の
文
庫
版
が
出
る
と
い
う
こ
と

を
伺
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
機
会
に
昔
訳
し
た
も
の
に
手
を
入
れ
る
と
い

う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

あ
の
小
説
の
場
合
は
あ
ま
り
手
を
入
れ
ず
に
す
み
ま
す
。
誤
植
と
か
は
別
に

し
て
ね
。
意
味
を
取
り
違
え
た
よ
う
な
箇
所
も
そ
ん
な
に
な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
に

最
初
に
訳
し
た
当
時
よ
り
も
作
者
や
作
品
に
関
し
て
得
ら
れ
る
情
報
が
増
え
ま
し
た

か
ら
、
曖
昧
さ
は
減
り
ま
し
た
。

『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
と
現
代
文
学
を
同
じ
精
神
で
訳
す

― 

『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
よ
う
な
作
品
の
場
合
も
、
現
代
の
小
説
と
同
じ
よ
う

に
訳
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

昔
、
ロ
マ
ン
派
の
ベ
ッ
ケ
ル
の
短
篇
も
い
く
つ
か
訳
し
ま
し
た
が
、
古
典
は
専

門
で
は
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
自
分
も
今
の
読
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前

提
に
し
ま
し
た
。
日
本
で
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
翻
訳
の
歴
史
は
長
い
の
で
す

が
、
大
抵
の
翻
訳
者
が
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
時
代
が
か
っ
た
侍
言
葉
や
殿
様
言
葉
を
、

サ
ン
チ
ョ
に
は
農
民
言
葉
や
作
ら
れ
た
方
言
を
使
わ
せ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
そ
れ
っ

て
果
た
し
て
面
白
い
の
か
な
と
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
キ
ホ
ー
テ

と
サ
ン
チ
ョ
の
面
白
さ
っ
て
い
う
の
は
、
異
な
る
階
層
の
言
葉
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
大
事
だ
ろ
う
っ
て
思
う
ん
で
す
ね
。
サ
ン

チ
ョ
が
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
た
り
す
る
。
今
、
自
分
の
前
に
二
人
が
い
る
と
し
て
、
ど

こ
で
自
分
が
笑
え
る
か
と
考
え
る
。
す
る
と
や
っ
ぱ
り
、
す
れ
違
っ
た
り
、
ぶ
つ
か

り
合
っ
た
り
す
る
瞬
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
の
漫
才
の
ボ
ケ
と
ツ
ッ
コ
ミ
の
掛
け
合

い
に
よ
る
ギ
ャ
グ
と
同
じ
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
ん
で
す
。
彼
ら
の
論
理
は
噛
み

合
わ
な
い
。
そ
の
不
条
理
さ
が
ユ
ー
モ
ア
に
な
る
と
。
語
り
手
の
口
調
も
大
事
で
、

キ
ホ
ー
テ
は
教
養
人
で
す
が
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
感
じ
に
し
ま
し
た
。

― 

『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
よ
う
に
複
数
の
既
訳
が
あ
る
場
合
は
、
既
訳
を
読
ん

で
、
批
判
し
て
、
自
分
だ
っ
た
ら
こ
う
す
る
と
い
う
形
で
訳
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

確
か
に
何
種
類
も
読
み
ま
し
た
が
、
批
判
と
い
う
よ
り
批
評
で
す
。
み
ん
な

ど
う
や
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
ま
ず
考
え
ま
す
。
た
だ
既
訳
が
い
く
つ
も
あ
る
と
い
っ
て

も
、
パ
タ
ー
ン
は
大
体
同
じ
な
ん
で
す
ね
。
中
に
は
僕
が
真
似
で
き
な
い
よ
う
な
古

語
や
漢
語
を
駆
使
し
た
労
作
も
あ
る
。
で
も
そ
う
な
る
と
読
者
に
瞬
時
に
伝
わ
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
や
は
り
読
者
の
た
め
に
書
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
わ
か
る

よ
う
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
面
白
さ
も
、
訳
者
だ
け
が
分
か
っ

て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
を
読
者
に
伝
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
と

い
う
こ
と
で
、
僕
は
そ
の
、
言
葉
の
ぶ
つ
か
り
合
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
主
眼
を
お
い

た
ん
で
す
ね
。

― 
近
代
文
学
の
大
古
典
に
現
代
の
感
覚
で
読
み
や
す
く
て
面
白
い
と
思
え
る
訳

を
与
え
た
と
こ
ろ
に
野
谷
訳
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
新
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
当
初
は
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
的
に
読
ん

で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
誕
生
か
ら
数
十
年
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
ブ
ラ
ン
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ド
化
し
た
と
い
う
か
、
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
り
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
作
家
た

ち
は
、
今
で
は
世
界
文
学
の
作
家
と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
と
と
も
に
、
文
化
の
世
界
市
場
化
が
進
み
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
以
外
の
地
域
で
も
、

例
え
ば
日
本
で
も
あ
る
時
期
以
降
の
村
上
春
樹
さ
ん
の
よ
う
に
は
じ
め
か
ら
翻
訳
さ

れ
て
世
界
中
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
と
思
え
る
作
家
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

リ
ョ
サ
も
か
つ
て
は
ペ
ル
ー
で
政
治
的
な
意
図
を
持
つ
小
説
を
書
い
て
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
は
『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
世
界
で
読
ま
れ

る
作
品
、
世
界
商
品
と
し
て
流
通
で
き
る
作
品
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

野
谷　

エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
上
下
関
係
だ
と
思
う
ん
で
す
よ

ね
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
か
、
列
強
が
、
上
か
ら
目
線
で
見
た
場
合
に
、
と

ん
で
も
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
を
見
て
、
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
を
感
じ
る
ん

だ
ろ
う
け
ど
、
逆
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
た
だ
あ
の
六
〇
年
代
の
作
家
た
ち
は
、
そ

れ
を
認
識
し
た
と
い
う
の
か
な
、
つ
ま
り
自
分
達
が
こ
う
い
う
目
で
見
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
わ
け
で
す
ね
。
自
覚
し
た
と
い
う
か
。
で
す
か
ら
、
マ
ル

ケ
ス
な
ん
か
は
、
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
こ
と
を
、
わ
ざ
と
や
る
ん
で
す
ね
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
書
い
て
み
た
り
し
て
、ど
う
だ
っ

て
い
う
こ
と
を
や
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
な
ん
か
だ
と
、
彼

は
か
な
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
志
向
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
何
が
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
の

か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
人
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
も
の
を
巧
み
に

入
れ
た
り
し
て
ま
す
ね
。
フ
エ
ン
テ
ス
と
い
う
メ
キ
シ
コ
の
作
家
は
で
す
ね
、
こ
の

人
は
す
ご
く
知
的
で
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
彼
は
特
に
メ
キ
シ
コ
で
す
け
れ
ど
も
、
メ

キ
シ
コ
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
、
す
ご
く
よ
く
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
知
的
に
表
現

す
る
ん
で
す
ね
。
彼
は
あ
ま
り
知
的
す
ぎ
て
、
読
者
は
必
ず
し
も
増
え
な
か
っ
た
と

思
う
ん
で
す
が
。

　

あ
と
コ
ル
タ
サ
ル
は
、
幻
想
的
な
短
編
が
一
番
有
名
で
す
け
ど
、『
石
蹴
り
遊
び
』

と
い
う
長
編
も
あ
り
ま
す
が
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
彼
は
後
半
は

も
う
パ
リ
に
ず
っ
と
住
ん
で
ま
し
た
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
現
実
か
ら
幻
想
的
な
も
の
が

出
て
き
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
瞬
間
を
作
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
非
常
に
う
ま
い
人

で
す
。
こ
の
人
の
は
、
必
ず
し
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
と
は
違
う

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

― 

歴
史
的
に
は
一
九
二
〇
年
代
の
パ
リ
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
や
前
衛
芸
術

運
動
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
出
身
の
作
家
が
反
応
し
て
、
幻
想
的
な
世
界
の
話
が
、
ま

ず
詩
か
ら
始
ま
っ
て
散
文
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

文
学
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
系
譜
も
成
り
立
つ
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、
フ

ラ
ン
ス
は
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
で
な
い
と
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
。
幻
想
文
学
は
、
マ

ル
セ
ル
・
シ
ュ
ウ
オ
ッ
ブ
の
よ
う
な
人
が
い
て
、
カ
ル
ト
的
な
人
気
が
あ
る
に
せ
よ
、

国
民
的
作
家
、
国
を
代
表
す
る
よ
う
な
世
界
的
作
家
に
な
り
に
く
い
で
す
。
シ
ュ
ウ

オ
ッ
ブ
は
の
ち
に
ボ
ル
ヘ
ス
が
参
考
に
し
て
い
た
と
い
う
の
が
わ
か
っ
て
く
る
ん
で

す
が
。

野
谷　

ボ
ラ
ー
ニ
ョ
も
そ
う
で
す
ね
。

― 

そ
う
で
し
た
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ど
う
し
て
も
長
編
小
説
を
書
く
必
要
が
あ

り
、
幻
想
的
な
作
品
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
か
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
よ
う
な
外
国

で
は
よ
く
知
ら
れ
た
作
家
で
さ
え
も
本
国
で
は
子
供
向
け
と
み
な
さ
れ
主
流
か
ら
は

外
さ
れ
て
し
ま
う
。
フ
ラ
ン
ス
が
文
学
と
し
て
扱
え
な
か
っ
た
部
分
を
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
の
作
家
が
開
拓
し
、
幻
想
的
な
長
編
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
、
新
し
い
文
学
の

可
能
性
を
示
し
た
。
今
で
は
そ
の
成
功
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
逆
輸
入
さ
れ
て
い
て
、
例

え
ば
今
の
フ
ラ
ン
ス
の
若
い
作
家
で
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
強
い
影
響
を
受
け

た
こ
と
を
公
言
し
て
い
る
ロ
ー
ラ
ン
・
ビ
ネ
な
ど
は
『
文
明
交
錯
』
で
、
歴
史
を
裏
返

し
て
、
イ
ン
カ
帝
国
が
ス
ペ
イ
ン
を
征
服
す
る
と
い
う
歴
史
改
変
小
説
を
書
い
て
い

ま
す
。
こ
の
小
説
の
最
後
は
エ
ル
・
グ
レ
コ
と
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
か
ら

イ
ン
カ
に
派
遣
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
の
で
す
が
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
が
育

て
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
面
白
さ
だ
と
か
、
荒
唐
無
稽
さ
だ
と
か
、
エ
モ
ー

シ
ョ
ナ
ル
な
部
分
が
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
中
に
近
年
入
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
ね
。

野
谷　
カ
ル
ロ
ス
・
フ
エ
ン
テ
ス
は
そ
う
い
う
発
想
の
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
ね
。

短
篇
で
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
こ
っ
ち
へ
来
る
と
い
う
、
そ
の
逆
を
や
る

3

67



と
い
う
ね
。
今
の
世
界
を
見
て
、
な
ん
だ
こ
れ
と
い
う
。
そ
う
い
う
発
想
は
常
に
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
に
は
あ
っ
て
、
今
の
作
家
が
そ
の
影
響
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
け
ど
、
そ
れ
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
大
き
な
流
れ
で
い
え
ば
、
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
の
詩
で
す
よ
ね
、
そ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
が
、
未
発
達
な
ま
ま
だ
っ

た
の
が
、
ル
ベ
ン
・
ダ
リ
オ
と
い
う
大
詩
人
が
出
て
き
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
訳
す
と
、

ち
ょ
っ
と
違
う
ん
だ
け
ど
、
モ
デ
ル
ニ
ス
モ
っ
て
い
う
の
を
ス
ペ
イ
ン
に
逆
に
も
た

ら
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て
、
主
客
が
変
わ
っ
た
と
そ
う
言
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す

ね
。
一
九
二
〇
年
あ
た
り
は
、
盛
ん
に
皆
文
学
的
な
人
は
パ
リ
だ
っ
て
言
っ
て
た
頃

で
、
や
は
り
皆
パ
リ
を
目
指
す
ん
で
す
ね
。
で
そ
の
中
で
、
今
言
わ
れ
た
シ
ュ
ー
ル

と
の
出
会
い
が
あ
っ
て
、
特
に
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
な
ん
か
が
ね
、
実
際
、
実
験
的

な
こ
と
も
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
中
で
、
パ
ス
は
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
に
行
き
、

日
本
に
も
来
て
ま
す
け
ど
も
、
そ
れ
は
全
部
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
を
や
っ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
メ
キ
シ
コ
性
と
い
う
も
の
を
最
初
は
す
ご
く
こ
だ
わ
っ
て
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
追
求
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
さ
ら

に
も
っ
と
広
く
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
、
そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ま
あ
そ
う
い
う
、
大
き
く
逆
転
さ
せ

る
よ
う
な
発
想
と
い
う
の
は
、
他
に
も
、
そ
う
い
う
人
は
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は

必
ず
し
も
文
学
に
限
ら
ず
、
映
画
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
で
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
詳
し
い
ロ
バ
ー
ト
・
ス
タ
ム
が
書
い
た
論
で
、
逆
転
と
言
い
ま
す

か
、『
転
倒
さ
せ
る
快
楽
』
と
い
う
も
の
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
多
分
大

き
く
言
え
ば
そ
こ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

詩
の
翻
訳

― 

詩
の
翻
訳
に
つ
い
て
も
伺
い
た
い
の
で
す
が
。
散
文
を
訳
す
時
と
詩
を
訳
す

時
は
違
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

や
っ
ぱ
り
違
い
ま
す
ね
。
言
葉
の
選
び
方
が
。
つ
ま
り
散
文
だ
と
、
散
文
の

文
脈
の
中
で
通
用
す
る
限
ら
れ
た
言
葉
し
か
使
え
な
い
け
れ
ど
、
詩
だ
と
古
語
や
感

覚
的
な
言
葉
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
造
語
と
い
っ
た
非
日
常
的
言
葉
、
も
っ
と
違
う
言
葉

も
使
え
る
。
詩
で
し
か
使
え
な
い
言
葉
も
使
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

詩
に
な
る
と
、
言
葉
の
緊
張
感
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
、
冗
漫
な
表
現
は
避
け
ま
す
。

だ
か
ら
同
じ
散
文
で
も
、
詩
人
の
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
や
コ
ル
タ
サ
ル
の
散
文
な
ん

か
は
詩
を
含
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
点
ま
で
考
慮
す
る
と
、
詩
の
翻

訳
は
と
て
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

― 

韻
を
移
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

韻
は
ち
ょ
っ
と
無
理
じ
ゃ
な
い
か
な
。
元
の
詩
と
は
違
う
形
で
無
理
に
韻
を

踏
ん
で
も
、
わ
ざ
と
ら
し
い
し
な
ん
だ
か
間
抜
け
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

た
だ
し
、
柳
瀬
尚
紀
訳
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
技
巧
と
い
う
か
人

工
性
が
徹
底
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
問
題
を
超
越
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

― 

七
五
調
に
移
す
こ
と
が
実
践
さ
れ
た
り
し
ま
す
が
。

野
谷　

上
田
敏
が
『
海
潮
音
』
で
七
五
調
な
ど
を
使
っ
た
例
が
あ
り
ま
す
ね
。
僕
は

あ
の
試
み
が
好
き
で
す
し
、
散
文
を
訳
す
う
え
で
も
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
い
ま

す
。― 

マ
チ
ネ
・
ポ
エ
チ
ッ
ク
式
の
無
理
矢
理
な
脚
韻
を
作
る
と
、
駄
洒
落
み
た
い

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。

野
谷　

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
難
し
い
で
す
ね
。

― 
詩
だ
と
出
て
く
る
単
語
の
順
番
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
や
、
行
の
ま
た

ぎ
な
ど
も
ど
う
し
て
も
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

野
谷　
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

4

5

68特集　グローバルサウスと文学



特別インタビュー

― 

そ
の
場
合
は
、
日
本
語
に
し
た
と
き
の
詩
情
と
い
う
か
、
美
し
さ
を
重
視
さ

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

は
い
、
そ
の
方
が
う
ま
く
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
音
節
が
違
い
ま
す

か
ら
。― 

詩
の
場
合
で
も
一
回
で
日
本
語
訳
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
何
度

か
推
敲
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

と
き
に
よ
り
ま
す
ね
。
パ
ブ
ロ
・
ネ
ル
ー
ダ
の
『
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
の
頂
』
を

訳
し
と
き
は
、
や
は
り
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
す
る
と
言
葉
が
出
て
く
る
ん
で
す
。

つ
ま
り
客
観
的
に
考
え
る
と
、
意
味
的
に
少
し
離
れ
た
か
な
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で

す
が
、
ネ
ル
ー
ダ
の
詩
が
生
む
雰
囲
気
に
浸
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
言
葉
し
か
な
い

と
い
う
の
が
浮
か
ん
で
く
る
。
意
味
を
超
え
た
オ
ー
ラ
と
で
も
言
え
ば
い
い
か
。
貴

重
な
体
験
で
し
た
。

― 

時
に
は
散
文
よ
り
も
、
詩
の
翻
訳
の
方
が
分
量
は
短
く
と
も
時
間
が
か
か
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

野
谷　

ま
あ
、
文
脈
を
つ
か
む
の
に
苦
労
は
す
る
し
、
語
の
レ
ベ
ル
で
な
か
な
か
対

応
す
る
言
葉
が
浮
か
ば
な
か
っ
た
り
し
ま
す
が
、
散
文
よ
り
時
間
が
か
か
る
こ
と
は

な
い
で
す
ね
。
長
篇
小
説
の
方
が
物
理
的
に
も
や
は
り
時
間
は
か
か
り
ま
す
。

― 

一
つ
の
単
語
は
必
ず
一
つ
の
単
語
で
訳
さ
れ
ま
す
か
。

野
谷　

一
つ
の
単
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
ら
で
き
れ
ば
そ
う
し
た
い
で
す
ね
。
適
当
な

訳
語
が
見
つ
か
れ
ば
で
す
け
れ
ど
。
説
明
的
に
な
り
す
ぎ
る
と
冗
漫
に
な
り
ま
す
し
。

― 

文
中
に
出
て
い
る
単
語
は
す
べ
て
訳
さ
れ
ま
す
か
？

野
谷　

基
本
的
に
は
訳
し
ま
す
。
た
だ
し
、
や
は
り
リ
ズ
ム
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

リ
ズ
ム
に
合
わ
な
い
な
と
な
れ
ば
、
省
略
こ
そ
し
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
ス
ト
レ
ス
が

か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

― 

人
称
代
名
詞
に
関
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
？

野
谷　

日
本
語
の
場
合
、
人
称
代
名
詞
が
あ
る
と
く
ど
く
な
っ
て
む
し
ろ
不
自
然
で

す
か
ら
、
で
き
る
だ
け
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

映
画
の
翻
訳

― 

映
画
に
つ
い
て
も
少
し
伺
い
た
い
ん
で
す
が
、
先
生
は
ビ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ

に
特
に
愛
着
を
持
た
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
南
米
で
は
な
く
ス
ペ
イ
ン
の
映
画
監
督
で

す
が
、
映
画
の
世
界
の
マ
イ
ナ
ー
ポ
エ
ッ
ト
と
い
う
か
、
詩
的
な
映
画
を
作
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

ま
さ
に
そ
う
で
す
。
や
っ
ぱ
り
そ
れ
が
刺
激
に
な
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
全

部
を
言
葉
で
言
い
表
し
ち
ゃ
う
と
、
面
白
く
な
い
と
い
う
か
（
笑
）。
ペ
ド
ロ
・
ア
ル

モ
ド
バ
ル
な
ん
か
は
も
の
す
ご
く
饒
舌
で
す
ね
。
彼
の
場
合
は
言
葉
そ
の
も
の
よ
り

も
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
、
一
種
の
哀
感
と
か
ね
、
そ
う
い
う
も
の
が
優
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
。
エ
リ
セ
は
そ
れ
や
ら
な
い
で
す
ね
。

― 

カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
上
映
さ
れ
た
エ
リ
セ
の
三
十
一
年
ぶ
り
の
長
編
は『C

errar 

los ojos

』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
し
た
。
ま
だ
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ

の
映
画
の
タ
イ
ト
ル
は
ど
う
訳
さ
れ
ま
す
か
。

野
谷　

直
訳
す
る
と
「
眼
を
閉
じ
よ
」
と
い
う
命
令
形
で
す
が
、
観
な
い
と
わ
か
り

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
眼
を
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
の
前
の
現
実
で
は
な
く
別
の
世

界
が
見
え
る
と
か
ね
。
何
か
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す

け
れ
ど
。
そ
れ
こ
そ
、
ブ
ニ
ュ
エ
ル
が
、『
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
犬
』
で
、
女
性
の
眼
を
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切
り
裂
き
ま
す
ね
。
あ
れ
に
通
じ
る
意
味
が
あ
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
解
釈
が
成
り
立

つ
。
観
る
前
は
ね
（
笑
）。

― 

ブ
ニ
ュ
エ
ル
の
メ
キ
シ
コ
時
代
の
映
画
の
字
幕
も
い
く
つ
か
な
さ
っ
て
い
ま

す
ね
。

野
谷　

字
幕
翻
訳
は
十
本
ぐ
ら
い
や
っ
て
い
ま
す
ね
。
監
修
を
含
め
る
と
二
十
本
ぐ

ら
い
か
な
。

― 
そ
う
い
う
場
合
は
シ
ナ
リ
オ
か
ら
訳
す
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

そ
う
で
す
ね
、
シ
ナ
リ
オ
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
に
し
ま
す
。
海
外
か

ら
送
ら
れ
て
き
た
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
、
撮
影
時
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

字
幕
翻
訳
と
い
う
の
は
引
き
算
で
、
文
字
は
少
な
い
ほ
ど
い
い
。
最
大
二
十
字
で

す
が
、
セ
リ
フ
の
長
さ
に
よ
っ
て
文
字
数
は
決
ま
り
ま
す
。
最
近
は
文
字
を
入
力
す

る
の
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
昔
は
手
書
き
で
、
画
面
を

引
っ
掻
い
て
作
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
字
体
が
作
る
人
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
て
、
味

が
あ
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
っ
た
の
は
読
み
や
す
い
け
れ
ど
、
味
も
素
っ
気
も

あ
り
ま
せ
ん
。

― 

字
幕
の
翻
訳
の
場
合
は
、
自
分
の
主
張
が
聞
き
届
け
ら
れ
ま
す
か
。
配
給
会

社
の
人
が
見
て
修
正
の
指
示
が
出
さ
れ
る
と
い
う
場
合
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
か
。

野
谷　

僕
の
場
合
は
配
給
会
社
の
人
に
手
取
り
足
取
り
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
、
そ

の
場
で
解
決
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
た
だ
、
セ
リ
フ
が
あ
る
と
、
文
学
の

翻
訳
者
と
し
て
は
で
き
る
だ
け
忠
実
に
訳
し
た
い
。
そ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
。
二

行
あ
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
行
を
生
か
し
て
話
を
繋
げ
る
か
判
断
が
必
要
で
す
。
な
く
て

も
繋
が
っ
て
い
く
な
ら
削
除
す
る
。
そ
れ
が
辛
い
け
れ
ど
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い

（
笑
）。
僕
の
字
幕
の
特
徴
は
多
分
文
学
的
で
長
い
。
そ
れ
は
自
覚
し
て
い
ま
す
。

　

大
学
院
生
の
と
き
に
、
パ
ブ
ロ
・
ネ
ル
ー
ダ
を
テ
ー
マ
に
論
文
を
書
い
た
ん
で
す

け
れ
ど
、
そ
の
頃
、
ス
ペ
イ
ン
語
詩
に
興
味
を
抱
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
詩
の
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
を
自
分
で
訳
し
た
り
し
て
た
ん
で
す
ね
。
最
近
親
し
い
編
集
者
に
、
そ
れ
が

良
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
詩
を
訳
す
こ
と
で
言
葉
が
締

ま
る
か
ら
、
散
文
も
う
ま
く
訳
せ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

― 

な
る
ほ
ど
先
生
の
翻
訳
術
の
秘
密
に
ふ
れ
た
気
が
し
ま
す
。
散
文
を
訳
す
と

き
は
漫
然
と
訳
し
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、
最
初
に
言
葉
を
引
き
締
め
る
経
験
を
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
先
生
の
訳
は
端
正
で
上
品
な
の
で
す
が
、
た
ま
に
「
焼
酎
」

の
よ
う
な
卑
俗
な
表
現
が
飛
び
出
し
て
き
た
り
し
ま
す
。
外
国
の
事
物
と
の
距
離
が

縮
ま
り
、
翻
訳
を
読
み
な
が
ら
思
わ
ず
ニ
ヤ
リ
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

野
谷　

そ
れ
が
上
手
か
っ
た
の
は
鼓
先
生
で
す
ね
。
先
生
の
訳
は
記
憶
に
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
マ
ル
ケ
ス
は
卑
語
と
か
猥
語
と
い
う
の
を
非
常
に
う
ま
く
使
い
ま
す
。
ド

ノ
ソ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
折
に
彼
が
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
マ
ル
ケ
ス
は
、
言
葉

が
言
葉
で
あ
る
限
り
言
葉
を
愛
し
て
い
る
っ
て
ね
。
そ
う
言
わ
れ
て
本
当
に
そ
う
だ

と
思
う
の
は
、『
族
長
の
秋
』
な
ん
か
は
ま
さ
に
卑
俗
な
世
界
で
、
卑
語
・
猥
語
が
場

を
得
て
生
き
生
き
と
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
マ
ル
ケ
ス
自
身
そ
う
い
う
言
葉
が
飛

び
交
う
世
界
を
熟
知
し
て
い
て
、
そ
れ
を
上
か
ら
目
線
で
批
評
す
る
ど
こ
ろ
か
自
分

も
そ
の
一
員
と
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
ね
。
そ
れ
で
も
な
ぜ
か
言
葉
に
品
が
あ
る
の

が
特
徴
で
す
。
現
実
を
リ
ア
ル
な
現
実
と
し
て
見
て
い
る
か
ら
、
決
し
て
そ
れ
を
、

お
と
し
め
た
り
し
ま
せ
ん
。
彼
は
「
ミ
エ
ル
ダ
（
糞
）」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
い
ま

す
が
、
あ
れ
を
『
大
佐
に
手
紙
は
来
な
い
』
の
オ
チ
に
使
う
。
彼
が
そ
れ
を
や
る
と

笑
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
場
面
が
引
き
締
ま
る
し
、
い
い
味
を
出
す
ん
で
す
。

中
上
健
次
、
村
上
春
樹
と
の
交
流

― 
野
谷
先
生
と
生
前
親
交
の
あ
っ
た
中
上
健
次
さ
ん
も
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文

学
の
作
家
た
ち
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
最
初
に
詩
を
書
い
て
か
ら
、
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散
文
に
移
行
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
彼
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
対
す
る
興
味

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
生
ま
れ
故
郷
の
路
地

に
似
た
も
の
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

一
つ
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
受
容
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
受
容
す
る
っ
て
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
大
江
健
三
郎
と
同
じ

だ
と
、
彼
は
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
て
い
ま
し
た
ね
。
も
し
か
す
る
と
ラ
シ
ュ
デ
ィ

な
ん
か
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
。

　

そ
れ
と
ラ
テ
ン
的
な
血
の
濃
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
辺
境
の
意
識
で
す
よ
ね
。

今
で
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
ウ
ス
の
よ
う
な
散
々
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
土
地
か

ら
出
て
き
て
い
る
と
い
う
思
い
が
彼
は
も
の
す
ご
く
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
共
感
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
特
に
マ
ル
ケ
ス
な
ん
か
そ
う
で
し
た
。
だ
か
ら
バ
ル

ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
に
対
し
て
は
、
彼
は
少
し
反
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

― 

中
上
健
次
さ
ん
が
一
番
評
価
し
て
い
た
の
は
マ
ル
ケ
ス
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

マ
ル
ケ
ス
で
す
ね
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
彼
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、

ボ
ゴ
タ
の
よ
う
な
都
会
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
古
い
、
カ
ル
タ
ヘ
ナ
と
い
う
港

町
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
さ
ら
に
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
、
バ
ナ
ナ
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
地
帯
で
す
ね
。
元
々
は
農
民
や
下
層
の
人
た
ち
が
搾
取
さ
れ
る
よ
う

な
世
界
で
す
よ
ね
。
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
る
か
ら
、
そ
う
い
う
意
識
と
い
う
の
は
強

い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

― 

南
米
に
は
仏
領
ギ
ア
ナ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
圏
は
あ
り
ま
す
が
、
有
力
な
作

家
が
出
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。
や
は
り
ス
ペ
イ
ン
語
圏
と
ブ
ラ
ジ
ル

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
圏
か
ら
の
作
家
が
大
半
を
占
め
て
い
ま
す
ね
。

野
谷　

マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
ぐ
ら
い
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
ろ
う
け
ど
。

― 

そ
う
で
す
ね
、
カ
リ
ブ
の
作
家
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
で
は
フ
ラ
ン
ス
語

圏
文
学
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た

中
南
米
文
学
と
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
パ
リ
の
中
心
性
に
対
す
る
植

民
地
の
辺
境
性
を
強
い
特
徴
に
し
て
い
ま
す
。

野
谷　

た
だ
歴
史
が
違
い
ま
す
よ
ね
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
、
少
な
く
と
も
ス
ペ
イ

ン
語
圏
だ
と
、
ペ
ル
ー
と
メ
キ
シ
コ
の
副
王
領
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
少
な

く
と
も
本
国
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
権
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
た
だ
単
に
、

属
国
だ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
分
達
の
あ
る
種
の
誇
り
み
た
い
な
の
が
あ
る

ん
で
す
ね
。

― 

ア
メ
リ
カ
で
村
上
春
樹
さ
ん
に
会
わ
れ
た
時
に
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
の

話
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
に
は
あ
ま
り
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
の
影
響
は
感

じ
ら
れ
ま
せ
ん
が
。

野
谷　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
偶
然
会
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
マ
ル
ケ
ス
な
ん

か
は
読
ん
で
た
み
た
い
で
す
。
ボ
ル
ヘ
ス
も
読
ん
で
い
て
。
彼
は
『
カ
ン
ガ
ル
ー
日

和
』
と
い
う
短
篇
集
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
読
ん
だ
時
に
は
す
ご
く
ボ
ル

ヘ
ス
的
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
ね
。

― 

村
上
春
樹
さ
ん
は
同
じ
ア
メ
リ
カ
で
も
北
米
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
文
化
に

属
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

野
谷　

そ
う
で
す
ね
。
メ
キ
シ
コ
旅
行
ま
で
は
し
た
み
た
い
で
す
け
ど
ね
。

― 

た
だ
総
じ
て
八
〇
年
代
は
依
然
と
し
て
英
語
圏
の
文
化
が
強
か
っ
た
で
す

が
、
日
本
で
も
ほ
と
ん
ど
の
作
家
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
対
し
て
一
目
置
い
て

い
た
。
池
澤
夏
樹
や
大
江
健
三
郎
も
明
ら
か
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
影
響
受
け

た
作
品
を
書
い
て
ま
し
た
し
。

野
谷　

岩
波
文
化
人
が
す
ご
く
取
り
上
げ
て
い
た
し
ね
。
そ
の
頃
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

6
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カ
文
学
が
一
気
に
入
っ
て
き
た
か
ら
、
詩
人
も
散
文
作
家
も
、
み
ん
な
影
響
を
受
け

て
い
た
。
詩
人
だ
と
パ
ス
が
来
ま
し
た
し
、
ボ
ル
ヘ
ス
も
そ
う
で
す
。
ほ
と
ん
ど
同

じ
頃
来
た
ん
で
す
よ
ね
。
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
も
来
日
し
た
。
つ
ま
り
、
散
文
と
詩

が
一
緒
に
入
っ
て
き
て
、
し
か
も
作
品
は
六
〇
年
代
の
ブ
ー
ム
の
頃
の
も
の
と
、
そ

の
前
後
の
も
の
も
ま
た
同
時
に
入
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
。
そ
り
ゃ
あ
爆
発
し
ま
す
よ

ね
。（
笑
）

― 
集
英
社
の
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
学
」
シ
リ
ー
ズ
が
出
た
の
が
八
〇
年
代

中
頃
で
す
ね
。

野
谷　

始
ま
っ
た
の
は
八
三
年
で
し
た
ね
。

― 

当
時
八
〇
年
代
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
が
一
気
に
入
っ
て
き
た
時
代
と
、

今
と
は
熱
気
と
言
い
ま
す
か
、
受
容
の
仕
方
は
違
い
ま
す
か
。

野
谷　

「
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
」
的
な
も
の
が
あ
ま
り
に
も
広
が
っ
て
、
逆
に
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
が
幻
想
文
学
と
混
同
さ
れ
て
、
現

実
に
ち
ょ
っ
と
幻
想
が
入
っ
て
い
る
と
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
と
か
い
う
け
れ
ど

も
、
本
当
は
違
う
と
僕
は
思
い
ま
す
。
僕
の
持
論
で
は
、
視
点
の
違
い
だ
ろ
う
と
、

つ
ま
り
さ
っ
き
言
っ
た
、
ま
あ
マ
ル
ケ
ス
な
ら
マ
ル
ケ
ス
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
意
識

し
た
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
す
る
と
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
だ
と
見
え
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
自
分
達
に
は
リ
ア
ル
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
持
っ
て
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

見
返
し
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
そ
う
見
る
こ
と
を
茶
化
し
た
り

す
る
。
だ
か
ら
、
情
報
が
あ
ん
ま
り
広
が
っ
て
、
当
た
り
前
に
な
る
と
、
そ
う
い
う

視
点
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
テ
ク
ニ
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
て
一

つ
の
技
法
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
小
説
に
足
り
な
い
も
の

― 

先
生
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
英
語
圏
の
小
説
た
と
え
ば
ポ
ー
ル
・
オ
ー

ス
タ
ー
な
ど
を
読
ま
れ
て
ど
う
お
感
じ
に
な
り
ま
す
か
。

野
谷　

オ
ー
ス
タ
ー
は
ボ
ル
ヘ
ス
的
で
す
ね
。
だ
か
ら
知
的
で
面
白
い
ん
だ
け
ど
、

ボ
ル
ヘ
ス
が
い
る
よ
っ
て
ね
（
笑
）。
そ
う
い
う
風
に
見
て
し
ま
う
。
ポ
ー
ル
・
オ
ー

ス
タ
ー
は
僕
が
メ
キ
シ
コ
に
い
た
一
九
九
三
年
に
講
演
に
来
て
ま
し
た
。
彼
は
メ
キ

シ
コ
で
も
人
気
が
あ
っ
て
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

― 

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
キ
ン
グ
な
ん
か
は
一
見
幻
想
的
な
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思

え
ま
す
が
。

野
谷　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
キ
ン
グ
は
、
よ
し
も
と
ば
な
な
な
ん
か
は
良
い
っ
て
言
っ

て
る
け
ど
。
ホ
ラ
ー
に
特
化
し
た
作
家
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

― 

何
が
足
り
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

な
ん
で
す
か
ね
、
被
征
服
者
と
い
う
か
、
征
服
さ
れ
た
者
の
歴
史
が
持
っ
て

い
る
負
の
重
み
が
足
り
な
い
と
い
う
か
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
学
に
は
そ
れ
を
感

じ
る
ん
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
文
学
だ
と
そ
の
重
み
が
足
り
な
い
か
な
。

― 

『
ケ
ル
ト
人
の
夢
』
で
す
と
、
ケ
イ
ス
メ
ン
ト
の
出
身
地
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
イ

ギ
リ
ス
に
征
服
さ
れ
た
歴
史
が
あ
る
の
で
、
現
在
は
英
語
圏
で
あ
っ
て
も
負
の
歴
史

と
い
う
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

ケ
イ
ス
メ
ン
ト
は
芽
生
え
た
わ
け
で
す
ね
。
イ
ギ
リ
ス
で
仕
事
を
得
て
、
意

気
揚
々
と
ア
フ
リ
カ
に
渡
っ
た
が
、
植
民
地
主
義
の
現
実
を
知
る
。
そ
し
て
、
自
国

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
も
実
は
同
じ
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
英
帝
国
に
搾
取
さ
れ
て
き
た
、

と
い
う
負
の
歴
史
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
リ
ョ
サ
は
そ
の
あ
た
り
を
う
ま
く
捉

え
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
リ
ョ
サ
は
や
は
り
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
作
家
だ
と
思
う
。
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特別インタビュー

ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
『
２
６
６
６
』
の
成
功
と
今
後
に
つ
い
て

― 

最
後
に
先
生
が
訳
さ
れ
て
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
に
つ

い
て
も
伺
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
は
現
在
白
水
社
か
ら
ほ
ぼ
全
て
の
作
品

が
翻
訳
出
版
さ
れ
、
今
年
は
没
後
二
十
年
で
七
月
に
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
と
伺
っ
て
い

ま
す
。

野
谷　
七
月
の
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
・
セ
ル
バ
ン
テ
ス
東
京
で
の
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
イ

ベ
ン
ト
が
実
現
に
至
っ
た
の
は
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
の
文
化
担
当
の
ハ
ビ
エ
ル
・

フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
さ
ん
が
大
の
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
が
大
き
い
で
す
ね
。

彼
は
博
論
を
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
で
書
い
た
そ
う
で
す
。
版
元
の
白
水
社
も
フ
ェ
ア
を
開
催

す
る
な
ど
努
力
し
て
い
て
、
新
た
な
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

― 

今
時
『
２
６
６
６
』
が
あ
れ
だ
け
高
額
で
厚
い
本
で
あ
れ
だ
け
売
れ
た
と
い

う
の
は
ほ
と
ん
ど
奇
跡
に
近
い
で
す
ね
。

野
谷　

一
つ
の
奇
跡
で
す
ね
。
十
刷
突
破
で
す
か
ら
。

― 

『
２
６
６
６
』
に
限
ら
ず
、
今
は
ア
メ
リ
カ
の
影
響
か
、
文
芸
作
品
が
長
大
化

し
て
い
る
と
い
う
傾
向
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

メ
ガ
ノ
ベ
ル
と
称
し
て
。
ア
メ
リ
カ
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
バ
カ
ン
ス
の
時
に
、
そ
う
い
う
分
厚
い

小
説
を
買
っ
て
持
っ
て
い
く
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
日
本
に
は
そ

れ
が
な
い
。
休
み
は
短
い
し
、
分
厚
い
と
い
う
だ
け
敬
遠
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

そ
の
た
め
厚
い
本
は
翻
訳
し
て
も
売
れ
な
い
か
ら
出
版
リ
ス
ト
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま

う
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、『
２
６
６
６
』
が
売
れ
た
か
ら
か
、
出
し
て
も

い
い
と
い
う
流
れ
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。

　

僕
の
世
代
が
接
し
た
「
ブ
ー
ム
」
期
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
は
、
キ
ュ
ー
バ
革

命
の
影
響
が
あ
り
、
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る

種
の
共
通
性
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
傾
向
の
作
品
は
新
し
く

感
じ
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ま
あ
プ
イ
グ
も
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
。
と
い
う
の
も
、

プ
イ
グ
も
「
ブ
ー
ム
」
の
最
後
の
方
な
ん
で
す
ね
。
逆
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
的
じ
ゃ

な
い
と
い
う
の
が
売
り
に
な
っ
た
。
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
的
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
。

主
人
公
が
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
全
面
に
出
し
た
人

物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

― 

そ
こ
が
す
ご
く
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
で
す
ね
。

野
谷　

ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
場
合
は
ま
ず
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で

重
要
な
賞
で
あ
る
ロ
ム
ロ
・
ガ
ジ
ェ
ー
ゴ
ス
賞
を
取
っ
て
、
そ
れ
か
ら
な
ん
と
言
っ

て
も
全
米
批
評
家
協
会
賞
で
、
や
は
り
あ
れ
が
大
き
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い

う
意
味
で
言
う
と
、
出
版
産
業
自
体
が
ア
メ
リ
カ
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま

す
。
あ
と
ス
ペ
イ
ン
の
文
学
賞
が
あ
り
ま
す
。
受
賞
作
が
英
訳
さ
れ
て
、
そ
れ
が
売

れ
る
と
逆
輸
入
さ
れ
た
り
す
る
。

　

今
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
も
女
性
作
家
が
盛
ん
に
出
て
き
て
い
ま
す
。〈
ス
パ
ニ
ッ

シ
ュ
・
ホ
ラ
ー
〉
と
言
わ
れ
る
現
象
も
そ
こ
に
由
来
し
ま
す
。
テ
ー
マ
も
必
ず
し
も

土
着
的
で
は
な
く
、
都
会
的
、
個
人
的
な
も
の
に
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
海
外
を
体
験
し
た
り
、
海
外
を
本
拠
地
に
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
ま
し
た
。

キ
ュ
ー
バ
の
作
家
で
も
、
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
住
む
作
家
も
い
ま
す
。
そ
う

い
う
形
で
、
外
の
目
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
作
家
が
売
れ
て
き
て
い
る
。
六
〇
年
代

で
も
実
は
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
り
、
作
家
た
ち
も
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
に
行
っ
た
り
し

な
が
ら
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
見
直
し
て
再
発
見
す
る
。
だ
か
ら
単
に
土
着
的
な
こ

と
を
書
い
て
い
る
の
と
は
違
い
、
普
遍
的
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

― 
女
性
作
家
の
作
品
を
訳
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

野
谷　
女
性
作
家
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
『
エ
ル
・
ス
ー
ル
』
と
い
う
映
画
の
原
作
者
、

ア
デ
ラ
イ
ダ
・
ガ
ル
シ
ア
＝
モ
ラ
レ
ス
と
い
う
作
家
の
作
品
を
翻
訳
し
ま
し
た
。
エ
リ

セ
が
映
画
に
し
た
と
き
に
は
、
父
親
の
視
点
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
原
作
は
娘
で
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あ
る
女
性
の
視
点
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
小
説
と
映
画
に
は
違
い
が
あ
る
の

で
す
。
女
性
の
翻
訳
者
と
共
訳
し
た
の
で
、
い
い
翻
訳
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

― 

今
後
訳
し
た
い
作
品
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
後

篇
は
ど
う
な
り
ま
す
し
ょ
う
か
。

野
谷　
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
は
や
り
た
い
で
す
ね
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な
り
そ
う
で

す
が
。
と
い
う
の
は
、
抄
訳
で
自
分
で
今
ま
で
と
は
違
う
ス
タ
イ
ル
を
作
れ
た
と
思

え
て
い
る
か
ら
、
あ
れ
を
通
し
た
い
。

― 

や
は
り
原
作
と
翻
訳
者
の
相
性
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

野
谷　

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
頼
ま
れ
て
翻
訳
す
る
と
い
う
形
で
し
た
。
そ
の
中
で
相
性

が
い
い
の
も
あ
れ
ば
そ
う
で
も
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
訳
者
は
黒
子
だ
と
か
、
透

明
で
あ
る
べ
き
だ
と
か
い
う
論
が
あ
っ
て
、
僕
も
一
応
黒
子
で
あ
る
べ
き
だ
と
言
っ

た
こ
と
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
で
も
自
分
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
笑
）。
自

分
が
出
ち
ゃ
い
ま
す
ね
。
ま
た
出
な
き
ゃ
面
白
く
な
い
。
人
の
経
験
は
多
様
で
す
か

ら
、
文
学
の
場
合
、
作
者
に
好
感
を
抱
い
た
り
共
感
し
た
り
し
て
、
そ
れ
が
滲
み
出

る
翻
訳
こ
そ
生
き
た
翻
訳
だ
と
思
い
ま
す
。

― 

そ
れ
を
読
む
側
も
期
待
し
ま
す
ね
。
や
は
り
野
谷
先
生
の
訳
で
読
み
た
く
て

読
み
ま
す
か
ら
。
昨
今
は
人
工
知
能
に
よ
る
翻
訳
も
可
能
に
な
っ
て
き
て
は
い
ま
す

が
、
そ
れ
を
読
ん
で
し
ま
う
と
な
お
さ
ら
、
名
人
に
よ
る
文
芸
の
翻
訳
を
私
た
ち
は
読

み
た
い
と
強
く
思
い
ま
す
。
野
谷
先
生
に
は
ま
す
ま
す
良
い
お
仕
事
を
し
て
い
た
だ

き
、
素
晴
ら
し
い
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
文
芸
を
私
た
ち
に
届
け
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
　

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注1 

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
『
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
中
短
篇
傑
作
選
』（
野
谷
文
昭
編

訳
）、
河
出
文
庫
、
二
○
二
二
年
。

2 

マ
リ
オ
・
バ
ル
ガ
ス
＝
ジ
ョ
サ
『
ラ
・
カ
テ
ド
ラ
ル
で
の
対
話
』（
桑
名
一
博
、
野
谷
文
昭
訳
）、
集

英
社
、
一
九
八
四
年
。

3 

ロ
ー
ラ
ン
・
ビ
ネ
『
文
明
交
錯
』、
東
京
創
元
社
、
橘
明
美
訳
、
二
○
二
三
年
。

4 

カ
ル
ロ
ス
・
フ
エ
ン
テ
ス
「
二
つ
の
ア
メ
リ
カ
」（Las dos A

m
éricas, 1992

）、『
神
奈
川
大
学

評
論
』
第
七
七
号
、
石
井
登
訳
、
二
○
一
四
年
、「
オ
レ
ン
ジ
の
樹
」（El N

aranjo, 1993

）、
未

邦
訳
。

5 

ロ
バ
ー
ト
・
ス
タ
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也
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野谷文昭名誉教授業績目録（2013年度以降）

1．書籍

◇  『世界文学の小宇宙1 欧米・ロシア編　悪魔にもらった眼鏡』（亀山郁夫・野谷文昭編訳、名古屋外国語
大学出版）2019年．（以下◇印があるものは本書に収録）

▲  『世界は映画でできている』テイク5　ラテンアメリカ・スペイン（石井聖子・白井史人編、名古屋外国
語大学出版会）2021年 .（以下▲印があるものは本書に収録）

◆  『ラテンアメリカン・ラプソディ』（五柳書院）2023年 .（以下◆印があるものは本書に収録）

2．翻訳

単行本
― 『アメリカ大陸のナチ文学』（ロベルト・ボラーニョ）白水社　2015年．
― 『セルバンテス ポケットマスターピース13』集英社文庫ヘリテージシリーズ　集英社　2016年．
― 『チリ夜想曲』（ロベルト・ボラーニョ）白水社　2017年．
― 『20世紀ラテンアメリカ短篇選』（編訳）（岩波文庫）岩波書店　2019年．
◇  「緑の瞳」（グスタボ・アドルフォ・ベッケル、『悪魔にもらった眼鏡』亀山郁夫共編）名古屋外国語大学
出版会2019年4月．

―  『純真なエレンディラと邪悪な祖母の信じがたくも痛ましい物語 ガルシア＝マルケス中短篇傑作選』（ガ
ブリエル・ガルシア=マルケス、編訳）河出書房新社　2019年．

― 『ケルト人の夢』（マリオ・バルガス＝リョサ）岩波書店　2021年．
―  『ガルシア=マルケス中短篇傑作選』（ガブリエル・ガルシア=マルケス、編訳）（河出文庫）河出書房新
社　2022年．

― 『フリアとシナリオライター』（マリオ・バルガス＝リョサ）（河出文庫）河出書房新社　2023年．
―  「スペイン語圏」『世界文学の小宇宙 3　詩集：愛、もしくは別れの夜に』名古屋外国語大学出版会　2023年．
― 『鷲か太陽か？』（オクタビオ・パス）（岩波文庫）岩波書店　2024年．

雑誌掲載
―  「バベルの図書館」（ホルヘ・ルイス・ボルヘス）柴田元幸責任編集『MONKEY』vol. 31　スイッチ・パ
ブリッシング　2023年10月15日．

3．論文

◆  「『世界の果ての世界』あるいは反転した『白鯨』」『れにくさ＝Реникса:現代文芸論研究室論集』第5-1
号　東京大学現代文芸論研究室　2014年3月　pp.348-354．

◆  「予告された殺人の語り方 ワイルダーとガルシア＝マルケスの小説をめぐって」『れにくさ＝Реникса:現
代文芸論研究室論集』第9号　東京大学現代文芸論研究室　2019年3月　pp.179-185．

◆  「短編小説の可能性 ガルシア＝マルケスの作品を中心に 名古屋外国語大学出版会・WLAC 5周年記念シ
ンポジウム」『Artes MUNDI』第5号　名古屋外国語大学出版会　2020年3月　pp.116-123．

― 「独裁者の手」『れにくさ＝Реникса:現代文芸論研究室論集』第10-1号　東京大学現代文芸論研究室　
2020年3月　pp.568-573．
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4．エッセイ・書評・その他

― 「世界を包摂する本」（巻頭言）『れにくさ』第4号2013年3月．
◆  「深読み、裏読み、併せ読み　ラテンアメリカ文学はもっと面白い 東京大学最終講義」『すばる』集英社

2013年5月号　2013年4月6日．
◆  「沈黙の映画作家たち－ビクトル・エリセと「沈黙」の開閉」『キネマ旬報』2013年8月下旬号 No. 1643　

2013年8月5日．
―  「響き合う言葉－外国文学者・翻訳者が語るラテンアメリカ文学」（シンポジウム記録Ⅱ）『日本比較文学
会東京支部研究報告』10号　2013年9月1日．

―  「『ポルトガル、ここに誕生す　ギマランイス歴史地区』過去か、今か、それとも未来か」キネマ旬報2013
年9月下旬号No. 1646　キネマ旬報社　2013年9月5日．

◆「半歩遅れの読書術『ワシプンゴ』」『日本経済新聞』　2013年11月10日．
◆「半歩遅れの読書術『老人と海』」『日本経済新聞』　2013年11月17日．
◆「半歩遅れの読書術『プラテーロとわたし』」『日本経済新聞』　2013年11月24日．
― 書評『存在しない小説』（いとうせいこう編）『群像』講談社　2014年1月号　2013年12月6日．
―  書評『ペルソナ・ノン・グラータ』（ホルヘ・エドワーズ著、松本健二訳）『北海道新聞』　2014年1月

19日．
―  「21世紀の海外文学を読もう！ラテンアメリカ文学編」野谷文昭・松本健二『こころ』Vol. 17　平凡社　

2014年2月．
― 「『リアリティのダンス』の世界」映画フライヤー アップリンク 　2014年 4月．
◆ 「生の歓びふれた「純文学」、ガルシア＝マルケスを悼む」『朝日新聞』　2014年4月22日．
◆  「孤独な少年の内的独白 追悼G・ガルシア＝マルケス」『すばる』2014年6月号　集英社　2014年5月7日．
―  「『DUNE』の夢のつづき「リアリティ」のダンス」『キネマ旬報』2014年 6月上旬号　No. 1663　2014年

5月20日．
◆  「『百年の孤独』は時代と国境を超えた　南米の文豪ガルシア＝マルケス死す」『週刊エコノミスト5月20
日号』毎日新聞社出版　2014年5月20日．

― 「青いロシナンテ」（再録）日本文藝家協会編『ベストエッセイ2014』　2014年6月6日．
― 「ガルシア＝マルケスを語る」対談　野谷文昭・柳原孝敦 『週刊読書人』　2014年6月13日号．
◆  特別寄稿「余韻と匂い」『新潮』2014年7月号（ガブリエル・ガルシア=マルケスのために）新潮社　2014
年 6月7日．

―  対談「ラテンアメリカというアマルガム ガルシア＝マルケスと世界をつなぐ」野谷文昭・ヤマザキマリ
『ユリイカ』青土社　2014年7月号　2014年6月27日．

― 「ひとりだけの対話」『日本経済新聞』　2014年11月23日．
― 「時間探しの旅」（再録）『中上健次集 三』　月報VI　インスクリプト　2015年1月．
―  「中上健次とラテンアメリカ文学―路地と悪党」（再録）『中上健次集 三』　月報Ⅵ　インスクリプト　

2015年1月．
―  「スカノトーダイ」（連載リレーエッセイ こころにひかる物語229）『かまくら春秋』4月号　かまくら春
秋社　2015年4月1日．

◆  「ボルヘスのユーモア」『迷宮No. 11』ボルヘス会　2015年6月．
―  インタビュー　“Visible pero invisible” por Cristina Rascón, Tierra Adentro, CONACULTA, México, 2015
年6月．

― 「鏡の国への旅」（映画評）『約束の地』ブローデ・メディア・スタジオ　2015年6月．
―  「ラテンアメリカを追いかけて」（映画評）『光のノスタルジア』・『真珠のボタン』『エキプ随想』岩波ホー
ル　2015年10月．
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◆ 「ノックとしての『蜘蛛女のキス』」『kotoba』第22号　集英社　2015年12月4日．
◆  「密室の対話の力　マヌエル・プイグ著戯曲『薔薇の花束の秘密』」『劇場文化』静岡芸術劇場　2015年

12月．
◆  書評『つつましい英雄』マリオ・バルガス＝リョサ著　田村さと子訳（河出書房新社）『日本経済新聞』　

2016年2月7日．
―  「透明な語り口と深まる〈謎〉」（書評）『夜、僕らは輪になって歩く』ダニエル・アラルコン著　藤井光訳
（新潮社）『波』新潮社　2016年2月．

― 「創刊の辞」『Artes MUNDI』創刊号　名古屋外国語大学出版会　2016年3月
― 「陰翳礼賛　ハバナ旧市街」（コラム）『Artes MUNDI』創刊号　名古屋外国語大学出版会　2016年3月．
― 「編集後記」『Artes MUNDI』創刊号　名古屋外国語大学出版会　2016年3月．
―  書評『オクタビオ・パス ― 迷路と帰還』（阿波弓夫著、文化科学高等研究院出版局）『読書人』　2016年

4月．
◆ 「『ドン・キホーテ』新訳に挑む」『東京新聞・中日新聞』　2016年4月12日．
―  「北の終焉のさびしさ」（映画パンフレット）マイケル・フランコ監督『或る終焉』エスパース　2016年

5月．
―  「アルバレス・ブラボと前衛の時代」（展覧会図録）『マヌエル・アルバレス・ブラボ ― メキシコ、静かな
る光と詩』世田谷美術館　2016年7月．

◆  「スペイン語で世界を知る」『PIAZZA』2016年秋号（創刊号）　名古屋外国語大学出版会　2016年．
◆  「衝突する、キホーテとサンチョの言説」『青春と読書』No. 486　集英社　2017年1月．
―  「ラテンアメリカ　米国との終わりなき闘い」 『入門新世界史　文藝春秋SPECIAL』　2017年春号　文藝
春秋社　2017年2月25日．

―  「いま世界文学にふれる意義」（集英社文庫〈ポケットマスターピース〉完結記念シンポジウム）柴田元
幸・辻原登・野谷文昭・鴻巣友季子・宮下遼 『すばる』集英社　2017年3月．

― 「巻頭言」『Artes MUNDI』Vol. 2　名古屋外国語大学出版会　2017年3月．
―  「翻訳をめぐって」（座談会）伊藤達也・梅垣昌子・関口涼子・野谷文昭・ライアン・モリソン『Artes 

MUNDI』Vol. 2　名古屋外国語大学出版会　2017年3月．
― 「マテガイとぐい飲み」（コラム）『Artes MUNDI』Vol. 2　名古屋外国語大学出版会　2017年3月．
―  対談「アルバレス・ブラボの写真に写っているもの」塚田美紀・野谷文昭『Artes MUNDI』Vol. 2　名古
屋外国語大学出版会　2017年3月．

― 「編集後記」『Artes MUNDI』Vol. 2　名古屋外国語大学出版会　2017年3月．
― 「巻頭言」『迷宮』No. 12　ボルヘス会　2017年9月．
―  「燃えあがるストイシズム」（Special Review）『『エルネスト』オフィシャルブック〈もう一人のゲバラ〉』　
キノブックス　2017年9月．

◆ 「小説を読まない人生なんて！」『PIAZZA』Vol. 2　名古屋外国語大学出版会　2017年9月．
― 「逃亡と追跡」（映画評）『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』東北新社　2017年10月．
― 「透明な哀しみと幻想」（映画評）『ナチュラルウーマン』アルバトロス・フィルム　2017年11月．
―  「ステラ・ディアス・バリンと〈1950年の世代〉」（映画評）『エンドレス・ポエトリー』　アップリンク　

2017年11月．
―  書評「『密告者』フアン・ガブリエル・バスケス著 服部綾乃 石川隆介訳（作品社）」『公明新聞』　2017
年12月18日．

―  鼎談「『ボラーニョ・コレクション（全八巻）』（白水社）をめぐって　作家である哀しみ―ボラーニョの
小説の中心には常に詩がある」野谷文昭・久野量一・松本健二『図書新聞』　2018年2月17日．

―  「巻頭言」『Artes MUNDI』Vol. 3　名古屋外国語大学出版会　2018年3月．
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―  特別講演＋対談「混合体としてのアメリカスへ『ハーフ・ブリード』刊行に寄せて」今福龍太・野谷文昭　
『Artes MUNDI』Vol. 3　名古屋外国語大学出版会　2018年3月．
―  「指揮棒の記憶」（コラム）『Artes MUNDI』Vol. 3　名古屋外国語大学出版会　2018年3月．
―  「アントワーヌ・ヴォロディーヌ・インタビュー」聞き手『Artes MUNDI』Vol. 3　名古屋外国語大学出
版会　2018年3月．

― 「編集後記」『Artes MUNDI』Vol. 3　名古屋外国語大学出版会　2018年3月．
―  書評『日本人の恋びと』イサベル・アジェンデ著 木村裕美訳（河出書房新社）『日本経済新聞』　2018年

4月28日．
◆ 「午前二時の神話」『かりら』02号　ちんとんしゃん　2018年7月10日．
― 書評『熱帯』森見登美彦著『週刊文春』　2018年12月6日．
― 書評『大いなる歌』パブロ・ネルーダ著 松本健二訳（現代企画室）『図書新聞』　2019年1月12日．
― 「最終講義を終えて」『中日新聞』(夕刊 )　2019年2月22日．
◆  「不敬な出会い」『かりら』04号　ちんとんしゃん　2019年3月11日．
―  「現実を撃つ、鮮明なノスタルジー」（映画評）『ROMA』『キネマ旬報』2019年4月上旬号No. 1806　2019
年3月20日．

― 「巻頭言」『Artes MUNDI』Vol.4　名古屋外国語大学出版会　2019年3月．
― 「夢という劇場」（コラム）『Artes MUNDI』Vol. 4　名古屋外国語大学出版会　2019年3月．
―  特別講演「翻訳せずにはいられない」柴田元幸・野谷文昭『Artes MUNDI』Vol. 4　名古屋外国語大学出
版会　2019年3月．

― 「異文化は発想の宝庫」『Artes MUNDI』Vol. 4　名古屋外国語大学出版会　2019年3月．
― 「編集後記」『Artes MUNDI』Vol. 4　名古屋外国語大学出版会　2019年3月．
― 「思考する版画」（再録）『星野美智子全版画 1971～2019』　阿部出版株式会社　2019年6月
― 「父親探しの旅の果て」（映画評）『ペトラは静かに対峙する』　サンリス　2019年6月．
◆ 「『百年の孤独』訳で遊ぶセンス 鼓直さんを悼む」『朝日新聞』　2019年7月3日．
― 「鼓直先生の大いなる遺産」『イスパニヤ学会第26号会報』　2019年10月1日．
― 「蟻と再生」（映画評）『読まれなかった小説』　2019年11月．
― 「ラテンアメリカ文学とカトリック」『カトリック新聞』　2019年11月24日．
―  書評『シンコ・エスキーナス街の罠』マリオ・バルガス＝リョサ著　田村さと子訳（河出書房新社）『日
本経済新聞』　2019年11月30日．

―  書評「最新翻訳小説地図　『ハバナ零年』カルラ・スアレス著　久野量一訳（共和国）」『群像』6月号　講
談社　2020年5月7日．

― 「二項対立を超えて」（映画評）『エマ、愛の罠』　シンカ　2020年10月．
―  「『マーティン・エデン』あるいは時間の魔術」『キネマ旬報』　2020年10月上旬号No. 1850　2020年9月

19日．
― 「富裕層のエレジー」（映画評）『グッド・ワイフ』　ミモザフィルムズ　2020年11月．
― 「心理劇が見えてくる」（映画評）『サウラ家の人々』　パンドラ　2020年11月．
― 『書肆山田の本1970-2021』　書肆山田　2021年2月．
▲  「Ⅰ．ラテンアメリカ映画の歴史と展望」『世界は映画でできている』名古屋外国語大学出版会　2021年

3月．
▲  「Ⅱ．スペイン映画の光と影」『世界は映画でできている』名古屋外国語大学出版会　2021年3月．
―  書評『祖国』フェルナンド・アラムブル著 木村裕美訳（河出書房新社）『日本経済新聞』　2021年6月

26日．
―  「祝祭的メキシコが溢れるスケッチブック」『メヒコの衝撃』市原湖畔美術館／現代企画室　2021年7月

10日．
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― 書評『ノーベル賞のすべて』都甲幸治編著 立東舎　2021年9月17日．
― 「夢のアンデスあるいはアジェンデの夢」『キネマ旬報』2021年10月下旬号No. 1877　2020年10月5日．
―  書評「路地と世界―世界文学論から読む中上健次『路地と世界』今井亮一著（松籟社）」『れにくさ』第

12号 東京大学現代文芸論研究室　2022年．
―  書評『カリブ海の黒い神々―キューバ文化論序説』越川芳明著（作品社）『図書新聞』　2022年11月．
―  「独裁者フランコの死と〈ラ・モビーダ〉」『キネマ旬報』　2022年11月下旬号　No. 1909　2022年11月

5日．
― 「ロジャー・ケイスメントの見果てぬ夢」「図書」岩波書店　2023年4月．
―  巻末エッセイ「フォークナーとラテンアメリカ文学」（再録）『野生の棕櫚』ウィリアム・フォークナー著　
加島祥造訳 中央公論新社　2023年11月25日．

5．学会発表・講演

―  Simposio sobre Octavio Paz y Japón, 14 de noviembre, 2014, Librería Rosario Castellanos, Fondo de Cultura 
Económica, México　2014年11月14日．

―  「読まれなかった手紙 ― ボルヘス、マルケス、カエサル」　アメリカ学会中部支部第32回支部大会　（於）
名城大学名駅サテライト　2015年4月26日．

―  「詩の変容 ― ボルヘスのハイクから日本の俳句へ」（詩の翻訳可能性と受容について ― ボルヘスの「十七
の俳句」をめぐって ― ）　ラテンアメリカ学会大会第36回（於）専修大学　2015年5月30日．

―  講座 「近代人を創り出した想像力－シェイクスピア＝セルバンテス没後400年特別講座」　高田康成・野谷
文昭　（於）朝日カルチャーセンター新宿　2016年4月23日．

― 講演「メキシコの詩と短編小説をよむ」　（於）世田谷美術館　2016年7月9日．
―  講座「セルバンテスの現代　ドン・キホーテの末裔たち」　（於）朝日カルチャーセンター横浜　2016年9
月17日．

―  「〈映画を読む〉 ビクトル・エリセの詩学を語る」仙頭武則・野谷文昭　司会冨安由紀子　（於）名古屋外国
語大学図書館多目的ホール　2017年7月5日．

―  「文学を読む、語る、動く」現代文芸論研究室10周年記念シンポジウム　野谷文昭・沼野充義・柴田元幸 　
（於）東京大学文学部　2017年7月16日．
―  「翻訳者と一緒に本を読んでみよう」東京外国語大学スペイン語120周年記念事業　シンポジウム　野谷
文昭・柳原孝敦・宇野和美　司会久野量一　2017年10月．

―  「ネルーダ　大いなる愛の逃亡者」試写会・トークイベント　（於）セルバンテス文化センター東京　2017
年10月．

― 「ネルーダ　大いなる愛の逃亡者」解説付上映会　（於）名演小劇場　2017年11月．
― 「食の記憶と戦争と」野谷文昭・山崎佳代子　（於）数寄和　2017年11月．
―  「訳者たちが語る〈ボラーニョ・コレクション〉 — その意義と読み解く愉しみ」野谷文昭・久野量一・松
本健二　（於）本屋B＆B　2017年11月．

― 対談「スペイン語文学読者の秘かな愉しみ」野谷文昭・豊崎由美　（於）東京堂ホール　2018年9月2日．
◆  講演「ルビは宝石―コードスイッチングの翻訳は可能である」第3回日本スペイン語・スペイン語圏文化
国際会議（2018年10月4-6日）ラウンドテーブル2　― 編集について：どのように翻訳とスペイン語文
学の拡散を推進するか　（於）インスティトゥト・セルバンテス東京　2018年10月5日．

―  講演「『予告された殺人の記録』― 運命か宿命か共同体の意志か ―」世界の文豪シリーズ5　（於）名古屋
外国語大学　2019年1月．

―  「ラテンアメリカ文学・文化から学んだこと ― 50年の歩みを振り返る」名古屋外国語大学最終講義　2019
年1月21日．
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―  講演「アルゼンチン映画と『賭博者』」口頭発表、日本ドストエフスキー協会　国際ワークショップ＆講
演「表象文化としてのドストエフスキー」　（於）東京大学本郷キャンパス　2019年2月．

―  講演「中上健次を南米文学として読む」日本近代文学館　第56回夏の文学教室講義　（於）よみうりホー
ル　2019年7月．

―  講演「絶望を阻むために」第4回現代詩研究会　（於）中央大学多摩キャンパス　2019年10月．
―  刊行記念対談「世界市民、ロジャー・ケイスメント」『ケルト人の夢』ヤマザキマリ・野谷文昭　（於）青
山ブックセンター　2021年11月26日．

―  講演「映画で読むガルシア=マルケスとラテンアメリカ」西荻アカデミア　（於）杉並区立西荻図書館　
2022年9月17日／2023年1月21日．

―  講演「ラテンアメリカ文学の力～ラテンアメリカ文学のアクチュアリティ～」（於）立命館大学　日本イス
パニヤ学会第68回大会記念講演　2022年10月1日．

― 講演「ラテンアメリカ文学の魅力」　（於）千葉県御宿町公民館　2023年5月21日．
―  「ボラーニョ・トリビュート ボラーニョの遺産」（野谷文昭・ラウタロ・ボラーニョ（オンライン参加）・
ハビエル・フェルナンデス）　（於）インスティトゥト・セルバンテス東京　2023年7月15日．

6．字幕翻訳

『ネ ルーダ 大いなる愛の逃亡者』（監督パブロ・ラライン チリ＝アルゼンチン＝仏＝西合作）　2016年　字幕
監修．

 作成：伊藤達也
 2024年1月
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