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れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

夏
葉
訳
と
孤
蝶
訳
と
の
大
き
な
相
違
は
、
依
拠
す
る
原
典
が
異
な
る
点
に
あ

る
。
夏
葉
訳
は
原
語
で
あ
る
ロ
シ
ア
語
か
ら
の
〈
直
訳
〉
で
あ
る
の
に
対
し
、

孤
蝶
訳
は
英
語
を
媒
介
語
と
す
る
〈
重
訳
〉
で
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
の
点
に
関

し
て
、同
時
代
評
の
中
に
、翻
訳
者
の
一
人
で
あ
る
馬
場
孤
蝶
と
、「
文
章
世
界
」

の
「
時
評
」担
当
者
Ｂ
Ｍ
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
興
味
深
い
や
り
と
り
が
あ
る
。

〔
以
下
、
傍
線
は
す
べ
て
稿
者
に
よ
る
。〕

前
号
の
時
評
に
就
て
、
馬
場
孤
蝶
氏
よ
り
「
時
評
子
に
答
ふ
」
と
て
左
の

通
り
申
越
さ
れ
た
。

「
文
章
世
界
」
第
一
巻
第
四
号
時
評
中
余
に
関
す
る
批
難
は
軽
率
に
は
あ

ら
ず
や
。
夏
葉
女
史
の
「
六
号
室
」
は
、「
文
藝
界
」
に
現
は
れ
た
る
当
時
、

既
に
こ
れ
を
一
読
せ
し
が
、
省
略
の
箇
所
其
多
き
を
以
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
読
者
の
疑
惑

を
生
ぜ
む
を
恐
れ
、「
藝
苑
」
第
六
に
於
て
、
拙
訳
の
分
に
は
省
略
無
き

一
、
瀬
沼
夏
葉
訳
「
六
号
室
」
が
提
起
す
る
問
題

ア
ン
ト
ー
ン
・
パ
ー
ヴ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
「
六
号
室
」（Антон
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は
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
創
作
活
動
の
中
期

に
お
け
る
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。
精
神
病
棟
を
舞
台
に
物
語
が
展
開
す
る
こ

の
作
品
は
、
医
学
や
医
師
を
扱
っ
た
小
説
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
話
の
大
筋
は
、
主
人
公
で
あ
る
医
者
ラ
ー
ギ
ン
が
、
患
者
グ
ロ
ー
モ
フ
と

の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
変
化
し
て
い
き
、
や
が
て
精
神
病
棟
の
一
室
に
患
者

と
し
て
収
容
さ
れ
、
最
期
を
迎
え
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
、
瀬
沼
夏
葉
訳
「
六
号
室
」
が
世
に
出
た

の
は
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
四
月
の
「
文
芸
界
」（
第
十
巻
第
十
号
）

誌
上
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
三
ヶ
月
前
、馬
場
孤
蝶
訳
「
六
号
室
」
が
、「
芸
苑
」

に
お
い
て
連
載
の
形
で
始
ま
っ
て
お
り
、
同
年
六
月
に
完
結
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
異
な
る
翻
訳
者
に
よ
る
「
六
号
室
」
の
日
本
語
訳
が
現

境
界
の
諸
相

︱ 

瀬
沼
夏
葉
の
翻
訳
文
学
を
め
ぐ
っ
て
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併
し
僕
は
馬
場
氏
に
対
し
て
で
は
な
く
、
我
が
読
者
諸
君
に
告
げ
て
置
き

た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
僕
が
茲
に
夏
葉
女
史
の
に
省
略
の
箇
所
が
多

い
と
云
ふ
馬
場
氏
の
説
に
同
意
す
る
の
は
、英
訳
の
と
比
較
し
て
見
れ
ば
、

二
三
ヶ
所
五
行
十
行
づ
つ
足
ら
ぬ
所
が
あ
る
と
云
ふ
の
で
、
露
西
亜
の
原

文
に
引
き
比
べ
て
見
た
の
で
は
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

尤
も
馬
場
氏
は
、「
省
略
の
箇
所
其
多
き
を
以
て
」
と
、
殊
に
圏
点
迄

つ
け
て
の
弁
明
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
や
女
史
の
訳
を
チ
エ
ホ
フ
の
原
作
と

対
照
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
さ
り
と
は
何
時
露
西
亜
語
に
堪
能
に

な
ら
せ
ら
れ
た
の
か
、
訝
し
い
限
り
だ
。

第
一
、
馬
場
氏
は
英
訳
か
ら
更
に
重
訳
さ
れ
た
の
で
、
露
西
亜
の
原
文

を
御
存
じ
な
し
で
の
立
言
と
す
れ
ば
、ま
た
一
つ
滑
稽
が
殖
え
る
。
…（
中

略
）
…
厳
密
に
云
え
ば
、
馬
場
氏
の
重
訳
は
、
チ
エ
ホ
フ
の
翻
訳
で
な
く

て
、
英
訳
（
恐
く
は
ロ
ン
グ
の
）
の
翻
訳
で
あ
る
。

Ｂ
Ｍ
「
時
評
」（「
文
章
世
界
」、
明
治
三
十
九
年
七
月
）

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
英
訳
に
依
拠
す
る
孤
蝶
訳
が
抱
え
る
「
重
訳
」
の
問
題
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
孤
蝶
訳
は
「
チ
エ
ホ
フ
の
翻
訳
で
な
く
」、「
英

訳
（
恐
く
は
ロ
ン
グ
の
）
の
翻
訳
」
で
あ
り
、「
原
文
」
を
知
ら
な
い
の
に
「
省
略

の
箇
所
が
多
い
」
と
言
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
批
判
が
投
げ
か
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
省
略
と
い
う
、
い
わ
ば
原
典
の
改
変
の
問
題
よ
り
、
間

接
的
な
翻
訳
で
あ
る
「
重
訳
」
に
対
す
る
低
い
評
価
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

旨
を
断
り
置
き
た
る
な
り
。
故
に
余
は
時
評
子
の
い
へ
る
が
如
く
倨
傲
に

も
あ
ら
ず
、
又
滑
稽
を
や
り
た
る
に
も
非
ず
と
信
ず
。

Ｂ
Ｍ
「
時
評
」（「
文
章
世
界
」、
明
治
三
十
九
年
七
月
）

「
文
芸
界
」
第
五
巻
第
四
号
（
明
治
三
十
九
年
四
月
）
掲
載
の
瀬
沼
夏
葉（
注
１
）訳

「
六
号
室
」
は
、
全
十
九
章
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。「
文
芸
界
」
当
該
号
の

二
十
頁
か
ら
七
十
頁
ま
で
を
占
め
て
お
り
、
掲
載
作
品
及
び
項
の
中
で
、
最
も

多
い
紙
数
が
割
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
馬
場
孤
蝶
訳
「
六
号
室
」
は
、「
芸
苑
」

巻
第
一
号
（
明
治
三
十
九
年
一
月
）
か
ら
巻
第
六
号
（
同
年
六
月
）
ま
で
連
載

さ
れ
て
い（
注
２
）る
。
つ
ま
り
、
孤
蝶
訳
の
連
載
は
、
夏
葉
訳
よ
り
早
く
開
始
さ
れ
、

遅
く
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
か
、
終
了
に
際
し
て
、
孤
蝶
は
訳
文

の
末
尾
に
「（
全
部
完
結
）」
と
記
し
た
上
で
、「
芸
苑
巻
第
一
よ
り
連
載
し
来

り
て
、
こ
ゝ
に
完
結
を
告
げ
た
る
「
六
号
室
」
は
、
此
者
な
き
チ
ェ
エ
ホ
フ
が
作

品
の
省
略
な
き
唯
一
の
翻
訳
な
り
。
編
者
識
」と
い
う
文
言
を
付
け
加
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
夏
葉
訳
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
孤
蝶
が
夏
葉

訳
に
多
々
見
ら
れ
る
省
略
に
気
付
く
の
は
、
そ
れ
を
読
ん
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
上
で
自
分
の
翻
訳
こ
そ
唯
一
の
完
訳
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
考
え
ら

れ（
注
３
）る
。
先
に
引
用
し
た
Ｂ
Ｍ
の
皮
肉
め
い
た
時
評
は
、
孤
蝶
の
こ
の
一
文
を
読

ん
で
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
省
略
」な
く「
全
部
完
結
」し
た
こ
と
に
価
値
を
置
く
孤
蝶
に
対
し
、Ｂ
Ｍ
は
、

次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
も
う
一
つ
の
論
点
を
提
出
す
る
。
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こ
れ
は
、「
興
趣
を
害
」
し
な
い
こ
と
を
重
ん
じ
る
規
範
の
下
で
は
省
略
も
認

め
ら
れ
る
、
と
い
う
翻
訳
語
と
し
て
の
日
本
語
を
重
視
し
た
翻
訳
論
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
翻
訳
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
規
範
は
、
原
文
か

ら
の
直
接
的
な
翻
訳
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。

翻
訳
史
を
紐
解
け
ば
、
明
治
二
十
年
代
は
、
翻
訳
の
分
野
に
お
け
る
文
学
の

特
異
性
が
議
論
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。そ
れ
と
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、

文
学
作
品
の
翻
訳
の
あ
る
べ
き
姿
、
つ
ま
り
規
範
化
を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
意
見

が
交
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
内
容
把
握
が
第
一
目
的
だ
っ
た

明
治
初
期
か
ら
、
明
治
二
十
年
代
以
降
に
翻
訳
文
の
吟
味
へ
と
向
か
っ
て
い
く

流
れ
が
あ
っ
た
。
文
学
作
品
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
文
学
者
の
手
に
な
る
も
の

に
価
値
づ
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
翻
訳
者
が
、
例
え
ば

尾
崎
紅
葉
ら
作
家
か
ら
文
章
の
指
導
を
受
け
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
も
、
そ
の
こ
と
と
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、〈
直
訳
〉
の
意
味
が
、〈
重
訳
〉
に
対
す
る
、
原
文
か
ら
の
直
接

翻
訳
と
し
て
の
〈
直
訳
〉
と
、〈
意
訳
〉
に
対
す
る
逐
語
訳
と
し
て
の
〈
直
訳
〉

と
に
分
化
し
て
い
る
状
況
を
鑑
み
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
以
下
、
必
要
に
応

じ
て
、
原
語
（
原
文
）
に
つ
い
て
は
「
起
点
言
語
」、
訳
語
（
訳
文
）
に
つ
い

て
は
「
目
標
言
語
」
の
語
を
用
い（
注
４
）る
。
起
点
言
語
と
は
、
た
と
え
ば
英
語
か
ら

日
本
語
に
翻
訳
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
英
語
を
指
し
、
そ
の
場
合
目
標
言
語
と

は
日
本
語
を
指
す
。
こ
れ
に
即
せ
ば
、
ロ
シ
ア
文
学
作
品
を
日
本
語
に
翻
訳
す

る
場
合
、
ロ
シ
ア
語
が
起
点
言
語
で
あ
り
、
日
本
語
は
目
標
言
語
と
い
う
こ
と

そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
翻
訳
に
あ
た
っ
て
の
「
原
文
」
重
視
の
姿
勢
と
も
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
批
評
者
の
孤
蝶
訳
に
対
す
る
非
難
と
、
そ
れ
に
対
す
る
孤
蝶

自
身
の
抗
弁
か
ら
、
明
治
三
十
九
年
当
時
、
翻
訳
を
め
ぐ
る
価
値
基
準
に
二
つ

の
視
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
一
つ
は
、〈
重
訳
〉
よ
り
〈
直
訳
〉、

つ
ま
り
〈
原
文
〉
か
ら
の
直
接
的
な
翻
訳
を
行
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
視
点
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、〈
原
文
〉
に
あ
た
る
こ
と
よ
り
、
原
作
に
〈
忠
実
〉
で

あ
る
こ
と
に
価
値
を
置
き
、
省
略
と
い
っ
た
翻
訳
上
の
作
為
は
控
え
る
べ
き
と

す
る
視
点
で
あ
る
。

つ
づ
け
て
Ｂ
Ｍ
は
、
同
じ
「
時
評
」
の
中
で
、
翻
訳
に
対
す
る
自
ら
の
価
値

観
を
、
次
の
よ
う
に
披
露
し
て
い
る
。

し
て
見
れ
ば
、
凡
そ
翻
訳
は
、
必
ず
し
も
一
字
一
句
を
残
さ
ぬ
ほ
ど
に
忠

実
で
な
く
と
も
、
原
文
の
味
ひ
さ
へ
十
分
に
伝
へ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、

そ
れ
で
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
か
に
す
と
も
和
げ
難
き
箇
所
や
、

強
ひ
て
訳
し
て
、
却
つ
て
興
趣
を
害
す
る
や
う
な
箇
所
は
、
時
に
は
捨
て

去
る
方
が
、
一
層
訳
者
の
手
柄
と
な
る
こ
と
も
あ
ら
う
。
何
も
翻
訳
と
銘

打
つ
た
以
上
は
、
一
字
一
句
た
り
と
も
省
略
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
窮
屈

な
約
束
を
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
、文
学
の
翻
訳
で
は
原
文
の
「
味
ひ
」
を
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

そ
れ
は
原
文
か
ら
の
、い
わ
ゆ
る
直
接
的
な
翻
訳
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
の
翻
訳
論
は
、「
大
胆
」
に
「
遠
慮
頓
着
な
く
」
翻
訳
す
る
の

で
は
な
く
、「
意
趣
を
成
る
可
く
其
儘
に
」
伝
え
る
こ
と
に
「
拘
泥
」
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
「
妙
技
」
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
起

点
言
語
重
視
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
森
田
自
身
の
翻
訳
も
、
実
際
、
起
点
言

語
重
視
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
翻
訳
の
文
章
は
文
語
で
、
弱
い
欧
文
脈
が
見
ら

れ
る
、
と
い
っ
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
そ
う
し
た
原
文
に

〈
忠
実
〉
な
「
周
密
文
体
」
の
翻
訳
が
登
場
し
た
。

ま
た
、「
六
号
室
」の
翻
訳
が
世
に
出
る
明
治
三
十
年
代
末
、二
葉
亭
四
迷
「
余

が
翻
訳
の
標
準
」（「
成
功
」、明
治
三
十
九
年
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。〔
以
下
、

傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。〕

さ
れ
ば
、
外
国
文
を
翻
訳
す
る
場
合
に
、
意
味
ば
か
り
を
考
へ
て
、
こ
れ

に
重
き
を
置
く
と
原
文
を
こ
は
す
虞お
そ
れ

が
あ
る
。
須

す
べ
か

ら
く
原
文
の
音
調
を
呑

み
込
ん
で
、
そ
れ
を
移
す
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
か
う
自
分
は
信
じ

た
の
で
、
コ
ン
マ
、
ピ
リ
オ
ド
の
一
つ
も
濫み

だ

り
に
棄
て
ず
、
原
文
に
コ
ン

マ
が
三
つ
、
ピ
リ
オ
ド
が
一
つ
あ
れ
ば
、
訳
文
に
も
亦
ピ
リ
オ
ド
が
一
つ
、

コ
ン
マ
が
三
つ
と
い
ふ
風
に
し
て
、
原
文
の
調
子
を
移
さ
う
と
し
た
。
…

（
中
略
）
…
約
言
す
れ
ば
、
艶
麗
の
中う
ち

に
ど
つ
か
寂
し
い
所
の
あ
る
の
が
、

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
詩
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
其
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、

彼
の
小
説
に
は
全
体
に
其
の
気
が
行
き
渡
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を

翻
訳
す
る
に
は
其
の
心
持
を
失
は
な
い
や
う
に
、
常
に
其
の
人
に
な
つ
て

に
な
る
。
起
点
言
語
を
重
視
す
る
規
範
に
従
え
ば
、
翻
訳
は
欧
文
脈
の
強
い
文

章
に
な
り
、
目
標
言
語
重
視
の
規
範
に
則
れ
ば
和
文
脈
の
強
い
文
章
と
な（
注
５
）る

。

ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
や
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・

ポ
ー
な
ど
の
翻
訳
で
知
ら
れ
、
明
治
二
十
年
代
の
「
翻
訳
王
」
と
呼
ば
れ
た
森

田
思
軒
は
、「
翻
訳
の
心
得
」
と
題
す
る
文
章
に
お
い
て
、
翻
訳
の
あ
り
方
に

関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。〔
以
下
、
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。〕

元
来
翻
訳
な
る
者
は
原
文
の
思
想
意
趣
を
邦
文
に
言
い
か
へ
る
事
に
あ
ら

す
や
…
（
中
略
）
…
是
は
誠
に
些
末
の
事
の
様
な
れ
と
も
若
し
文
学
の
世

界
よ
り
之
を
眺
む
る
と
き
は
其
の
関
係
決
し
て
少
小
な
ら
す
　
外
国
の
文

を
巧
み
に
邦
文
に
言
ひ
か
へ
て
而し

か
も
其
の
意
趣
を
成
る
可
く
其
儘
に
伝

ゆ
る
は
文
学
世
界
に
て
一
段
の
妙
技
と
称
す
へ
き
者
な
り
…
（
中
略
）
…

今
人
は
大
胆
な
り
　
マ
コ
ー
レ
ー
氏
の
文
も
亦
翻
訳
し
ユ
ー
ゴ
ー
氏
の

文
も
亦
翻
訳
す
　
少
し
く
文
学
世
界
の
地
位
を
解
せ
る
も
の
な
ら
ん
に
は

靦
然
逡
巡
之
を
望
て
先
つ
自
ら
拘
泥
す
へ
き
筈
の
大
家
名
家
の
文
を
も
何

の
遠
慮
頓
着
な
く
平
気
野
面
に
サ
ツ
B
C
と
之
を
翻
訳
し
て
の
け
る
な
り  

マ
コ
ー
レ
ー
氏
の
文
も
亦
翻
訳
し
ユ
ー
ゴ
ー
氏
の
文
も
亦
翻
訳
す
　
而
し

て
其
の
筆
力
は
如
何
其
の
心
得
は
如
何
　
嗚
呼
現
時
の
翻
訳
の
原
に
は
有

ら
ゆ
る
大
胆
者
を
つ
ど
へ
た
り
　
大
胆
者
は
最
早
や
是
に
て
十
分
な
り  

余
は
追
々
其
の
小
心
者
の
出
て
ん
を
願
ふ
。

（「
国
民
之
友
」、
明
治
二
十
年
十
月
）
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こ
う
し
た
翻
訳
文
学
を
め
ぐ
る
状
況
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
、
瀬
沼

夏
葉
に
よ
る
チ
ェ
ー
ホ
フ
「
六
号
室
」
の
翻
訳
を
取
り
上
げ
、
文
学
空
間
に
お

け
る
翻
訳
概
念
の
移
行
期
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
翻
訳
が
な
さ
れ
た
の
か
に
つ

い
て
、〈
境
界
〉
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
①
馬
場
孤
蝶
に
よ

る
英
語
か
ら
の
「
重
訳
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
複
数
の
言
語
間
に
見
出

さ
れ
る
境
界
か
ら
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
か
、
②
翻
訳
文
の
改
変
部
に

着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
六
号
室
」
の
主
題
に
関
わ
る
境
界
の
設
定
に
ど
の

よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
に
分
け
て
論
じ
る
。

な
お
、
瀬
沼
夏
葉
に
つ
い
て
は
、
秋
山
勇
造
や
中
村
健
之
介
・
悦
子
、
杉
山

秀
子
ら
に
よ
る
優
れ
た
先
行
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
（
注
６
）

。
そ
れ
ら
は
、
主
に
、
翻
訳

者
・
瀬
沼
夏
葉
に
つ
い
て
、
人
物
伝
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
の
他
、
夏
葉
の
翻

訳
業
績
の
全
体
的
な
傾
向
や
日
本
に
お
け
る
ロ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
史
上
の
意
義

が
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
個
々
の
翻
訳
作
品
に
つ
い
て
、
表
現

分
析
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。

以
下
、
夏
葉
の
数
あ
る
ロ
シ
ア
文
学
作
品
の
翻
訳
の
う
ち
、「
六
号
室
」
に

焦
点
を
あ
て
、
そ
の
表
現
の
分
析
な
ど
を
通
し
て
、
当
時
の
翻
訳
の
規
範
と
の

関
わ
り
を
考
察
す
る
。
こ
の
翻
訳
が
発
表
さ
れ
た
一
九
〇
六
年
以
降
、
翻
訳
の

理
念
や
実
践
に
つ
い
て
論
じ
る
翻
訳
論
が
活
況
を
呈
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
議

論
が
準
備
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
な
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、

そ
の
具
体
例
を
こ
の
翻
訳
作
品
に
見
た
い
。

書
い
て
行
か
ぬ
と
、
往
々
に
し
て
文
調
に
そ
ぐ
は
な
く
な
る
。
此
の
際
に

在
て
は
、
徒
ら
に
コ
ン
マ
や
ピ
リ
オ
ド
、
又
は
其
の
他
の
形
に
ば
か
り
拘

泥
し
て
ゐ
て
は
い
け
な
い
、
先
づ
根
本
た
る
詩
想
を
よ
く
呑
み
込
ん
で
、

然
る
後
、
詩
形
を
崩
さ
ず
に
翻
訳
す
る
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
で
二
葉
亭
が
述
べ
る
よ
う
な
、
言
語
間
の
構
造
の
差
異
を
無
視
し
た
極
端

な
原
文
尊
重
主
義
は
、
原
理
的
に
は
成
功
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
形

式
主
義
的
な
態
度
は
読
み
難
い
翻
訳
を
つ
く
る
と
い
う
欠
陥
に
二
葉
亭
が
気
づ

い
た
後
は
、
原
文
の
根
本
の
と
こ
ろ
を
伝
え
る
や
り
方
を
取
ろ
う
と
し
た
、
と

述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、「
六
号
室
」
の
日
本
語
訳
が
発
表
さ
れ
た
時
期
に
は
、
原
文
の
形

式
を
尊
重
す
る
起
点
言
語
重
視
か
ら
、
作
家
の
詩
想
を
伝
え
る
こ
と
を
第
一
と

す
る
目
標
言
語
重
視
へ
と
、
翻
訳
の
価
値
基
準
が
転
換
し
て
い
こ
う
と
し
て
い

た
。
な
お
、
こ
こ
で
目
標
言
語
重
視
へ
の
移
行
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
意
味

は
、
明
治
初
期
の
大
胆
な
〈
翻
案
〉
と
同
じ
位
相
で
の
目
標
言
語
重
視
で
は
な

い
。
あ
く
ま
で
、
起
点
言
語
を
重
視
し
た
結
果
引
き
出
さ
れ
る
作
者
の
詩
想
を
、

目
標
言
語
で
明
確
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

目
標
言
語
重
視
か
ら
極
端
な
起
点
言
語
重
視
に
向
か
っ
た
後
、
目
標
言
語
重
視

の
方
向
へ
と
あ
る
種
の
揺
り
戻
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
は

か
つ
て
の
目
標
言
語
重
視
と
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
螺ら
せ
ん旋
を
描
く
よ
う

に
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。
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く
女
性
で
あ
る
こ
と
が
、
特
色
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
瀬
沼
夏
葉
が
初
め
て
の
翻
訳
を
発
表
し
た
の
は
明
治
三
十
四
年
で
あ

る
が
、
夏
葉
の
手
が
け
た
翻
訳
数
は
翌
三
五
年
に
四
作
品
、
日
露
戦
争
期
に
九

作
品
、
以
降
、
明
治
四
二
年
ま
で
毎
年
七
、八
作
品
へ
と
増
加
の
一
途
を
辿
る
。

一
方
、
馬
場
孤
蝶
は
、
明
治
二
十
八
年
よ
り
翻
訳
を
開
始
し
、
そ
の
中
心
は
フ

ラ
ン
ス
文
学
作
品
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
明
治
三
十
五
年
に
、
初
め
て
ゴ
ー
リ
キ
イ

「
秋
の
一
夜
」
の
翻
訳
を
発
表
し
、
ロ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
に
着
手
し
た
。
日
露

戦
争
後
の
明
治
三
十
九
年
以
降
、チ
ェ
ー
ホ
フ
や
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、ド
ス
ト
エ
ー

フ
ス
キ
イ
の
小
説
ま
で
手
が
け
る
よ
う
に
な
る
が
、明
治
四
十
一
年
ま
で
の
間
、

孤
蝶
の
年
間
翻
訳
数
の
半
数
を
ロ
シ
ア
文
学
作
品
が
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
こ
と
は
、
日
露
戦
争
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
ロ
シ
ア
文
学
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

瀬
沼
夏
葉
は
、
明
治
期
末
か
ら
大
正
期
初
め
に
か
け
て
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
短

編
小
説
を
翻
訳
し
て
い
る
。「
六
号
室
」
や
戯
曲
「
桜
の
園
」
は
、
夏
葉
に
よ

る
翻
訳
の
中
で
も
、
中
編
に
分
類
さ
れ
、
代
表
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

「
六
号
室
」
は
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
が
三
十
歳
（
一
八
九
〇
年
）
の
時
に
、
サ
ハ

リ
ン
で
流
刑
地
の
実
態
調
査
の
た
め
に
滞
在
し
た
一
年
余
り
を
経
て
執
筆
さ
れ

て
お
り
、
全
十
九
章
か
ら
成
る
。
チ
ェ
ー
ホ
フ
研
究
史
上
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て

も
日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
旅
行
の
前
年
に
書
か
れ
た
「
退
屈
な
話
」
と
合
わ

せ
て
、
従
来
か
ら
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
思
索
と
作
風
の
軌
跡
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て

き
た
作
品
で
あ
る
。

ニ
、
夏
葉
訳
「
六
号
室
」
出
現
の
背
景
及
び

チ
ェ
ー
ホ
フ
「
六
号
室
」
に
つ
い
て

瀬
沼
夏
葉
（
一
八
七
五
―
一
九
一
五
年
）
は
、
明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら

四
十
年
代
に
ロ
シ
ア
文
学
、
殊
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
文
学
を
日
本
で
最
初
に
翻
訳
紹

介
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
ロ
シ
ア
文
学
翻
訳
史
は
、一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
に
プ
ー

シ
キ
ン
「
大
尉
の
娘
」の
抄
訳
で
あ
る
「
露
国
奇
聞
花
心
蝶
思
録
」（
高
須
治
助
訳
）

を
そ
の
嚆
矢
と
す
る
。
以
降
、
日
露
戦
争
開
戦
前
ま
で
の
間
に
、
ゴ
ー
ゴ
リ
、
レ
ー

ル
モ
ン
ト
フ
、
ト
ル
ス
ト
ー
イ
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
ら
近

代
作
家
の
小
説
が
、
約
三
十
作
品
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
一
年
の
二
葉
亭

四
迷
訳
「
あ
ひ
ゞ
き
」（
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
「
猟
人
日
記
」）「
め
ぐ
り
あ
ひ
」（
ツ
ル

ゲ
ー
ネ
フ
「
三
つ
の
邂
逅
」）
を
一
つ
の
分
岐
点
と
し
て
、
ロ
シ
ア
文
学
作
品
の

翻
訳
が
活
発
化
す
る
。
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
ロ
シ
ア
語
か
ら
の
直
訳
に
よ
る
も
の

は
、
二
葉
亭
四
迷
と
小
西
増
太
郎
（
注
７
）の

み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
森
鷗
外
や
内
田
魯

庵
ら
に
よ
る
英
語
や
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
重
訳
で
あ
っ
た
。

三
十
年
代
に
入
れ
ば
、
徳
富
蘆
花
や
田
山
花
袋
な
ど
の
名
も
見
え
る
が
、
二

葉
亭
四
迷
を
中
心
に
、
ロ
シ
ア
語
か
ら
の
直
接
訳
が
増
加
す
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
夏
葉
の
翻
訳
が
次
々
と
世
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
文
脈
で
見
れ

ば
、
日
露
戦
争
直
後
に
発
表
さ
れ
た
「
六
号
室
」
の
日
本
語
訳
は
、
数
少
な
い

ロ
シ
ア
語
か
ら
の
直
訳
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
翻
訳
者
が
当
時
に
あ
っ
て
は
珍
し
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も
改
良
も
意
味
を
な
さ
ず
、
幸
不
幸
は
自
分
の
内
に
あ
る
の
だ
、
と
。
そ
の
こ

と
を
思
い
起
こ
し
、
快
適
な
自
室
か
ら
六
号
室
に
押
し
込
ま
れ
た
自
身
を
納
得

さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
な
い
。

今
や
患
者
と
な
っ
た
ラ
ー
ギ
ン
は
「
こ
れ
は
何
か
の
誤
解
だ
」
と
病
室
か
ら

出
て
行
こ
う
と
す
る
が
、
守
衛
の
ニ
キ
ー
タ
に
殴
り
倒
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
初

め
て
こ
こ
に
収
容
さ
れ
て
い
る
患
者
の
現
実
を
知
り
、
声
の
限
り
に
叫
び
医
者

た
ち
を
殴
り
に
行
こ
う
と
す
る
が
声
す
ら
出
ず
、
翌
朝
、
卒
中
の
発
作
に
よ
っ

て
死
を
迎
え
る
。

「
六
号
室
」
の
英
訳
本
は
、「
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
英
語
世
界
で
の
最
初
の
翻
訳
本
」

に
ほ
か
な
ら
ず
、
日
本
で
も
「
青
年
文
学
者
の
間
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
名
が
喧
伝

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
は
こ
の
本
の
流
通
以
来
の
こ
と
と
い
う
（
注
８
）

。
馬
場
孤

蝶
は
、
英
文
学
者
に
し
て
、
評
論
家
、
翻
訳
者
と
し
て
知
ら
れ
、
島
崎
藤
村
や

戸
川
秋
骨
ら
と
交
流
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、「
六
号
室
」
翻
訳
の
原
典
は

こ
の
英
訳
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
９
）

。

三
、
言
語
の
境
界
に
関
わ
る
問
題

以
下
、
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
。（
引

用
資
料
は
、
本
稿
末
尾
の
「
本
文
引
用
文
献
」
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。）

（
一
）〈
直
訳
〉
と
〈
重
訳
〉
と
い
う
境
界

「
六
号
室
」
の
患
者
グ
ロ
ー
モ
フ
に
「
な
ぜ
自
分
は
こ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ

主
人
公
で
あ
る
医
師
ラ
ー
ギ
ン
は
、
某
郡
の
田
舎
町
に
あ
る
慈
善
病
院
に
、

二
十
年
も
勤
め
て
い
る
。
元
々
神
学
の
道
を
断
念
し
て
親
の
意
向
を
く
ん
で

な
っ
た
医
者
で
あ
っ
た
た
め
、
院
長
と
し
て
赴
任
し
た
当
初
こ
そ
熱
心
に
診
察

し
病
院
を
運
営
し
て
い
た
も
の
の
、
変
わ
ら
ぬ
現
実
と
日
常
へ
の
倦
怠
か
ら
、

ま
も
な
く
す
る
と
、
診
察
に
も
病
院
運
営
に
も
無
関
心
を
決
め
込
み
、
読
書
に

ふ
け
る
日
々
を
過
ご
す
よ
う
に
な
る
。
ラ
ー
ギ
ン
は
、
知
性
を
も
て
あ
ま
し
、

哲
学
を
語
る
相
手
も
お
ら
ず
、
本
当
の
人
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
閑
職

に
つ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
憂
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
、
ラ
ー
ギ
ン
は
「
六
号
室
」
と
呼

ば
れ
る
隔
離
さ
れ
た
精
神
病
棟
を
訪
れ
、
そ
こ
で
グ
ロ
ー
モ
フ
と
い
う
青
年
貴

族
の
患
者
と
出
会
う
。
話
し
て
み
る
と
、
な
か
な
か
知
性
も
あ
っ
て
、
話
も
理

に
か
な
っ
て
い
る
人
物
で
、
ラ
ー
ギ
ン
は
、
初
め
て
自
分
と
語
り
あ
え
る
相
手

を
見
つ
け
た
よ
う
な
気
が
し
、
そ
れ
か
ら
六
号
室
に
通
い
始
め
る
の
で
あ
る
。

時
の
た
つ
の
も
忘
れ
て
〈
狂
人
〉
と
話
し
込
む
ラ
ー
ギ
ン
の
様
子
に
、
周
囲
は

ラ
ー
ギ
ン
発
狂
の
疑
念
を
募
ら
せ
て
い
く
。
そ
し
て
、
あ
る
日
、
ラ
ー
ギ
ン
は

自
分
の
部
下
で
あ
る
医
者
か
ら
同
行
を
求
め
ら
れ
、
六
号
室
に
出
向
く
と
そ
の

ま
ま
病
室
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。

か
つ
て
、
病
棟
か
ら
出
す
よ
う
迫
っ
て
く
る
グ
ロ
ー
モ
フ
に
対
し
、
ラ
ー
ギ

ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
精
神
病
棟
の
「
内
」
と
「
外
」
と
は
変
わ
り

が
な
く
、
病
棟
の
内
部
が
不
自
由
で
劣
悪
な
環
境
に
あ
る
と
思
う
の
は
皮
相
な

考
え
に
す
ぎ
な
い
。
本
質
的
に
世
の
中
は
ど
こ
も
同
じ
で
あ
り
、
社
会
の
進
歩
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【
本
文
１
―
４
】
ロ
シ
ア
語
原
文
（
該
当
箇
所
の
み
）

Нравственное

 отно
ш
ение

 и

 логика

 тут

 ни

  при
  чём

.Всё
 

зависит

 от

  cлучая
.

【
本
文
１
―
５
】
英
語
訳
（
該
当
箇
所
の
み
）

“
It is n

o
t a

 q
u

estio
n

 o
f m

o
ra

lity
 o

r lo
g

ic. It d
ep

en
d

s o
n

 

circu
m

stan
ces..."

ロ
シ
ア
語
のcлучая

（
出
来
事
、偶
然
、場
合
）
に
注
目
し
て
比
較
す
れ
ば
、「
場

合
」（
夏
葉
訳
）
と
「
偶
然
」（
松
下
訳
）
は
近
似
し
て
い
る
。
だ
が
、「
境
遇
」（
孤

蝶
訳
）
の
み
、
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
有
し
た
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ン
グ

に
よ
る
英
語
訳
で
は
、circu

m
stan

ces

（
境
遇
、状
況
）
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

〈
重
訳
〉
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
翻
訳
文
の
差
異
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
偶

然
」
や
「
場
合
」
次
第
で
「
六
号
室
」
に
収
容
さ
れ
る
と
い
う
偶
発
性
と
、
置

か
れ
た
「
境
遇
」
に
よ
っ
て
「
此
所
へ
入
れ
ら
れ
た
者
は
、
此
所
に
止
ま
つ
て

居
な
き
や
あ
な
ら
ん
」
と
い
う
必
然
性
と
の
間
に
は
、
自
ず
と
意
味
合
い
に
ズ

レ
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
誤
訳
や
そ
れ
に
近
い
訳
は
、
言
語
や
文
化
の
境

界
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
る
。

だ
が
、
直
訳
で
あ
れ
ば
常
に
正
確
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
が
次
に
挙
げ
る

例
で
あ
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
詰
め
寄
ら
れ
た
医
師
ラ
ー
ギ
ン
が
、
静
か
に
返

答
す
る
場
面
で
の
会
話
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
夏
葉
訳
、
孤

蝶
訳
、
そ
し
て
現
代
語
訳
と
し
て
松
下
裕
訳
を
比
較
し
、
ロ
シ
ア
語
原
文
と
英

語
訳
を
対
照
さ
せ
る
。

【
本
文
１
―
１
】
夏
葉
訳

「
徳
義
上
だ
と
か
、論
理
だ
と
か
、那そ
ん
な
こ
と

様
事
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
場
合
﹇
稿

者
注
―
直
後
に
「
偶
然
の
場
合
」
と
言
い
換
え
﹈
で
す
。
即
ち
此こ

こ処
に
入
れ

ら
れ
た
者
は
入
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
し
、
入
れ
ら
れ
ん
者
は
自
由
に
出
歩
い

て
い
る
、
其
れ
丈
け
の
事
で
す
。
…
（
後
略
）
…
」

【
本
文
１
―
２
】
孤
蝶
訳

「
い
や
、
こ
れ
は
ね
、
特
技
だ
の
、
論
理
の
問
題
ぢ
や
あ
無
い
ね
。
全
く
境

遇
に
因
る
ん
だ
。
此こ

こ所
へ
入
れ
ら
れ
た
者
は
、
此
所
に
止
ま
つ
て
居
な
き
や

あ
な
ら
ん
し
、
此
所
に
入
れ
ら
れ
無
い
者
は
、
自
由
に
生
活
す
る
。
唯
そ
れ

だ
け
な
ん
で
す
。
…
（
後
略
）
…
」

【
本
文
１
―
３
】
松
下
訳
（
現
代
訳
）

「
道
徳
や
理
屈
は
こ
の
ば
あ
い
関
係
あ
り
ま
せ
ん
な
。
す
べ
て
は
偶
然
な
ん

で
す
よ
。
入
れ
ら
れ
た
者
は
こ
こ
に
い
る
、
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
う
ろ

つ
い
て
る
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
よ
。
…
（
後
略
）
…
」
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【
本
文
２
―
５
】
英
語
訳

A
n

d th
e w

ife of th
e com

m
an

der of h
is battalion

-
w

h
at a stran

g
e 

w
om

an
!-

w
h

o p
u

t on
 an

 officer's u
n

iform
 an

d
 d

rov
e in

to th
e 

m
ou

n
tain

s at n
ig

h
t w

ith
ou

t an
 escort. T

h
ey

 said
 sh

e h
ad

 a 

rom
an

ce w
ith

 a prin
ce in

 on
e of th

e villag
es.

ロ
シ
ア
語
のpom

ah

と
英
語
のrom

ance

と
い
う
語
に
着
目
し
て
訳
語
を
比
較

す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
語
の
方
に
は
「
小
説
」
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
、
英
語
の
ロ

マ
ン
ス
か
ら
は
「
風
流
な
関
係
」
と
い
う
語
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
は
、文
脈
か
ら
考
え
て
も
、松
下
訳
の
「
忍
び
逢
い
」、つ
ま
り
〈
逢

引
き
〉
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
ロ
シ
ア
語
か
ら
の

直
訳
の
方
が
誤
訳
で
、
重
訳
の
ほ
う
が
適
切
と
い
う
ケ
ー
ス
に
な
ろ
う
。

だ
が
、
問
題
は
、
誤
訳
の
有
無
と
い
う
表
層
的
な
レ
ベ
ル
で
の
議
論
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
先
に
引
用
し
た
Ｂ
Ｍ
の
言
に
あ
る
よ

う
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
時
期
、
翻
訳
の
価
値
基
準
と
し
て
見
た
場
合
、

原
語
か
ら
の
直
訳
の
方
に
よ
り
信
頼
が
置
か
れ
、
重
訳
の
信
頼
性
が
低
く
な
る

傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
二
）
起
点
言
語
重
視
と
目
標
言
語
重
視
と
い
う
境
界

で
は
、
夏
葉
訳
「
六
号
室
」
の
翻
訳
文
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る

の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

【
本
文
２
―
１
】
夏
葉
訳

或
る
騎
兵
大
隊
長
の
夫
人
に
変
か
は
り
も
の者

が
あ
つ
て
、
毎い

つ

で
も
身
に
士
官
の
服
を
着

け
て
、
夜
に
な
る
と
一
人
で
、
カ
フ
カ
ズ
の
山
中
を
案
内
者
も
な
く
騎
馬
で

行
く
。
話
に
聞
く
と
、
何
で
も
韃だ
つ
た
ん
じ
ん

靼
人
の
村
に
、
其
夫
人
と
土
地
の
某
公
爵

と
の
間
に
小
説
が
あ
つ
た
と
の
事
だ
、
と
か
と
。

【
本
文
２
―
２
】
孤
蝶
訳

大
隊
長
の
妻
、
何
ん
と
異
常
な
女
で
あ
つ
た
ら
う
、
将
校
服
を
着
て
、
夜
、

護
衛
無
し
で
山
の
な
か
へ
馬
を
進
め
る
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
村
の
君
主
と
風

流
な
関
係
が
あ
る
の
だ
と
の
噂
が
あ
っ
た
。

【
本
文
２
―
３
】
松
下
訳

あ
る
大
隊
長
の
細さ
い
く
ん君
な
ど
は
変
わ
っ
た
女
で
、
将
校
服
を
着
て
、
毎
晩
た
っ

た
一
人
で
案
内
人
も
つ
れ
ず
に
騎
馬
で
山
へ
入
っ
て
っ
た
も
の
だ
。噂
う
わ
さ

で
は
、

彼
女
は
部
落
で
、
土
地
の
豪
族
と
忍
び
逢
い
を
し
て
た
と
い
う
。

【
本
文
２
―
４
】
ロ
シ
ア
語
原
文

А

 жена

 одного

 батальнного

 командира
, странная

 жен
щ
ина

, 

надевала

 офицерское

 платье

 и

  уезжала

 по

 вечерам
 в
  горы

,

одна

 без

 проводника
.  Говорят

,что

 в

  аулах

 у

  не
ë бы
л

 pоман

 

с

   каким
- то

 князьком
.
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любит
.Большой

 охотник

 употреблять

 в

  разговоре

 такие
 

слова
,как

 канитель
,мантифолия

 с

  уксусом
,будет

 тебе

 

тень

 наводить

 и

  т
.п

.

【
本
文
３
―
５
】
英
語
訳

H
e d

id
 n

ot care for card
s, an

d
 in

 th
e ev

en
in

g
s sp

en
t h

is tim
e 

play
in

g
 billiard at th

e clu
b.

ロ
シ
ア
語
原
文
を
見
る
限
り
、
文
体
上
、
体
言
止
め
を
用
い
る
必
然
性
は
見
出

せ
ず
、
松
下
訳
の
よ
う
に
用
言
を
使
う
の
が
〈
原
文
に
即
し
た
〉
形
式
だ
と
言

え
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
、
孤
蝶
訳
は
英
語
訳
に
〈
忠
実
〉
で
あ
る
た
め
、
英

語
訳
で
欠
落
し
て
い
る
「
会
話
に
「
暇
つ
ぶ
し
さ
」「
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
だ
」

「
た
く
さ
ん
だ
よ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
挿
む
の
が
好
き
だ
っ
た
」
と
い
う
部

分
が
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
例
以
外
に
も
、
三
つ
の
日
本
語
訳
の
本
文
を
比
較
す
る
時
、
夏
葉

訳
は
直
訳
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
シ
ア
語
原
文
に
は
見
ら
れ
な
い
体
言

止
め
や
大
き
な
省
略
箇
所
が
、
重
訳
で
あ
る
孤
蝶
訳
よ
り
多
い
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
原
文
と
の
相
違
が
生
じ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
相
対
的
に
、
目
標
言
語
（
日
本
語
）
を
重
視
し
た
翻

訳
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
こ
こ
で
、
夏
葉
に
よ
る
他
の
ロ
シ
ア
文
学
作
品
の
翻
訳
に
は
、
こ
の
よ

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

【
本
文
３
―
１
】
夏
葉
訳
「
六
号
室
」

晩
に
な
る
と
倶
楽
部
に
行
つ
て
は
玉た
ま
つ
き突

を
し
て
遊
ぶ
、
骨か

る
た牌

は
余
り
好
ま
ぬ

方
。
而さ

う

し
て
何い

つ時
も
お
極き

ま

り
の
文
句
を
可よ

く
用つ

か

ふ
人
間
。

【
本
文
３
―
２
】
孤
蝶
訳
「
六
号
室
」

彼
は
、
骨カ
ル
タ牌

に
は
少
し
も
手
を
出
さ
ぬ
が
、
晩
に
な
る
と
、
倶
楽
部
へ
行
つ

て
、
球
突
で
時
を
費
す
の
で
あ
る
。

【
本
文
３
―
３
】
松
下
訳
「
六
号
室
」

ク
ラ
ブ
で
毎
晩
玉
突
き
を
し
た
が
、
カ
ル
タ
は
好
き
で
は
な
か
っ
た
。
会
話

に
「
暇
つ
ぶ
し
さ
」「
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
だ
」「
た
く
さ
ん
だ
よ
」
な
ど
と

い
う
言
葉
を
挿は

さ

む
の
が
好
き
だ
っ
た
。

以
上
の
三
つ
の
日
本
語
訳
を
比
べ
れ
ば
、
夏
葉
訳
に
は
他
の
翻
訳
文
に
は
見
ら

れ
な
い
体
言
止
め
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
ロ
シ
ア
語
原
文
と
英
語
訳

で
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
本
文
３
―
４
】
ロ
シ
ア
語
原
文

В

 клубе

 по

 вечером

 играет

 он

 в

  бильярд
,карт

 же

 не
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明
治
三
十
五
年
発
表
の
「
ア
ン
ナ
カ
レ
ー
ニ
ナ
」
に
は
、た
と
え
ば
「
〜
様
子
。」

「
〜
立
ち
去
つ
た
跡
。」「
待
つ
や
う
な
次
第
。」「
疎
遠
に
な
つ
た
始
末
。」
な
ど
、

体
言
止
め
が
全
三
十
七
頁
（
レ
イ
ア
ウ
ト
は
一
段
組
）
の
中
に
十
一
箇
所
あ
る
。

明
治
三
十
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
貧
し
き
少
女（

注
11
）」

に
お
い
て
、「
心
配
さ
う
な

風
。」
な
ど
、
体
言
止
め
が
全
三
十
四
頁
（
レ
イ
ア
ウ
ト
は
一
段
組
）
の
中
に

十
三
箇
所
あ
る
。
そ
れ
が
、
明
治
三
十
九
年
の
「
六
号
室
」
に
な
る
と
、「
と

い
ふ
や
う
な
塩
梅
。」「
す
や
は
り
そ
こ
に
仁
王
立
ち
。」「
と
い
ふ
や
う
な
質た
ち

。」

「
玄
関
の
間
で
又
も
立
ち
聞
き
。」
な
ど
、
体
言
止
め
は
全
五
十
頁
（
レ
イ
ア
ウ

ト
は
二
段
組
）
の
中
に
十
九
箇
所
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
三
十
九
年
の
夏

葉
訳
は
、
体
言
止
め
が
減
少
し
て
お
り
、
夏
葉
訳
と
い
う
時
間
軸
で
相
対
的
に

見
れ
ば
、
起
点
言
語
を
や
や
重
視
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

夏
葉
訳
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
発
表
当
時
す
で
に
孤

蝶
か
ら
も
批
判
め
い
た
指
摘
を
受
け
て
い
た
大
胆
な
省
略
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
部
分
に
明
白
に
表
れ
て
い
る
。

【
本
文
５
―
１
】
夏
葉
訳

其そ
の
た他
遺
伝
論
、
催
眠
術
、
パ
ス
テ
ル
や
、
コ
ツ
ホ
な
ど
の
発
見
、
衛
生
学
、

統
計
学
な
ど
は
奈ど

う何
で
あ
ら
う
？ 

…
。」

「
然
し
其
れ
が
奈
何
で
あ
る
。」

と
、
彼
は
パ
ツ
と
目
を
開
い
て
自
ら
問
ふ
た
。

う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、「

（
マ
マ
）ア

ン
ナ
カ
レ
ー
ニ
ナ
」（
ト
ル
ス

ト
ー
イ
原
作
）と「
貧
し
き
少
女
」（
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
原
作
）と
い
っ
た
、「
六

号
室
」
以
前
に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
を
横
断
的
に
読
む
こ
と
で
指
摘
し
た
い
。

【
本
文
４
―
１
】
瀬
沼
夏
葉
・
尾
崎
紅
葉
訳
　
ト
ル
ス
ト
イ
『
ア
ン
ナ
カ
レ
ー

ニ
ナ
』（「
文
藪
」、
明
治
三
十
五
年
九
月（

注
10
））

「
玄
関
の
方
へ
。
そ
れ
ま
で
は
此こ
こ
ら等

を
歩
い
て
お
在い

で

で
し
た
が
…
…
あ
ゝ
、

閣
下
、
あ
の
方
で
御
座
り
ま
す
。」

と
小
使
の
指
す
の
は
、
羊
の
毛
皮
の
帽
子
を
冠
つ
て
、
軽
い
早
足
に
磨
滅
し

た
石
段
を
昇
つ
て
来
る
、顎あ
ご
ひ
げ髭

の
縮
れ
た
肩
幅
の
広
い
体
格
屈
強
の
一
紳
士
。

【
本
文
４
―
２
】
紅
葉
・
夏
葉
訳
　
ト
ル
ス
ト
イ
「
ア
ン
ナ
カ
レ
ー
ニ
ナ
」（「
文

藪
」、
明
治
三
十
五
年
九
月
）

而さ
う

し
て
、
モ
ス
ク
ワ
に
出
て
来
る
と
、
毎い

つ

も
逆の

ぼ上
せ
返
つ
て
、
屑せ

か
せ
か々

し
て
さ

も
窮
屈
さ
う
で
、
其
が
為
に
又
神
経
が
激
し
て
、
物
事
に
対
し
て
総
て
反あ
べ
こ
べ対

の
見
解
を
待
つ
や
う
な
次
第
。

【
本
文
４
―
３
】
夏
葉
訳
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
「
貧
し
き
少
女
」（「
文
芸
倶

楽
部
」、
明
治
三
十
七
年
四
月
）

老
人
は
真
赤
に
な
つ
て
、
倉ど

ぎ

ま

ぎ

皇
狼
狽
し
て
、
ぎ
く
B
C
と
吃ど

も

り
散
ら
し
て
、

奈ど

う何
に
も
、
恁か

う

に
も
な
ら
ぬ
体て

い

。
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が
ら
目
を
開
け
る
。

松
下
訳
の
「
精
神
医
学
は
、
最
新
の
疾
病
分
類
、
診
断
、
治
療
法
を
持
ち
、
昔

と
比
べ
れ
ば
月
と
す
っ
ぽ
ん
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
。
今
で
は
精
神
病
者
に
頭
か

ら
冷
水
を
浴
び
せ
た
り
、
拘こ
う
き
ん禁

衣い

を
着
せ
た
り
せ
ず
に
、
患
者
を
人
間
ら
し
く

扱
い
、
新
聞
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
に
芝
居
を
見
せ
た
り
、
ダ
ン
ス
・
パ
ー
テ
ィ
ー

を
開
い
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
…
（
中
略
）
…
」
の
部
分
が
、
夏
葉
訳
で

は
全
く
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、孤
蝶
訳
は
、次
の
英
語
訳
か
ら
〈
忠

実
〉
に
翻
訳
し
よ
う
と
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
夏
葉
訳
よ
り
も
む

し
ろ
ロ
シ
ア
語
原
文
に
近
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

【
本
文
５
―
４
】
英
語
訳

A
n

d h
y

pon
otism

, th
e th

eory
 of h

eredity, th
e discoveries of Pasteu

r 

an
d K

och
, statistics of h

y
g

ien
e, ev

en
 R

u
ssian

 Z
em

stv
o m

edicin
e! 

P
sy

ch
iatry, w

ith
 its classification

 of d
iseases, its m

eth
od

s of 

d
iag

n
osis, its m

eth
od

 of care-
w

h
at a tran

sform
ation

 of th
e 

m
eth

ods of th
e past! N

o lon
g

er are lu
n

atics dren
ch

ed w
ith

 cold 

w
ater an

d con
fin

ed in
 strait w

aistcoats; th
ey

 are treated as h
u

m
an

 

bein
g

s, an
d ev

en-
as A

n
dréi Y

éfim
itch

 read in
 th

e n
ew

spapers-

h
ave th

eir ow
n

 special dram
atic en

tertain
m

en
ts an

d dan
ces

…
….

“bu
t in

 th
e en

d?
" asks A

n
dréi Y

éfim
itch

, open
in

g
 h

is ey
es.

【
本
文
５
―
２
】
孤
蝶
訳

で
、
催
眠
術
、
遺
伝
説
、
パ
ス
ツ
ウ
ル
や
、
コ
ツ
ホ
の
発
見
、
衛
生
学
の
統

計
は
固
よ
り
、
露
国
の
地
方
芸
術
で
さ
へ
驚
く
べ
き
進
境
で
は
無
い
か
。
精

神
病
学
、
そ
の
病
症
分
類
、
診
断
法
、
治
療
法
な
ど
は
、
過
去
の
方
法
に
対

し
て
非
常
な
革
新
で
は
無
い
か
。
最
早
、
瘋
癲
患
者
は
、
冷
水
に
浸ひ

た
さ
れ
、

固
い
直チ
ヨ
ツ
キ衣
で
身
体
を
締
め
つ
け
ら
る
ゝ
こ
と
は
無
い
、
彼
等
は
人
間
と
し
て

の
待
遇
を
受
け
る
や
う
に
な
つ
た
、
ま
だ
そ
の
上
に
―
ア
ン
ド
レ
エ
、
エ

フ
ィ
ミ
ッ
チ
が
、
新
聞
紙
で
読
む
だ
所
で
は
―
特
有
の
演
劇
を
持
ち
、
舞

踏
を
持
ち
て
居
る
と
さ
へ
い
ふ
の
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…

『
が
、
結つ
ま
り局
は
何
う
か
』

と
、ア
ン
ド
レ
エ
、エ
フ
ィ
ミ
ッ
チ
は
、眼
を
開
け
て
、自
ら
問
う
の
で
あ
る
。

【
本
文
５
―
３
】
松
下
訳

遺
伝
学
説
、
催
眠
術
、
パ
ス
ツ
ー
ル
や
コ
ッ
ホ
の
発
見
、
統
計
衛
生
学
、
そ

れ
に
わ
が
ロ
シ
ア
の
地
方
医
学
は
ど
う
だ
ろ
う
。
精
神
医
学
は
、
最
新
の
疾

病
分
類
、
診
断
、
治
療
法
を
持
ち
、
昔
と
比
べ
れ
ば
月
と
す
っ
ぽ
ん
ほ
ど
の

違
い
が
あ
る
。
今
で
は
精
神
病
者
に
頭
か
ら
冷
水
を
浴
び
せ
た
り
、
拘こ
う
き
ん禁

衣い

を
着
せ
た
り
せ
ず
に
、
患
者
を
人
間
ら
し
く
扱
い
、
新
聞
に
よ
れ
ば
、
彼
ら

に
芝
居
を
見
せ
た
り
、
ダ
ン
ス
・
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
り
す
る
と
い
う
こ

と
だ
。
…
（
中
略
）
…

「
だ
が
そ
れ
が
ど
う
し
た
」
と
ア
ン
ド
レ
イ
・
エ
フ
ィ
ー
ム
イ
チ
は
自
問
し
な
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重
視
の
夏
葉
訳
と
起
点
言
語
（
英
語
）
重
視
の
孤
蝶
訳
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
た
だ
、
夏
葉
の
翻
訳
史
と
い
う
時
間
軸
で
と
ら
え
れ
ば
、
体
言
止
め
の

減
少
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
目
標
重
視
と
起
点
重
視
の
間
で
揺
れ
動
く
、

翻
訳
の
価
値
基
準
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

四
、「
六
号
室
」
の
主
題
に
か
か
わ
る
境
界
の
変
容

（
一
）
補
足
の
例
︱
境
界
線
の
引
き
直
し

次
に
引
用
す
る
部
分
は
、
ロ
シ
ア
語
原
文
の
同
じ
箇
所
を
翻
訳
し
た
も
の
で

あ
る
。
以
下
、
三
つ
の
日
本
語
訳
の
対
照
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

事
態
が
生
じ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

【
本
文
６
―
１
】
夏
葉
訳

而さ
う

し
て
死
が
各
人
の
正
当
な
終

を
は
り
で
あ
る
と
す
る
な
れ
ば
、
何
の
為
に
人
々

の
死
の
邪
魔
を
す
る
の
か
。
仮
に
あ
る
商
人
と
か
、
あ
る
官
吏
と
か
ゞ
、
五

年
十
年
余
計
に
生
延
び
た
と
し
て
見
た
所
で
、
其
れ
が
何
に
な
る
か
。
若も
し
ま
た又

医
学
の
目
的
が
薬
を
以
て
、
苦
痛
を
薄
ら
げ
る
も
の
と
為
す
な
ら
ば
、
自
然

茲こ
こ

に
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
苦
痛
を
薄
ら
げ
る
の
は
何
の
為
か
？

…
（
中
略
）
…
プ（

マ

マ

）

シ
セ
ン
は
死
に
先
つ
て
非
常
に
苦
痛
を
感
じ
、
不
幸
な
る

ハ
イ
ネ
は
数
年
中
風
に
罹
つ
て
臥
し
て
ゐ
た
。
し
て
見
れ
ば
原
始
虫
の
如
き

我
々
に
、
切せ
め

て
苦く

な
ん難

て
ふ
も
の
が
無
か
つ
た
な
ら
ば
、
全
く
含
蓄
の
無
い
生

活
と
な
つ
て
了
ふ
。
か
ら
し
て
我
々
は
病
気
す
る
の
は
寧
ろ
当
然
で
は
な
い
か
。

夏
葉
訳
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
欠
落
箇
所
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
ラ
ー
ギ
ン
と

グ
ロ
ー
モ
フ
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
哲
学
的
な
議
論
や
、
ロ
シ
ア
の
医
療
事
情
の

説
明
の
部
分
が
、
大
幅
に
省
略
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

一
方
、
孤
蝶
訳
は
、
一
文
や
一
句
の
レ
ベ
ル
で
の
省
略
に
止
ま
る
。
第
三
章

か
ら
第
一
〇
章
ま
で
に
つ
い
て
、
夏
葉
訳
と
孤
蝶
訳
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
語
原
文

を
比
較
し
た
場
合
、
数
量
的
に
は
、
孤
蝶
訳
が
一
文
・
一
句
レ
ベ
ル
で
の
省
略

が
四
箇
所
あ
る
の
に
対
し
、
夏
葉
訳
は
、
一
文
・
一
句
レ
ベ
ル
で
の
省
略
は
三

箇
所
、
二
文
以
上
の
省
略
が
五
箇
所
見
ら
れ
る
。
夏
葉
訳
の
方
が
孤
蝶
訳
に
比

し
て
省
略
の
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夏
葉
訳
に
省
略
が
多
い

と
い
う
の
は
、
孤
蝶
の
言
葉
通
り
だ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
夏
葉
訳
は
、
原
文
に
あ
る
改
行
を
無
視
し
て
段
落
を
つ
な

い
だ
り
、
複
数
の
文
を
一
つ
の
文
に
ま
と
め
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

一
文
が
十
二
、三
行
続
く
も
の
も
所
々
見
ら
れ
る
。そ
れ
に
対
し
て
、孤
蝶
訳
は
、

英
語
訳
の
本
文
を
で
き
る
だ
け
〈
忠
実
〉
に
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
う
か

が
え
る
。
た
と
え
ば
、
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
英
語
訳
文
の
コ
ン

マ
の
位
置
に
日
本
語
訳
文
の
句
点
を
お
き
、
引
用
符
は
必
ず
カ
ギ
カ
ッ
コ
に
改

め
、
仮
定
法
な
ど
の
句
の
順
序
を
で
き
る
だ
け
崩
さ
な
い
よ
う
に
、「
何
々
だ

ろ
う
、
何
々
な
ら
ば
」
と
い
う
形
を
と
る
な
ど
の
工
夫
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま

た
、
段
落
の
と
り
方
も
英
語
訳
に
準
じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
ロ
シ
ア
語
原
文

と
は
相
違
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
体
言
止
め
も
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、「
六
号
室
」
に
関
し
て
は
、
目
標
言
語
（
日
本
語
）
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と
す
れ
ば
、そ
こ
い
ら
の
ア
ン
ド
レ
イ
・
エ
フ
ィ
ー
ム
イ
チ
と
か
マ
ト
リ
ョ
ー

ナ
・
サ
ー
ヴ
ィ
シ
ナ
と
か
が
、
ど
う
し
て
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
病
床
で
苦
し
ん

で
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
か
。
彼
等
の
生
涯
は
も
と
も
と
内
容
の
乏
し
い

も
の
だ
っ
た
の
に
、
も
し
も
苦
痛
が
与
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
全

く
空
虚
で
、
ア
ミ
ー
バ
の
一
生
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

以
上
に
引
用
し
た
部
分
で
は
、
病
気
と
死
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
単
位
が
、

「
我
々
」、「
人
」「
徒
輩
」「
彼
等
」（
人
間
一
般
）、「
ア
ン
ド
レ
イ
・
エ
フ
ィ
ー
ム
イ
チ
」

や
「
マ
ト
リ
ョ
ー
ナ
・
サ
ー
ヴ
ィ
シ
ナ
」、「
ア
メ
ー
バ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
集
団
や
個
人
、
人
生
に
お
け
る
意
義
の
有
無
を
、
語
り
手
が
病
気
や
死
に

つ
い
て
考
え
る
た
め
の
単
位
と
し
て
列
挙
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
を
、
次
に
引
用
す
る
原
文
及
び
英
語
訳
で
確
認
す
る
。

【
本
文
６
―
４
】
ロ
シ
ア
語
原
文
（
該
当
箇
所
の
み
）

Да

 и

  к

 чему

 ме
ш
ать

 людям

 умирать
,если

 смерть

 есть

 

нормальный

 и

  законный

 конец

 каждого
? ... ...

Почему

 же

 не

 поболеть

 какому
-нибудь

 Андр
éю

 Éфимычу

 

или

 М
атрёне

 Сави
ш
ине

,жизнь

 которых

 бессодержательна

и

  была

 бы

 совершенно

 пуста

 и

  похожа

 на

 жизнь

 амёбы
,

если

 бы

 не

 страдания
?

【
本
文
６
―
２
】
孤
蝶
訳

尚
考
へ
る
と
『
死
』
が
果
し
て
、
我
々
す
べ
て
の
正
当
な
合
法
な
終
結
で

あ
る
な
ら
ば
、
人
の
死
ぬ
の
を
妨
げ
て
宜
か
ら
う
か
、
商あ
き
ん
ど人

や
、
小
役
人
が
、

も
う
五
年
、
生
き
て
居
や
う
が
、
居
ま
い
が
、
何
だ
。
我
々
は
、
医
学
の
目

的
は
、
苦
悩
の
緩
和
に
あ
る
と
は
い
つ
て
居
る
が
、
自み
づ

か
ら
、
次
の
や
う
な

疑
問
を
起
さ
ざ
る
を
得
無
い
。
何
故
に
苦
悩
は
緩
和
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
…

（
中
略
）
…
プ
シ
キ
ン
は
死
ぬ
る
前
に
傷
ま
し
い
苦
悩
を
受
け
、
ハ
イ
ネ
は
、

麻
痺
の
状
態
で
数
年
臥ね

て
居
た
と
い
ふ
。
そ
ん
な
ら
ば
、
唯
ア
ン
ド
レ
エ
、

エ
フ
ィ
ミ
ッ
チ
と
か
、
マ
ト
レ
エ
ナ
、
シ
ヤ
ヴ
ィ
シ
ン
と
か
い
ふ
の
み
で
、

そ
の
生
活
は
、
無
意
味
で
せ
め
て
苦
悩
で
も
無
く
ば
、
単ア

メ

エ

バ

細
胞
動
物
の
そ
れ

の
や
う
に
空
虚
な
徒と

も
が
ら輩

の
苦
悩
に
、
何
で
干
渉
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

【
本
文
６
―
３
】
松
下
訳

そ
れ
に
そ
も
そ
も
、
な
ん
の
た
め
に
人
の
死
ん
で
行
く
の
を
妨
げ
る
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
、
死
と
い
う
も
の
が
一
人
一
人
に
と
っ
て
正
常
な
、
当
然
行

き
着
く
べ
き
終
着
点
だ
と
す
る
な
ら
ば
。
小
商
人
や
官
吏
な
ん
ど
が
、
五
年

や
十
年
生
き
延
び
た
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
い
そ
れ
が
な
ん
に
な
る
。
薬
で
人

の
苦
痛
を
や
わ
ら
げ
る
の
が
医
学
の
目
的
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
疑

問
が
否
応
な
し
に
湧
い
て
く
る
―
い
っ
た
い
な
ん
の
た
め
に
苦
痛
を
や
わ
ら

げ
る
の
か
。
…
（
中
略
）
…
プ
ー
シ
キ
ン
は
臨
終
の
際
に
恐
ろ
し
い
苦
し
み

を
味
わ
い
、
気
の
毒
な
ハ
イ
ネ
は
中
風
で
何
年
間
も
寝
た
き
り
だ
っ
た
。
だ
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界
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
夏
葉
訳
の
読
者
の
間
に
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た

世
界
と
し
て
「
六
号
室
」
を
構
築
す
る
想
像
力
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

（
ニ
）
欠
落
の
例
―
新
た
な
境
界
の
浮
上（

注
12
）

と
こ
ろ
で
、「
六
号
室
」
の
あ
ら
す
じ
は
、
現
代
語
訳
に
お
い
て
も
夏
葉
訳

に
お
い
て
も
お
お
よ
そ
共
有
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
翻
訳

文
を
詳
細
に
見
て
い
け
ば
、
夏
葉
訳
に
は
い
く
つ
か
の
欠
落
部
分
が
確
認
で
き

る
。
そ
の
中
で
も
、
重
要
な
箇
所
の
一
つ
は
、「
三
」
に
お
け
る
、
青
年
グ
ロ
ー

モ
フ
が
〈
発
狂
〉
し
た
と
さ
れ
る
経
過
の
一
部
を
物
語
る
〈
告
白
〉
の
場
面
に

見
出
せ
よ
う
。
こ
こ
は
、
こ
の
小
説
の
「
核
心
と
な
る
最
重
要
の
思
想（

注
13
）」

と
指

摘
さ
れ
た
り
、「
本
来
省
略
を
許
さ
れ
な
い
重
要
な
箇
所（

注
14
）」

の
一
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
現
代
語
訳
で
は
、
次
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

【
本
文
７
―
１
】
松
下
訳

今こ
ん
に
ち日

の
裁
判
の
も
と
で
は
誤
審
は
大
い
に
あ
り
う
る
し
、
ま
た
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
他
人
の
苦
痛
に
職
務
上
、
実
務
上

の
か
か
わ
り
を
持
つ
人
び
と
、
た
と
え
ば
、
裁
判
官
、
警
察
官
、
医
師
な

ど
は
、
時
の
た
つ
に
し
た
が
っ
て
、
慣
れ
っ
こ
に
な
り
、
た
と
え
そ
う
し

ま
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
相
手
に
形
式
的
な
態
度
し
か
取
れ
な
い
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
こ
う
い
う
人
び
と
は
、
裏
庭
で
羊
や
子
牛
を
ほ

【
本
文
６
―
５
】
英
語
訳
（
該
当
箇
所
の
み
）
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こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
複
数
の
テ
ク
ス
ト
の
比
較
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、

境
界
の
設
定
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夏
葉
訳
以

外
の
翻
訳
で
は
、
ロ
シ
ア
語
原
文
通
り
、「
我
々
」
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
あ

く
ま
で
ラ
ー
ギ
ン
の
側
で
あ
っ
て
、
病
人
は
「
彼
等
」（
ア
メ
ー
バ
）
の
側
に

含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、「
我
々
」
と
「
病
人
」
と
の
間
に
境
界
線
が
引

か
れ
て
お
り
、
死
と
病
気
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
傍
観
者
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
夏
葉
訳
の
み
、「
我
々
」
を
「
ア
メ
ー
バ
」
的
存
在
と
と
ら
え
、
空
虚

な
生
活
を
送
る
人
間
全
般
の
中
に
包
摂
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
文
に
あ

る
よ
う
な
構
図
を
成
立
さ
せ
る
境
界
線
と
は
別
の
境
界
線
が
引
か
れ
る
こ
と

で
、
各
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
成
要
素
も
違
っ
た
も
の
と
な
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
夏
葉
訳
で
は
、
病
気
は
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
り
、

日
常
生
活
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
前
提
が
新
た
に
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
原
文
と
は
微
妙
に
重
な
り
微
妙
に
ず
ら
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
新
た
な
世
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以
上
の
各
本
文
の
傍
線
部
が
、
夏
葉
訳
で
は
全
く
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ

で
省
略
さ
れ
た
「
時
」
に
つ
い
て
は
、ロ
シ
ア
語
原
文
に
お
い
て
もвремя

（
時

間
）
で
記
さ
れ
て
お
り
、только

（
だ
け
）
と
共
に
用
い
ら
れ
、
ま
さ
に
〈
時

間
だ
け
が
〉
と
強
調
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

ま
た
、
原
文
以
外
、
孤
蝶
訳
も
そ
の
原
典
と
な
っ
た
英
訳
も
、「
時
」（
時
間
）

が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
引
用
で
確
認
で
き
る
。

【
本
文
６
―
３
】
孤
蝶
訳

何い
ず
こ処

に
も
行
は
れ
ぬ
こ
と
の
無
い
個
人
に
対
す
る
精
神
無
き
関
係
か
ら
見

て
、
裁
判
官
の
眼
中
に
は
、
唯
、
或
る
手
続
の
遂
行
あ
る
の
み
、
ま
づ
万

事
其
れ
ッ
切
り
で
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
無
辜
の
人
が
、
公
権
を
剥
奪
さ
れ
、

或
は
、
苦
役
に
投
ぜ
ら
る
ゝ
こ
と
が
あ
る
。
で
、
一
番
近
い
鉄
道
と
い
ふ

の
で
さ
へ
二
百
ヴ
ェ
ル
ス
タ
も
距へ
だ

た
つ
て
居
る
、
こ
の
汚
い
眠
む
つ
た
や

う
な
小
さ
い
町
で
、
誰
が
、
公
正
を
得
、
仲
介
の
途
を
得
る
の
を
望
み
得

ら
れ
よ
う
。
社
会
は
如い

か何
な
る
形
の
強
制
を
も
、
合
理
と
し
、
便
宜
と
視
、

必
要
と
認
め
て
い
る
場
合
に
、
犯
罪
嫌
疑
者
の
放
免
の
ご
と
き
、
普
通
寛

恕
の
行
為
で
さ
へ
も
、
町
民
が
復
権
の
念
を
満
足
せ
し
め
得
無
か
つ
た
怨

の
爆
発
を
喚
起
す
る
の
が
常
で
あ
る
場
合
に
、
公
正
を
期ま

つ待
な
ど
は
全
く

愚
の
極
、
寧
ろ
笑
ふ
べ
き
こ
と
で
は
無
い
か
。

ふ
っ
て
、
血
を
な
ん
と
も
思
わ
な
い
百
姓
た
ち
と
な
ん
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
は

な
い
。
個
人
に
た
い
し
て
形
式
的
な
、
酷こ

く
は
く薄

な
態
度
を
取
り
始
め
た
が
最

後
、
罪
も
な
い
人
か
ら
い
っ
さ
い
の
財
産
権
を
取
り
上
げ
て
懲

ち
ょ
う
え
き
け
い

役
刑
に
処

す
る
の
に
、
裁
判
官
に
必
要
な
の
は
た
だ
一
つ
―
時
だ
け
だ
。
そ
れ
が
た

め
に
裁
判
官
に
俸
給
が
支
払
わ
れ
て
い
る
一
定
の
形
式
を
踏
む
の
に
必
要

な
時
だ
け
だ
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
、
一
件
落
着
と
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
あ
と
で
、
こ
ん
な
小
さ
な
、
汚
い
、
鉄
道
か
ら
二
百
キ

ロ
も
あ
る
よ
う
な
町
で
、
い
く
ら
公
正
や
弁
論
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
、
そ

れ
が
い
っ
た
い
な
ん
に
な
る
！
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
が
、
賢
明
か
つ

目
的
に
適か
な

っ
た
必
要
悪
と
し
て
社
会
に
迎
え
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
寛
大
な
行

為
、
た
と
え
ば
無
罪
の
判
決
が
、
不
満
、
復
ふ
く
し
ゅ
う讐

の
感
情
の
全
的
な
爆
発
を

呼
び
起
こ
す
よ
う
な
現
状
の
も
と
で
は
、
公
正
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
自

体
こ
っ
け
い
な
こ
と
で
は
な
い
か
。

【
本
文
６
―
２
】
ロ
シ
ア
語
原
文
（
該
当
箇
所
の
み
）

При

 формальном

 же
,бездушном

 отношении

 к

  личности
,

для

 того
,чтобы

 невинного

 человека

 лишить

 всех прав

состояния

 и

  присудить

 к

  каторге
,судье

 нужно

 только
 

одно
:время

.Только

 время

 на

 соблюдение

 кое
-каких

 

формальностей
,за

 которые

 судье

 платят
 жалованье

,

а

 затем̶
вс

ë кончено
.
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室
〉
と
裁
判
制
度
が
連
結
さ
れ
、
双
方
に
内
在
す
る
権
力
構
造
を
明
る
み
に
出

し
、
そ
う
し
た
権
力
構
造
を
の
み
込
ん
で
い
る
ロ
シ
ア
社
会
、
そ
れ
を
「
監
獄
」

と
見
立
て
て
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
―
そ
う
し
た
回
路
が
、
夏
葉
訳
か

ら
も
孤
蝶
訳
か
ら
も
消
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
語
か
ら
翻
訳
し
た
夏
葉

は
故
意
に
省
略
し
、
孤
蝶
は
英
語
訳
か
ら
の
〈
重
訳
〉
ゆ
え
に
結
果
的
に
見
落

と
し
た
跡
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
「
時
」
の
欠
落
に
よ
っ
て
、「
六
号
室
」
は
外
界
と
の
接
続
が
絶
た
れ
、

代
わ
り
に
外
界
と
の
間
に
立
ち
は
だ
か
る
〈
壁
〉
の
よ
う
な
境
界
が
浮
上
す
る
。

〈
壁
〉
は
、
内
界
と
外
界
を
隔
て
る
。
そ
の
時
、「
六
号
室
」
内
の
出
来
事
は
、

外
界
か
ら
孤
絶
さ
れ
た
世
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
特
殊
な
物
語
と
な
る
。
つ
ま

り
、夏
葉
訳
で
も
孤
蝶
訳
で
も
、「
六
号
室
」は
あ
く
ま
で「
六
号
室
」で
あ
っ
て
、

「
六
号
室
」
的
な
も
の
へ
と
抽
象
化
し
え
な
い
存
在
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

相
馬
御
風
は
、「
最
近
の
創
作
壇
」（「
新
潮
」、
明
治
四
十
二
年
九
月
）
と
題

す
る
文
章
に
、「
是
れ
﹇
稿
者
注
―
小
川
未
明
『
悶
死
』﹈
も
一
種
の
精
神
病

者
を
中
か
ら
描
い
た
も
の
で
、
些
つ
と
チ
ェ
ホ
フ
の
『
六
号
室
』
の
中
に
あ
る

或
る
狂
人
と
、そ
し
て
其
の
描
き
方
と
を
連
想
さ
せ
る
作
だ
」
と
記
し
て
い
る
。

「
六
号
室
」
の
翻
訳
は
、
そ
れ
以
降
の
日
本
文
学
に
お
い
て
、〈
精
神
病
院
〉
に

収
容
さ
れ
た
〈
狂
人
〉
と
い
う
、
一
つ
の
文
学
的
モ
チ
ー
フ
を
確
立
す
る
要
素

と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

【
本
文
６
―
４
】
英
語
訳
（
該
当
箇
所
の
み
）
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こ
の
「
時
」
が
訳
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
に
対
す
る
権
力
の
暴
力

性
の
み
指
摘
さ
れ
、
権
力
の
行
使
を
め
ぐ
る
本
質
的
な
問
題
と
関
わ
る
は
ず

の
〈
時
間
〉
が
不
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
も
精
神
病
棟
も
、
裁
判
所
の

場
合
は
現
実
の
位
相
で
、
精
神
病
棟
の
場
合
は
隠
喩
の
位
相
で
、
と
も
に
「
監

獄
」
を
接
点
と
し
て
連
結
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
先
に
引
用
し
た
部
分

を
、
ロ
シ
ア
の
裁
判
所
な
い
し
裁
判
制
度
か
ら
精
神
病
棟
へ
と
置
き
換
え
て
み

れ
ば
、
裁
判
で
流
れ
る
「
時
」
は
、〈
六
号
室
〉
に
お
い
て
も
同
様
に
経
過
さ

れ
る
、な
い
し
経
過
さ
れ
る
べ
き
時
間
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。〈
狂

人
〉
だ
と
周
囲
か
ら
認
定
さ
れ
た
人
が
病
院
に
連
れ
て
来
ら
れ
、
精
神
科
医
に

よ
っ
て
〈
患
者
〉
と
診
断
さ
れ
れ
ば
、
精
神
病
棟
〈
六
号
室
〉
に
収
容
さ
れ
拘

束
さ
れ
、
退
院
は
ほ
ぼ
絶
望
的
な
ま
ま
、〈
終
わ
り
〉
の
時
に
向
か
っ
て
た
だ

形
式
的
な
投
薬
と
診
断
が
繰
り
返
さ
れ
時
間
が
消
化
さ
れ
て
い
く
。要
す
る
に
、

こ
こ
で
は
、〈
狂
人
〉
か
否
か
の
医
学
的
な
〈
証
明
〉
の
た
め
で
な
く
、「
一
定

の
形
式
を
踏
む
の
に
必
要
な
」だ
け
、時
間
が〈
引
き
延
ば
さ
れ
る
〉の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
形
式
〉
と
〈
時
間
〉
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
こ
そ
、〈
六
号
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の
代
表
作
で
あ
る
と
の
評
価
を
得
て
い
る
。「
六
号
室
」
に
関
し
て
、
起
点
言

語
を
よ
り
重
視
し
た
〈
重
訳
〉
の
孤
蝶
訳
で
は
な
く
、
目
標
言
語
を
よ
り
尊
重

し
た
〈
直
訳
〉
で
あ
る
夏
葉
訳
―
少
し
ね
じ
れ
た
表
現
に
な
る
が
―
に
高
い
評

価
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
文
学
の
翻
訳
を
め
ぐ
る
価

値
規
範
、
つ
ま
り
〈
文
学
の
翻
訳
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
〉
と
い
う
翻
訳
概
念

の
基
準
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

注（
注
１
）「
文
芸
界
」
誌
面
に
は
「
夏
葉
女
史
訳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
瀬
沼

夏
葉
訳
と
す
る
。

（
注
２
）
な
お
、「
芸
苑
」巻
第
一
号
が
「
六
号
室
」一
〜
二
、つ
づ
い
て
巻
第
二
号
が
三
〜
五
、

巻
第
三
号
が
六
〜
七
、
巻
第
四
号
が
九
〜
十
、
巻
第
五
号
が
十
一
〜
十
四
、
巻
第
六

号
が
十
五
〜
十
九
の
各
章
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
注
３
）
た
だ
、
稿
者
が
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
「
芸
苑
」
を
確
認
す
る
限
り
で
は
、
孤

蝶
訳
は
八
章
が
欠
落
し
て
お
り
、
次
号
は
九
章
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
英
訳
に
八
章

は
あ
る
た
め
、
孤
蝶
が
数
字
を
見
落
と
し
た
と
は
考
え
づ
ら
く
、
ま
た
本
号
の
頁
数

を
見
て
も
落
丁
の
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
印
刷
上
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
ら

れ
な
い
。

（
注
４
）
佐
藤
孝
「
明
治
期
文
学
の
文
章
―
原
文
一
致
体
の
発
生
を
中
心
と
し
て
」（『
近
代

語
研
究
』
第
二
集
、
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
四
十
三
年
）
参
照
。

（
注
５
）水
野
的「
本
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
読
む
た
め
に
」（
柳
父
章
ほ
か
編『
日
本
の
翻
訳
論
』、

法
政
大
学
出
版
局
、
平
成
二
十
二
年
）
参
照
。

（
注
６
）
秋
山
勇
造
「
瀬
沼
夏
葉
―
生
涯
と
業
績
―
」（「
神
奈
川
大
学
人
文
研
究
」
一
三
一
、

た
だ
、
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、「
知
識
あ
る
人
が
現

実
に
接
触
し
て
心
気
沮そ
そ
う喪

す
る
光
景
が
物
凄
く
顕
は
れ
て
い
る
」
と
い
う
島
崎

藤
村
の
感
想
（「
早
稲
田
文
学
」、
明
治
四
十
一
年
十
二
月
）
に
あ
る
よ
う
に
、

実
際
に
は
、
解
釈
の
中
心
は
、
医
師
ラ
ー
ギ
ン
及
び
狂
人
グ
ロ
ー
モ
フ
の
心
の

動
き
で
あ
り
、「
現
実
」
に
接
し
た
結
果
と
し
て
〈
狂
人
〉
に
変
貌
す
る
物
語

と
し
て
解
釈
す
る
流
れ
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
知
識
あ
る
人
」
個

人
の
物
語
が
前
景
化
し
、
社
会
批
判
性
は
影
の
薄
い
も
の
と
な
る
。

以
上
、
瀬
沼
夏
葉
訳
「
六
号
室
」
に
つ
い
て
、〈
境
界
〉
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
し
て
き
た
。
原
文
の
事
実
性
と
、
解
釈
や
翻
訳
の
規
範
性
と
が
二
重
写
し

に
な
る
世
界
の
中
で
、
夏
葉
訳
「
六
号
室
」
は
、
二
つ
の
言
語
の
間
に
横
た
わ

る
境
界
線
の
存
在
を
指
し
示
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
主
題
に
関
わ
る
単
位
を
結

び
つ
け
た
り
切
り
離
し
た
り
す
る
よ
う
に
し
て
、
原
文
で
設
定
さ
れ
て
い
た
ト

ピ
ッ
ク
領
域
の
境
界
線
も
引
き
直
す
。
ま
た
、
補
足
的
に
書
く
こ
と
で
境
界
線

が
消
滅
し
た
り
、
書
か
な
い
こ
と
で
か
え
っ
て
境
界
線
が
浮
上
し
た
り
す
る
と

い
う
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
境
界
線
が
絡
み
合
う
よ
う
な
、
ロ
シ

ア
語
と
日
本
語
と
の
境
界
地
帯
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
文
学
と
日
本
文
学
と
の
境
界

地
帯
に
現
出
し
た
の
が
、
夏
葉
訳
「
六
号
室
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

夏
葉
訳
「
六
号
室
」
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に

お
い
て
、
文
学
の
翻
訳
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
問
題
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
「
六
号
室
」は
、後
に
大
正
二
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
桜
の
園
」（「
青
鞜
」

に
掲
載
、
四
月
に
新
潮
社
よ
り
単
行
本
化
）
と
並
び
、
瀬
沼
夏
葉
の
翻
訳
文
学
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本
文
引
用
文
献

・
瀬
沼
夏
葉
訳
『
六
号
室
』（「
文
芸
界
」、
明
治
三
十
九
年
四
月
）

・
尾
崎
紅
葉
・
瀬
沼
夏
葉
訳
『
ア
ン
ナ
カ
レ
ー
ニ
ナ
』（
文
藪
、
明
治
三
十
五
年
九
月
）

・
瀬
沼
夏
葉
訳
『
貧
し
き
少
女
』（「
文
芸
倶
楽
部
」、
明
治
三
十
七
年
四
月
）

・
馬
場
孤
蝶
訳
『
六
号
室
』（「
芸
苑
」、
明
治
三
十
九
年
一
月
〜
四
月
）

・
松
下
裕
訳
『
六
号
病
棟
・
退
屈
な
話
　
他
五
篇
』（
平
成
二
十
一
年
、
岩
波
書
店
）

・Чехов
,А

.П
., П

алат
а  N

o. 6, 《C
oчинения т

ом восьмой 1892-1894

》,Москва
:

Наука
, 1977.

一
八
九
四
年
初
版
の
本
文
を
収
録
。

・T
chekhoff,  Anton, W

ard No. 6, “The Black M
onk and O

ther Stories", translated from
 

the R
ussian by R

. E
. C

. L
ong, L

ondon: D
uckw

orth&
C

o., 1903.

な
お
、
本
文
及
び
資
料
の
引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
引
用
元
に

付
さ
れ
た
ル
ビ
は
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。
ま
た
、
傍
線
は
す
べ
て
稿
者
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

付
記本

稿
は
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
平
成
二
十
四
年
度
研
究
集
会
（
平
成
二
十
四
年
七

月
八
日
）
に
お
い
て
、
特
別
研
究
発
表
と
し
て
口
頭
報
告
し
た
内
容
に
、
若
干
の
修
正
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
で
貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

―
み
ぞ
ぶ
ち
・
そ
の
こ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授 

―

平
成
八
年
）
中
村
健
之
介
・
中
村
悦
子
『
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
女
性
た
ち
』（
教
文
館
、
平

成
十
五
年
）、
杉
山
秀
子
「
瀬
沼
夏
葉
と
ロ
シ
ア
文
学
」（『
瀬
沼
夏
葉
全
集
』
下
巻
、

京
王
書
林
、
平
成
十
七
年
）、
同
「
瀬
沼
夏
葉
論
」（『
明
治
女
性
文
学
論
』、
翰
林
書
房
、

平
成
十
九
年
）渡
邊
澄
子「
瀬
沼
夏
葉
の
文
学
世
界
」（『
瀬
沼
夏
葉
全
集
』前
掲
）な
ど
。

（
注
７
）「
名
曲
ク
レ
ー
ツ
ヱ
ロ
ワ
」（
ト
ル
ス
ト
ー
イ
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」）
は
、

尾
崎
紅
葉
と
共
訳
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

（
注
８
）
佐
藤
清
郎
『
チ
ェ
ー
ホ
フ
芸
術
の
世
界
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
五
年
）
参
照
。

（
注
９
）
佐
々
木
英
昭
「
精
神
病
者
を
ど
う
描
く
か
」（
坂
元
昌
樹
他
編
『
越
境
す
る
漱
石

文
学
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
夏
目
漱
石
も
所
有
し
て
お
り
、

こ
の
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
十
二
篇
の
作
品
の
う
ち
、
三
篇
に
次
の
書
き
込
み
の
跡

が
見
ら
れ
る
と
い
う
。「「
黒
衣
の
僧
」
第
三
流
ノ
作
ナ
リ
。

「
ね
む
い
」
此
所
迄
書
け
ば
モ
ー
パ
サ
ン
ニ
ナ
ツ
テ
仕
舞
フ
。
不
賛
成
な
り
。

「
六
号
室
」black m

on
k

ナ
ド
ト
ハ
比
較
ニ
ナ
ラ
ヌ
名
作
ナ
リ
」。

（
注
10
）
原
典
に
は
「
夏
葉
女
史
　
紅
葉
山
人
　
訳
」
と
記
載
さ
れ
、
共
訳
の
体
裁
を
と
っ

て
い
る
。

（
注
11
）
こ
れ
は
、
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
『
貧
し
き
人
々
』
に
お
け
る
少
女
の
覚
書
の
み
を

部
分
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
旨
、冒
頭
箇
所
で
、夏
葉
も
断
り
書
き
を
付
し
て
い
る
。

（
注
12
）
本
節
の
論
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
消
さ
れ
た
〈
時
〉
―
チ
ェ
ー
ホ
フ
『
六
号
室
』

の
二
つ
の
日
本
語
訳
を
め
ぐ
っ
て
」（「
敍
説
」Ⅲ
―
〇
七
、平
成
二
十
三
年
九
月
）参
照
。

な
お
、
こ
の
拙
論
で
は
、
孤
蝶
訳
と
英
語
訳
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
触
れ
て
い
な
い
。

（
注
13
）
松
下
裕
「
解
説
」（『
六
号
病
棟
・
退
屈
な
話
　
他
五
篇
』、
岩
波
文
庫
、
平
成

二
十
一
年
）
二
七
六
―
二
七
七
頁
。

（
注
14
）
旭
季
彦
『
チ
ェ
ー
ホ
フ
　
日
本
の
あ
し
お
と
』（
新
興
出
版
社
、
昭
和
五
十
四
年
）

二
十
八
頁
。


