
広島大学学術情報リポジトリ
Hiroshima University Institutional Repository

Title
翻訳者としての永代美知代 : 『アンクル・トムの小屋』翻訳の背
景とストウ夫人との共通項を中心に

Author(s)
守邦, 惟

Citation
表現技術研究 , 19 : 27 - 41

Issue Date
2024-03-31

DOI

Self DOI
10.15027/55144

URL
https://doi.org/10.15027/55144

Right

Relation

http://dx.doi.org/10.15027/55144
https://doi.org/10.15027/55144


－ 27 －

は
じ
め
に

永
代
美
知
代
は
、
一
般
的
に
田
山
花
袋
の
「
蒲
団
」
に
登
場
す
る
女
学
生

の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
女
性
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
彼

女
自
身
も
作
家
と
し
て
新
聞
雑
誌
上
に
多
く
の
作
品
を
発
表
し
て
お
り
、
美

知
代
の
文
学
を
研
究
す
る
上
で
そ
れ
ら
は
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。

（
１
）

特
に
、「
永

代
美
知
代
」
の
名
前
で
執
筆
活
動
を
行
っ
て
い
た
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）

年
の
長
女
出
産
か
ら
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
の
渡
米
ま
で
の
時
期
に
は
、

数
多
く
の
少
女
小
説
・
児
童
向
け
の
読
物
を
発
表
し
て
い
る
。

（
２
）

そ
の
一
方

で
、
美
知
代
は
こ
の
時
期
に
長
編
小
説
の
翻
訳
も
手
が
け
て
い
る
。
美
知
代

は
英
語
に
長
け
て
お
り
、
単
著
と
し
て
刊
行
し
た
五
冊
の
う
ち
の
二
冊
、
『
奴

隷
ト
ム
　
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
ス
・
ケ
ビ
ン
』
（
ス
ト
ウ
夫
人
原
著
、
誠
文
堂
、

一
九
二
三
年
十
二
月
）
お
よ
び
『
愛
と
真
実
　
ジ
ョ
ン
・
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
』

（
ミ
ュ
ー
ラ
ッ
ク
夫
人
原
著
、
誠
文
堂
、
一
九
二
四
年
五
月
）
は
翻
訳
書
で
あ
る
。

両
者
と
も
英
語
の
長
編
小
説
で
あ
り
、
美
知
代
が
い
か
に
英
語
に
堪
能
で
あ
っ

た
か
が
窺
え
る
。

本
稿
で
は
、
美
知
代
の
翻
訳
家
と
し
て
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
。
具
体

的
に
は
、
前
者
の
翻
訳
書
『
奴
隷
ト
ム

　
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
ス
・
ケ
ビ
ン
』

と
美
知
代
と
の
関
係
を
原
著
者
や
作
品
の
時
代
背
景
な
ど
複
数
の
角
度
か
ら

分
析
す
る
。

一
　『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
翻
訳
状
況

美
知
代
が
『
奴
隷
ト
ム
』
を
出
版
し
た
の
は
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
で
、

三
八
歳
の
と
き
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
遡
る
こ
と
六
年
前
に
美
知
代
は
単
著
を

連
続
し
て
出
版
し
て
お
り
（
『
ケ
ー
ザ
ル
』
『
花
も
の
が
た
り
』
）
、
そ
の
後
連

載
小
説
（
「
少
女
島
」
「
角
の
あ
る
人
」
）
を
挟
ん
で
翻
訳
書
の
出
版
に
至
っ
て

い
る
。
ま
た
、『
奴
隷
ト
ム
』
出
版
の
翌
年
一
九
二
四
年
に
は
『
愛
と
真
実
　
ジ
ョ

ン
・
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
』
を
出
版
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
は
集
中
的
に
翻
訳

活
動
を
行
っ
て
い
る
。
長
編
小
説
の
翻
訳
書
が
連
続
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
二
作
品
を
並
行
し
て
翻
訳
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
冊
の
翻
訳
書
を
刊
行
し
、
雑
誌
に
少
女
小
説
を
一
編
発

表
し
た
後
に
渡
米
し
た
た
め
、
そ
の
時
点
か
ら
長
期
に
渡
っ
て
執
筆
活
動
が

途
絶
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
翻
訳
書
は
精
力
的
に
執
筆
活

動
を
行
っ
て
い
た
時
期
の
最
後
に
あ
た
り
、
こ
の
翻
訳
活
動
は
一
つ
の
区
切

り
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
翻
訳
直
後
に
渡
米
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

守
邦

　惟

翻
訳
者
と
し
て
の
永
代
美
知
代

　
　
　
　─
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
翻
訳
の
背
景
と
ス
ト
ウ
夫
人
と
の
共
通
項
を
中
心
に
─
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こ
の
翻
訳
活
動
は
渡
米
後
の
生
活
を
想
定
し
て
取
り
組
ま
れ
始
め
た
可
能
性

も
あ
る
。
つ
ま
り
、
英
語
運
用
の
た
め
の
あ
る
種
の
訓
練
を
兼
ね
た
翻
訳
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
翻
訳
と
し
て
は
、
美
知
代
訳
『
奴

隷
ト
ム
』
が
出
版
さ
れ
る
以
前
に
四
回
に
渡
っ
て
翻
訳
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
一
八
九
六
年
に
『
ト
ム
の
茅
屋
』
（
敬
天
牧
童
訳
）
、
一
九
〇
三

年
に
『
仁
慈
博
愛
の
話
』
（
志
津
野
又
郎
訳
）
、
一
九
〇
五
年
に
『
黒
人
ト
ム
』

（
桜
井
鷗
村
訳
）
、
一
九
〇
七
年
『
奴
隷
ト
ム
』
（
百
島
冷
泉
訳
）
で
あ
る
。
そ

れ
ら
に
続
く
美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』
は
翻
訳
の
上
で
部
分
的
に
省
略
が
行

わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
原
著
の
最
終
章
を
除
く
全
て
の
章
が
翻
訳
さ
れ
て
お

り
物
語
の
全
体
を
し
っ
か
り
と
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』
の
出
版
以
降
も
現
代
に
至
る
ま
で
児

童
向
け
の
抄
訳
を
含
め
て
実
に
九
〇
回
を
超
え
る
翻
訳
が
行
わ
れ
て
お
り
、

（
３
）

二
〇
二
三
年
に
も
最
新
の
完
全
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）

こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
作
品
が
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
読
ま
れ
続
け
て
き
た
か
が
わ
か
り
、
そ

の
流
れ
の
最
初
期
に
美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』
は
位
置
し
て
い
る
。

二
　
背
景
と
な
る
ア
メ
リ
カ
黒
人
史

美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』
の
序
文
で
は
、
奴
隷
制
度
は
過
去
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
確
か
に
、
南
北
戦
争
お
よ
び
奴
隷
解
放
宣
言

と
い
う
出
来
事
に
関
し
て
言
え
ば
、
美
知
代
が
翻
訳
に
着
手
し
た
時
点
で
す

で
に
歴
史
上
の
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
美
知
代
は
奴
隷
制
度

そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
た
と
し
て
も
、
未
だ
根
強
い
差
別
が
残
っ
て
い
る
と

説
明
し
て
い
る
。

此
の
小
説
は
（
中
略
）
当
代
の
識
者
に
訴
へ
て
奴
隷
解
放
の
実
を

あ
げ
よ
う
と
し
た
問
題
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
忽
ち
そ
の
素
志
は
貫

徹
し
、
南
北
戦
争
を
惹
起
し
て
奴
隷
制
度
は
破
壊
さ
れ
て
了
つ
た
。

（
中
略
）

奴
隷
解
放
と
云
ふ
問
題
の
必
要
を
感
じ
な
い
今
日
、
わ
ざ
わ
ざ
訳

し
て
出
版
す
る
こ
と
も
な
い
が
、
全
編
を
通
じ
て
人
類
の
と
る
べ
き

道
と
云
ふ
も
の
が
、
如
何
に
も
よ
く
写
し
生
さ
れ
て
居
る
。

（
中
略
）

肉
体
の
売
買
こ
そ
禁
じ
ら
れ
て
、
牛
馬
物
品
同
様
に
市
場
へ
持
ち
出

さ
れ
て
公
売
に
付
せ
ら
れ
る
や
う
な
奴
隷
制
度
こ
そ
行
は
れ
て
ゐ
な
い

け
れ
ど
、
精
神
的
に
打
た
れ
蹴
ら
れ
て
、
極
端
に
ま
で
し
い
た
げ
ら
れ

通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
類
が
、
現
今
に
も
な
い
訳
で
は
な
い
。

（
美
知
代
訳
、
一
〜
四
頁
）

こ
の
美
知
代
の
説
明
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。
単
な
る
動
産
と
し
て
扱
わ
れ
る

奴
隷
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
は
南
北
戦
争
後
に
撤
廃
さ
れ
る
も
の
の
、

美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』
が
出
版
さ
れ
た
一
九
二
三
年
頃
の
ア
メ
リ
カ
は
「
ジ

ム
・
ク
ロ
ウ
」
と
呼
ば
れ
る
非
道
な
人
種
隔
離
の
真
っ
只
中
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
、
ス
ト
ウ
に
よ
り
原
著
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
が
執
筆
さ
れ
る

に
至
っ
た
背
景
を
概
観
し
た
い
。
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『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
ま
で

ア
メ
リ
カ
大
陸
に
多
く
の
黒
人
奴
隷
が
運
ば
れ
始
め
た
の
は
一
六
〜
一
七

世
紀
に
か
け
て
で
あ
り
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
労
働
力
を
確

保
す
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
。
そ
し
て
一
八
世
紀
末
に
は
綿
花
加
工
に
技
術

革
新
が
起
こ
り
、
奴

隷
の
需
要
が
急
増
し

た
。
こ
の
よ
う
な
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か

ら
奴
隷
が
脱
走
す
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
労
働
に
抵
抗
す
る
手
段

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
脱
走
は
一
日
〜
数
週
間
の
短
期
間
の
も
の
と
、
二
度
と

戻
る
つ
も
り
の
な
い
逃
亡
が
あ
り
、
逃
亡
先
は
大
半
が
北
部
の
非
奴
隷
州
か

カ
ナ
ダ
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
毎
年
五
万
人
が
逃
亡
し
た
が
、
そ
の
う
ち

逃
亡
に
成
功
し
自
由
の
身
と
な
っ
た
の
は
一
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
〇
人
で
あ
っ

た
と
い
う
。
逃
亡
の
難
し
さ
は
州
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の

小
屋
』
で
描
か
れ
る
の
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
か
ら
の
逃
亡
で
あ
る
。
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
は
奴
隷
州
地
域
の
最
北
端
に
位
置
し
、
オ
ハ
イ
オ
川
さ
え
渡
れ
ば
自

由
州
で
あ
る
オ
ハ

イ
オ
州
に
入
る
こ

と
が
で
き
た
の
で

比
較
的
逃
亡
が
容

易
で
あ
り
、
そ
の

分
逃
亡
の
た
め
の

要
衝
と
も
み
な
さ

れ
た
【
図
１
】【
図

２
】
。
一
方
で
ミ

シ
シ
ッ
ピ
や
ア
ラ

バ
マ
な
ど
最
南
部

か
ら
の
逃
亡
は
困

難
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

（
５
）

制
度
と
し
て
は

白
人
全
員
に
黒
人

南北戦争時代のアメリカ合衆国

【図 1】州の区分

【図 2】逃亡のルート
【図 1】【図 2】ともにジェームス・M・バーダマン著、

森本豊富訳『アメリカ黒人史』より

地下鉄道のルート（The National Geographic ウェブサイトの図を改変し作成）



－ 30 －－ 31 －

に
対
し
て
通
行
証
を
見
せ
る
よ
う
要
求
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
な
ど
奴
隷

逃
亡
の
防
止
が
図
ら
れ
る
一
方
、
逃
亡
し
た
奴
隷
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ

る
白
人
も
存
在
し
た
。
代
表
的
な
支
援
組
織
は
、
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
一
派
で
あ
る
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
逃
亡
奴
隷
は

協
力
者
の
家
を
転
々
と
し
な
が
ら
移
動
を
続
け
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
道
の

り
は
比
喩
的
に
「
地
下
鉄
道
」
、
隠
れ
家
は
「
駅
」
と
呼
ば
れ
た
。
『
ア
ン
ク

ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
で
は
、
オ
ハ
イ
オ
州
に
逃
れ
た
エ
リ
ザ
を
、
最
初
に
匿
っ

た
ボ
イ
ド
家
か
ら
引
き
受
け
る
の
が
こ
の
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
組
織
で
あ
る
。

こ
の
状
況
が
一
転
す
る
の
は
、
一
八
五
〇
年
に
逃
亡
奴
隷
法
が
制
定
さ
れ
た

と
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
逃
走
中
の
奴
隷
を
南
部
に
返
還
す
る
よ
う
法
的
に

定
め
ら
れ
た
た
め
、
白
人
で
あ
っ
て
も
奴
隷
解
放
論
者
は
危
険
な
立
場
と
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
逃
亡
奴
隷
を
故
意
に
見
逃
す
、
手
を
貸
す
と
い
う
同
情
に
基
づ

い
た
行
い
が
違
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
奴
隷
反
対
を
訴
え
て

い
た
急
進
派
の
北
部
人
た
ち
も
穏
健
派
に
転
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
６
）

『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
出
版

こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
一
八
五
一
年
に
新
聞
連
載
が
始
ま
っ
た
の

が
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
著
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』

（Uncle 
Tom

,s 
Cabin

）
で
あ
る
。
翌
年
、
連
載
終
了
後
す
ぐ
に
書
籍
と
し

て
出
版
さ
れ
る
と
、
一
年
で
三
〇
万
部
を
記
録
す
る
ア
メ
リ
カ
最
大
の
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
に
な
る
。）

（
（

な
お
、
こ
の
発
行
部
数
に
関
し
て
は
美
知
代
訳
『
奴
隷

ト
ム
』
に
関
し
て
も
「
発
行
二
週
目
に
し
て
十
五
万
部
が
売
れ
た
書
物
」
と

し
て
宣
伝
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）

本
書
の
影
響
は
ア
メ
リ
カ
国
内
に
と
ど
ま

ら
ず
、
英
国
王
室
に
も
届
い
て
お
り
、
逃
亡
奴
隷
を
配
慮
し
た
英
国
王
室
は

カ
ナ
ダ
国
境
の
封
鎖
を
行
わ
な
い
と
い
う
決
断
を
し
た
。

（
９
）

た
だ
し
、
こ
の
出
版
が
南
北
戦
争
に
直
結
し
た
と
す
る
言
説
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
後
に
、
南
北
戦
争
の
途
中
で
ス
ト
ウ
に
会
っ
た
リ
ン
カ
ー
ン

が
「
で
は
、
こ
の
小
さ
な
ご
婦
人
が
、
こ
の
大
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
本
を

書
い
た
の
で
す
ね
」
と
述
べ
た
と
い
う
逸
話
も
存
在
す
る
が
、
そ
も
そ
も
南

北
戦
争
の
要
因
は
商
工
業
を
中
心
と
し
て
近
代
的
な
資
本
主
義
社
会
を
築
い

た
北
部
と
、
植
民
地
時
代
か
ら
続
く
黒
人
奴
隷
を
使
役
し
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
農
業
を
中
心
と
す
る
前
近
代
的
社
会
の
南
部
と
の
、
社
会
的
・
経
済
的
・

政
治
的
対
立
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

単
純
に
奴
隷
解
放
を
か
け
て
南
北
戦
争
が
始
ま
っ
た
の
だ
、
と
主
張
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
も
、
岸
上
が
「
政
治
的
影
響
を
直
接
与
え
た
と
い
う
よ
り
、
一
般

大
衆
の
関
心
を
奴
隷
制
度
に
向
け
、
理
解
を
深
め
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
反
奴

隷
制
度
の
高
ま
り
を
も
た
ら
し
た
」）

（（
（

と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
広
く
読
ま

れ
た
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
が
北
部
人
の
奴
隷
制
度
批
判
を
よ
り
強

固
に
し
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
こ
の
作
品
の
広
が
り
は
、
前
述
の
逃

亡
奴
隷
法
下
に
お
い
て
も
、
法
律
と
人
道
の
間
で
揺
れ
る
奴
隷
解
放
論
者
を

奴
隷
制
度
撤
廃
の
方
へ
後
押
し
す
る
一
因
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
後

南
北
戦
争
後
に
奴
隷
制
度
こ
そ
失
わ
れ
た
も
の
の
、
し
ば
し
ば
人
命
に
も

関
わ
る
非
道
な
人
種
差
別
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
残
り
続
け
た
。
一
八
七
五
年

に
公
民
権
法
に
よ
っ
て
国
民
の
投
票
権
や
法
的
権
利
が
保
障
さ
れ
た
が
、
生

活
の
場
に
進
出
し
て
く
る
黒
人
に
反
感
を
覚
え
た
白
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
ジ
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ム
・
ク
ロ
ウ
」
と
い
う
大
規
模
な
人
種
隔
離
政
策
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

一
八
九
〇
年
代
に
な
る
と
南
部
州
で
は
州
憲
法
の
改
正
に
よ
り
黒
人
の
投
票

権
を
剥
奪
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
」
の
人

種
隔
離
は
一
九
五
〇
年
代
ま
で
続
く
た
め
、
美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』
が
出

版
さ
れ
た
時
代
は
、
ま
さ
に
そ
の
隔
離
の
最
中
と
な
る
。
他
に
も
、
一
九
世

紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
黒
人
に
対
す
る
数
多
く
の
リ
ン
チ
が

行
わ
れ
て
い
た
ほ
か
、
公
共
交
通
な
ど
に
関
す
る
人
種
隔
離
法
が
可
決
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
美
知
代
は
一
九
二
六
年
に
渡
米
し
て
い
る
。

当
然
、
少
な
か
ら
ず
渡
航
先
の
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

の
過
程
で
、
ア
メ
リ
カ
で
生
じ
て
い
る
非
人
道
的
な
政
策
を
耳
に
し
て
い
た

可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
黒
人
が
直
面
す
る
差
別
は
、
奴
隷
と
し
て
労
働
を
強
制
さ
れ
た

時
代
か
ら
今
日
に
至
っ
て
な
お
、
決
し
て
過
去
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。
ブ

ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
（B

l
a
c
k
 
L
i
v
e
s
 
M
a
t
t
e
r
,
 
B
L
M

）
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
二
〇
二
〇
年
に
、
ア
メ

リ
カ
・
ミ
ネ
ソ
タ
州
で
白
人
警
察
が
黒
人
男
性
を
拘
束
し
窒
息
死
さ
せ
る
と

い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
事
件
お
よ
び
事
件
に
続
く
大
規
模
な
デ
モ
活
動

は
日
本
で
も
広
く
報
道
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
Ｂ
Ｌ

Ｍ
運
動
を
知
っ
た
人
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
美
知
代
は
『
奴
隷
ト

ム
』
の
序
で
「
精
神
的
に
打
た
れ
蹴
ら
れ
て
、
極
端
に
ま
で
し
い
た
げ
ら
れ

通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
類
が
、
現
今
に
も
な
い
訳
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
二
一
世
紀
に
入
り
四
半
世
紀
が
経
と
う
と
す
る
現
在
で
も
未
解
決
の

問
題
な
の
で
あ
る
。

『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
対
す
る
批
判

奴
隷
解
放
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
の
作
品
に
対
し
て
、
あ
る
程
度
の

批
判
も
存
在
す
る
。
内
容
面
で
は
あ
ま
り
に
感
傷
的
す
ぎ
る
点
、
物
語
の
筋

立
て
が
稚
拙
で
あ
る
点
、
人
物
描
写
が
類
型
に
と
ど
ま
り
個
性
を
描
き
き
れ

て
い
な
い
点
な
ど
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
奴
隷
制
度
を
キ
リ
ス
ト
教

の
精
神
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
も
の
と
し
て
描
く
と
い
う
、
あ
る
種
の
楽
観

性
も
こ
の
小
説
の
限
界
と
さ
れ
る
。
同
時
に
奴
隷
制
度
廃
止
と
い
う
目
的
の

た
め
の
手
段
と
し
て
作
ら
れ
た
小
説
で
あ
る
と
い
う
点
も
、
「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

小
説
」
と
し
て
こ
の
小
説
に
限
界
を
見
出
す
理
由
と
な
っ
て
い
る
。）

（（
（

登
場
人
物
像
に
つ
い
て
も
批
判
が
あ
る
。
ひ
た
す
ら
信
仰
に
生
き
、
残
忍

で
暴
力
的
な
白
人
に
対
し
て
も
非
暴
力
に
徹
す
る
ト
ム
の
あ
り
方
に
対
し
て

は
批
判
も
多
く
、
「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
」
と
い
う
名
前
自
体
が
「
白
人
に
迎
合

す
る
黒
人
へ
の
蔑
称
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
発
言
に
注

意
を
要
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。）

（（
（

三
　『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
作
者
ス
ト
ウ
夫
人
に
つ
い
て

美
知
代
と
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
作
者
ス
ト
ウ
夫
人
を
比
較
す

る
前
に
、
簡
単
に
ス
ト
ウ
夫
人
の
紹
介
を
行
い
た
い
。
本
名
は
ハ
リ
エ
ッ
ト
（
・

エ
リ
ザ
ベ
ス
）
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
（H

a
r
r
i
e
t
(
E
l
i
z
a
b
e
t
h
)
B
e
e
c
h
e
r
 

S
t
o
w
e

）
と
い
い
、
一
八
一
一
年
生
ま
れ
一
八
九
六
年
没
、
美
知
代
が
『
奴
隷

ト
ム
』
を
出
版
す
る
三
〇
年
ほ
ど
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
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生
い
立
ち

一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
・
思
想
界
を
代
表
す
る
著
名
な
一
家
で
あ
る

ビ
ー
チ
ャ
ー
家
に
生
ま
れ
、
父
は
牧
師
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ト
ウ
夫
人
の
兄
弟
、

夫
、
末
子
も
牧
師
で
あ
り
、
自
身
も
厳
格
な
宗
教
的
教
育
を
受
け
て
成
長
す
る
。

女
学
校
で
教
職
に
就
き
、
二
四
歳
で
結
婚
す
る
（
こ
れ
は
奇
し
く
も
、
美
知
代

が
静
雄
と
結
婚
し
た
の
と
同
じ
年
齢
で
あ
る
）。
結
婚
後
も
執
筆
を
続
け
、
家

計
を
支
え
る
。
ス
ト
ウ
夫
人
は
オ
ハ
イ
オ
州
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
に
住
ん
で
い
た
時

期
が
あ
り
、
オ
ハ
イ
オ
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
あ
る
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
（
奴
隷
州
）

で
進
行
す
る
逃
亡
奴
隷
た
ち
の
凄
惨
な
人
生
を
直
接
見
聞
き
し
て
い
た
。）

（（
（

執
筆
活
動

一
八
五
〇
年
の
逃
亡
奴
隷
法
を
契
機
に
、
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を

執
筆
す
る
。
ま
た
、
執
筆
活
動
の
み
な
ら
ず
奴
隷
制
廃
止
運
動
や
、
解
放
奴

隷
の
た
め
の
学
校
・
教
会
設
立
に
も
携
わ
る
。
他
の
著
作
に
は
社
会
・
文
化
・

生
活
に
根
ざ
し
た
小
説
が
あ
り
、
詩
、
児
童
書
、
家
事
や
育
児
な
ど
幅
広
い
テ
ー

マ
の
エ
ッ
セ
イ
も
執
筆
し
た
。
そ
う
し
た
ほ
ぼ
全
て
の
著
作
に
は
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
し
て
の
生
き
方
の
追
求
が
通
底
し
て
い
る
。

四
　
永
代
美
知
代
と
『
奴
隷
ト
ム
』

こ
こ
か
ら
は
、
美
知
代
が
な
ぜ
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
翻
訳
す

る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
動
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
を
『
ア
ン
ク
ル
・

ト
ム
の
小
屋
』
に
描
か
れ
て
い
る
思
想
、
そ
し
て
ス
ト
ウ
夫
人
自
身
の
生
涯

と
比
較
し
な
が
ら
考
察
を
行
う
。
本
稿
で
は
、「
子
ど
も
と
の
死
別
」
お
よ
び
「
家

庭
内
で
の
女
性
の
主
張
」
の
二
点
に
絞
っ
て
考
え
た
い
。

そ
の
一

　ス
ト
ウ
の
生
涯
、
子
ど
も
と
の
死
別
に
関
し
て

『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
で
は
数
多
く
の
家
族
の
別
離
場
面
が
描
か
れ

る
。
野
口
が
「
家
族
の
別
離
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
、
白
人
読
者
に
奴
隷
の

苦
し
み
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
た
め
の
強
力
な
武
器
と
な
る
こ

と
に
、
ス
ト
ー
は
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
」）

（（
（

と
述
べ
る
よ
う
に
、
ス
ト
ウ
は

黒
人
奴
隷
へ
の
差
別
を
打
ち
破
る
た
め
の
一
種
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
し
て
「
家

族
の
別
離
」
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
で
こ
そ
人
種
に
よ
っ

て
感
情
能
力
が
異
な
る
と
い
っ
た
言
説
は
荒
唐
無
稽
だ
と
唾
棄
で
き
る
も
の

の
、
奴
隷
制
下
の
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
の
よ
う
な
言
説
が
ま
か
り
通
っ
た
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
一
八
三
三
年
に
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
で
奴
隷
を
運
ん
で
い
た
船

が
難
破
し
鎖
に
繋
が
れ
て
い
た
奴
隷
が
全
員
溺
死
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ

た
が
、
当
時
の
新
聞
に
は
、
奴
隷
は
水
に
沈
ん
で
鎖
の
重
さ
を
感
じ
る
こ
と

は
も
う
な
い
か
ら
嘆
く
必
要
は
な
い
、
と
い
う
記
事
が
載
り
、
そ
れ
が
奴
隷

に
対
す
る
一
般
的
な
感
覚
で
あ
っ
た
と
い
う
。）

（（
（

そ
う
し
た
人
種
差
別
の
感
覚
の
な
か
で
奴
隷
の
家
族
構
成
に
頓
着
し
な
い

売
買
が
横
行
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
奴
隷
主
の
一
存
で
肉
親
と
の
関
係
が
引

き
裂
か
れ
る
悲
劇
は
作
中
で
何
度
も
描
か
れ
る
。
登
場
人
物
エ
リ
ザ
も
ま
た
、

幼
い
息
子
だ
け
が
売
ら
れ
、
離
れ
離
れ
に
な
る
こ
と
を
知
っ
た
が
た
め
に
決

死
の
逃
亡
を
決
意
、
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
が
必
死
の
思
い
で
流
氷

の
上
を
渡
る
場
面
は
本
作
の
山
場
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
離
別
へ
の
苦
悩
に
加
え
て
、
不
合
理
な
離
別
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
発
揮
さ
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れ
る
母
親
の
愛
の
強
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
人
種
に

関
係
な
い
、
感
情
の
普
遍
性
を
描
こ
う
と
す
る
ス
ト
ウ
の
意
図
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
奴
隷
に
と
っ
て
の
別
離
と
並
行
し
て
、
ス
ト
ウ
は
白
人
家
庭
に

も
存
在
す
る
家
族
と
の
別
離
、
具
体
的
に
は
幼
い
子
ど
も
を
病
気
に
よ
り
亡
く

す
様
子
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
共
感
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
。
美
知
代
と
『
奴

隷
ト
ム
』
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
白
人
家
庭
の
描
写
に
注
目
し
た
い
。

以
下
は
、
エ
リ
ザ
が
オ
ハ
イ
オ
川
を
渡
り
き
り
、
対
岸
に
あ
る
白
人
家
庭

に
匿
わ
れ
た
場
面
で
あ
る
。
当
時
の
感
覚
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
酷
い
労
働
環
境

で
は
な
か
っ
た
セ
ル
ビ
ー
家
か
ら
逃
げ
た
理
由
を
問
わ
れ
、
エ
リ
ザ
は
白
人

の
夫
人
メ
ア
リ
に
問
い
返
す
。

　
女
は
キ
ツ
と
夫
人
を
見
上
げ
た
が
、
突
然
に
云
つ
た
。

　
「
奥
様
、
お
子
様
が
お
あ
り
で
御
座
い
ま
せ
う
。
」

　
こ
の
質
問
は
全
く
思
ひ
が
け
も
な
か
つ
た
。
だ
が
愛
児
を
葬
つ
て
、

ま
だ
や
つ
と
一
月
ば
か
り
に
し
か
な
ら
な
い
此
家
の
人
達
に
は
、
又

新
た
な
悲
嘆
を
そ
る
ゝ
も
の
で
あ
つ
た
。
ボ
イ
ド
は
つ
か
つ
か
と
窓

際
へ
歩
い
て
行
つ
た
。
そ
し
て
夫
人
は
も
う
涙
に
む
せ
ん
だ
。

（
美
知
代
訳
、
一
一
二
頁
）

こ
の
場
面
で
、
エ
リ
ザ
は
既
に
二
人
の
子
を
失
い
、
最
後
に
残
っ
た
息
子

さ
え
も
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
ボ
イ
ド
夫
妻
に
訴
え
る
。
そ
し
て
、

子
ど
も
を
亡
く
し
て
間
も
な
い
夫
妻
に
と
っ
て
の
、
子
ど
も
と
別
れ
る
こ
と

に
対
す
る
強
い
共
感
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
白
人
の
主
人
ボ
イ
ド
は
奴
隷

に
不
利
な
法
律
を
推
進
し
て
い
る
議
員
だ
が
、
奴
隷
の
置
か
れ
て
い
る
悲
惨

な
現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
ま
た
妻
メ
ア
リ
か
ら
の
非
難
も
あ
り
、
つ
い

に
危
険
を
お
か
し
て
エ
リ
ザ
の
逃
亡
を
助
け
る
。

ま
た
、
物
語
の
中
盤
か
ら
登
場
す
る
、
南
部
州
の
白
人
家
庭
の
少
女
イ
バ

は
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
た
強
い
博
愛
の
精
神
を
有
し
て
い
る
。
最
終
的
に

イ
バ
は
肺
結
核
を
患
い
亡
く
な
る
の
だ
が
、
イ
バ
の
最
期
の
言
動
や
死
は
周

囲
の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
改
心
を
促
す
。
イ
バ
は
幼
い
が
、
偉
大

な
殉
教
者
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
イ
バ
、
そ
し

て
夭
折
す
る
子
ど
も
全
般
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
エ
ヴ
ァ
の
よ
う
な
子
供
が
い
ま
ま
で
に
い
た
だ
ろ
う
か
？
　
そ
う
、

確
か
に
い
た
こ
と
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
子
供
の
名
前
は

い
つ
だ
っ
て
墓
石
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
や
さ
し
い
笑
顔
、
神

聖
な
瞳
、
素
晴
ら
し
い
言
葉
や
行
為
は
、
彼
ら
を
懐
か
し
む
人
々
の

心
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
宝
玉
と
な
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
そ
れ
は

ま
る
で
、
天
国
に
は
特
別
な
一
群
の
天
使
が
い
て
、
こ
の
世
に
あ
る

時
期
滞
在
し
、
気
ま
ぐ
れ
な
人
間
の
心
を
自
分
た
ち
へ
惹
き
つ
け
、

そ
の
心
と
と
も
に
天
国
へ
帰
る
役
目
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
も
し
あ
な
た
方
が
、
子
供
の
目
に

深
い
神
聖
な
光
を
見
た
よ
う
な
と
き
、
あ
る
い
は
そ
の
子
供
が
普
通

の
子
供
以
上
に
や
さ
し
く
賢
い
言
葉
で
自
ら
の
魂
を
表
わ
す
よ
う
な

と
き
に
は
、
そ
の
子
供
を
こ
の
世
に
と
ど
め
て
お
こ
う
と
望
ん
で
は

い
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
子
供
に
は
天
国
の
紋
章
が
つ
い
て
お
り
、

そ
の
目
か
ら
は
永
遠
の
光
が
放
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
小
林
監
訳
、
三
一
一
頁
）
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ま
た
以
下
は
、
イ
バ
の
臨
終
の
場
面
で
あ
る
。

　
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
が
頭
を
上
げ
た
と
き
エ
ヴ
ァ
の
顔
に
死
に
ゆ
く

者
の
苦
悩
の
痙
攣
が
走
る
の
を
目
に
し
た
。
彼
女
は
苦
し
そ
う
に
喘

ぎ
、
小
さ
な
手
を
上
に
突
き
上
げ
た
。

　
（
中
略
）

　
「
ど
う
か
こ
れ
が
早
く
終
わ
り
ま
す
よ
う
に
！
」
と
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー

は
言
っ
た
。
「
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
だ
」

　
（
中
略
）

　
エ
ヴ
ァ
は
力
を
使
い
果
た
し
た
よ
う
に
、
枕
に
身
を
も
た
せ
か
け
、

肩
で
息
を
し
て
い
た
。
大
き
く
澄
ん
だ
目
は
上
目
と
な
り
、
動
か
な

か
っ
た
。
あ
あ
、
天
国
の
こ
と
を
あ
れ
ほ
ど
多
く
語
っ
た
目
は
、
い

ま
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
世
を
去
り
、
こ
の
世
の
苦
し

み
も
過
ぎ
去
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
顔
の
誇
ら
し
げ
な
輝
き
は
、
む

せ
び
泣
く
悲
し
み
さ
え
止
め
て
し
ま
う
ほ
ど
に
荘
厳
で
、
神
秘
的
だ
っ

た
。
み
ん
な
は
、
息
を
の
ん
で
彼
女
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
た
。

（
小
林
監
訳
、
三
五
〇
頁
）

こ
の
よ
う
に
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
で
は
子
ど
も
と
死
別
す
る
悲
哀
、

そ
し
て
避
け
ら
れ
な
い
子
ど
も
の
死
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
づ
け

を
行
っ
た
り
価
値
を
見
出
し
た
り
す
る
描
写
が
複
数
見
ら
れ
る
。
野
口
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
描
写
に
は
息
子
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
を
疫
病
で
亡

く
し
た
ス
ト
ウ
自
身
の
経
験
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。）

（（
（

ス
ト
ウ
が
疫
病
で

衰
弱
す
る
幼
い
息
子
に
つ
い
て
語
っ
た
手
紙
は
ス
ト
ウ
の
自
伝
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
ス
ト
ウ
が
一
八
四
九
年
に
夫
に
向
け
て
送
っ
た
手
紙
に
は
、
臨
終
の
際

に
苦
し
む
息
子
を
見
て
、
そ
の
苦
痛
を
和
ら
げ
る
た
め
に
何
も
し
て
や
れ
な
い

辛
さ
、
そ
し
て
助
か
る
見
込
み
の
な
い
息
子
が
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、

早
く
死
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
神
に
祈
っ
た
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
る
。）

（（
（

こ
の
、
幼
い
我
が
子
を
亡
く
す
と
い
う
経
験
は
美
知
代
に
も
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
。）

（（
（

た
だ
、
前
二
つ
の
引
用
部
分
は
美
知
代
訳
の
『
奴
隷
ト
ム
』
に

お
い
て
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
原
著
を
翻
訳
す
る
過
程
で
、
な
ぜ

こ
の
描
写
を
簡
略
な
も
の
に
と
ど
め
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
翻
訳
の
簡
略

化
は
『
奴
隷
ト
ム
』
全
体
を
通
し
て
存
在
し
、
美
知
代
が
序
で
「
沢
山
な
読

者
の
中
に
は
余
り
に
耶
蘇
臭
い
の
で
嫌
だ
と
思
ふ
も
の
も
な
い
で
は
な
か
ら

う
（
三
頁
）
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
過
度
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
諭
す
、

聖
書
や
賛
美
歌
を
引
用
す
る
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
に
基
づ
い

た
描
写
が
長
々
と
続
く
部
分
に
関
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
日
本
人
読

者
に
配
慮
し
て
大
幅
に
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
だ
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
美
知
代
自
身
は
翻
訳
に
あ
た
っ
て
原
著

に
描
か
れ
て
い
る
幼
子
と
別
れ
る
こ
と
の
辛
さ
や
夭
折
に
対
す
る
ス
ト
ウ
の

こ
と
ば
、
あ
る
い
は
天
使
の
よ
う
な
純
粋
さ
の
ま
ま
神
の
も
と
へ
と
旅
立
っ

た
「
イ
バ
の
死
」
に
関
す
る
描
写
な
ど
を
読
ん
で
い
る
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
が
美
知
代
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
ス
ト
ウ
の
息
子
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
自
伝
が
一
八
八
九
年

に
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、）

（（
（

美
知
代
は
ス
ト
ウ
の
生
涯
に
関
す
る
情

報
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』

巻
頭
の
「
例
言
」
に
あ
る
ス
ト
ウ
の
記
述
を
見
て
も
、
美
知
代
が
何
ら
か
の

方
法
で
ス
ト
ウ
の
著
作
だ
け
で
な
く
、
ス
ト
ウ
自
身
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
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を
得
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
、
美
知
代
が
『
ア
ン
ク
ル
・

ト
ム
の
小
屋
』
の
翻
訳
を
行
う
に
あ
た
り
、
そ
の
内
容
だ
け
で
な
く
著
者
ス

ト
ウ
の
生
涯
に
対
し
て
も
共
感
を
抱
い
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
ス
ト
ウ
が
黒
人
奴
隷
へ
の
共
感
を
引
き
出
す
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
種
の
区
別
な
く
与
え
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
博
愛

の
力
を
示
す
た
め
に
別
離
の
場
面
を
描
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
こ
で
描
か
れ
る
幼
い
我
が
子
と
の
別
離
の
描
写
は
、
ス
ト
ウ
自
身
の
経
験
に

即
し
た
真
に
迫
る
も
の
で
あ
り
、
同
様
の
経
験
を
持
つ
美
知
代
に
と
っ
て
は
、

奴
隷
解
放
に
関
す
る
ス
ト
ウ
の
思
惑
と
は
異
な
る
角
度
で
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム

の
小
屋
』
に
抱
く
特
別
な
共
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
二

　ス
ト
ウ
の
思
想
、
女
性
の
改
革
に
関
し
て

渡
辺
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ウ
自
身
は
女
性
社
会
改
革
運
動
に
参
加
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
念
に
賛
同
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
い
う
。
『
ア

ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
は
、
奴
隷
制
度
に
無
批
判
で
あ
っ
た
り
、
優
柔

不
断
な
態
度
に
と
ど
ま
っ
た
り
す
る
男
性
た
ち
が
描
か
れ
る
一
方
で
、
そ
の

よ
う
な
男
性
に
対
し
て
奴
隷
制
度
の
非
人
間
性
を
指
摘
し
、
矛
盾
を
明
ら
か

に
し
、
奴
隷
の
解
放
を
訴
え
る
多
く
の
女
性
た
ち
が
描
か
れ
る
。

　
一
般
的
に
、
男
性
は
、
良
く
も
悪
く
も
、
現
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て

い
て
、
社
会
機
構
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
女
性
は
家
庭
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
そ
の
関
心
は
家
庭

内
の
問
題
に
限
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
社
会
的
な
利
害
関
係
に
制

約
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
奴
隷
制
度
の
究
極
的
な
悪
を
批
判
す
る

視
点
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ス
ト
ウ
は
女
性
の
領

域
は
家
庭
で
あ
る
と
い
う
神
話
を
否
定
し
、
女
性
に
よ
る
社
会
変
革

と
い
う
意
味
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
考
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
評
価
で

き
る
だ
ろ
う
。）

（（
（

ま
た
、
野
口
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
労
働
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
家
庭
は
休
息
の
た
め
の
私
的
領
域
と
い
う
性
質
が
強
く
な
り
、

家
庭
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
重
視
と
相
ま
っ
て
「
家
庭
の
神
聖
化
」
が
生
じ

た
と
い
う
。
「
家
庭
は
小
さ
な
教
会
と
な
り
、
そ
れ
を
管
理
す
る
母
は
家
族
を

教
え
導
く
聖
な
る
指
導
者
に
高
め
ら
れ
た
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。）

（（
（

著
者
ス
ト
ウ
に
と
っ
て
は
第
一
の
目
的
に
奴
隷
制
度
の
撤
廃
が
あ
り
、
奴

隷
制
度
に
関
す
る
経
済
的
な
利
益
や
法
的
擁
護
を
乗
り
越
え
て
そ
の
非
道
さ

を
告
発
す
る
た
め
に
女
性
に
よ
る
語
り
を
用
い
た
と
い
う
の
は
首
肯
で
き
る
。

た
だ
、
翻
訳
者
の
美
知
代
と
し
て
は
夫
に
対
し
て
明
確
な
主
張
を
行
い
、
あ

る
い
は
信
念
に
従
っ
て
行
動
を
と
る
と
い
う
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』

に
描
か
れ
る
妻
た
ち
の
姿
勢
が
、
家
庭
内
で
「
新
し
い
女
性
」
を
目
指
す
上

で
の
ひ
と
つ
の
実
践
例
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
女
性
の
登
場
人
物
に
焦
点
を
当
て
、
『
ア
ン
ク
ル
・
ト

ム
の
小
屋
』と
美
知
代
と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、

奴
隷
制
度
を
擁
護
し
、
あ
る
い
は
目
を
背
け
よ
う
と
す
る
男
性
の
主
人
た
ち

に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
三
人
の
女
性
た
ち
で
あ
る
。

一
人
目
は
「
エ
ミ
リ
ー
」
で
、
農
場
主
セ
ル
ビ
ー
の
妻
で
あ
る
。
借
金
の

返
済
の
た
め
に
、
セ
ル
ビ
ー
は
ト
ム
と
ま
だ
幼
い
ハ
リ
坊
を
奴
隷
商
人
に
引

き
渡
す
契
約
を
結
ん
で
し
ま
う
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
エ
ミ
リ
ー
が
セ
ル
ビ
ー
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を
責
め
る
場
面
で
あ
る
。

　
「
屹
度
神
様
の
お
罰
で
す
、
奴
隷
に
も
、
主
人
に
も
、
苦
い
苦
い
神
様

の
お
罰
で
す
。
私
は
始
終
さ
う
思
つ
て
ま
す
の
よ
、
小
娘
の
時
分
か

ら
思
つ
て
る
事
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
を
改
善
す
る
に
は
、
何
と
云
つ

て
も
自
由
が
一
番
で
す
。
」

　
「
ま
る
で
奴
隷
廃
止
論
者
だ
ね
。
」

　
「
さ
う
で
す
、
奴
隷
廃
止
論
者
、
私
ど
う
し
た
つ
て
奴
隷
制
度
を
正
し

い
と
は
思
は
れ
ま
せ
ん
も
の
、
私
に
し
た
つ
て
心
か
ら
奴
隷
を
持
ち

度
い
と
は
感
じ
ま
せ
ん
も
の
。
」

（
美
知
代
訳
、
五
三
〜
五
四
頁
）

エ
ミ
リ
ー
は
ハ
リ
坊
を
売
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
し
て
の
信
仰
や
道
徳
を
奴
隷
た
ち
に
説
い
て
き
て
お
り
、
家
族
の
大
切
さ

を
重
視
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
奴
隷
主
と
し
て
の
態
度
を
反
故
に
し
、
事
業

の
失
敗
を
理
由
に
奴
隷
の
家
族
を
引
き
裂
く
の
は
あ
ま
り
に
不
道
徳
で
あ
り

残
酷
な
行
い
で
あ
る
と
夫
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
家
の
主
で

あ
る
セ
ル
ビ
ー
の
一
存
で
譲
渡
契
約
は
既
に
済
ん
で
お
り
、
エ
ミ
リ
ー
に
は

契
約
を
覆
す
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
エ
リ
ザ
が
ハ
リ
坊
を
連
れ
て

逃
亡
し
た
こ
と
を
知
っ
た
後
、
エ
ミ
リ
ー
は
奴
隷
商
人
が
追
跡
し
始
め
る
の

を
妨
害
し
、
他
の
奴
隷
に
も
妨
害
す
る
よ
う
示
唆
し
て
エ
リ
ザ
の
逃
亡
を
間

接
的
に
助
け
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
こ
の
妨
害
に
よ
り
エ
リ
ザ
は
逃
亡

に
成
功
す
る
た
め
、
物
語
の
筋
と
し
て
は
エ
ミ
リ
ー
の
思
惑
ど
お
り
に
な
っ

た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
ト
ム
が
奴
隷
商
人
に
引
き
取
ら
れ
る
場
面
で
は
、
主
人
の
セ
ル
ビ
ー

は
自
ら
の
行
い
に
対
す
る
後
悔
に
よ
っ
て
状
況
を
直
視
で
き
な
く
な
り
、
別
の

用
事
に
か
こ
つ
け
て
農
場
か
ら
姿
を
消
す
。
そ
の
際
も
エ
ミ
リ
ー
は
ト
ム
の
見

送
り
を
担
い
、
代
金
が
で
き
次
第
ト
ム
を
買
い
戻
す
約
束
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
セ
ル
ビ
ー
夫
人
は
知
識
も
徳
行
も
優
れ
て
立
派
な
人
で
あ
つ
た
。
或

る
人
は
そ
れ
を
ケ
ン
タ
ツ
キ
ー
婦
人
の
特
性
だ
と
も
云
つ
て
ゐ
る
寛

大
な
心
の
上
に
、
彼
女
は
ま
た
非
常
な
慈
愛
心
を
持
つ
て
ゐ
た
。
セ

ル
ビ
ー
は
夫
人
の
此
性
質
を
随
分
に
尊
敬
し
、
幾
分
畏
敬
も
し
た
。

（
美
知
代
訳
、
一
八
頁
）

こ
こ
で
、
セ
ル
ビ
ー
は
家
庭
・
農
場
・
奴
隷
の
主
人
と
し
て
社
会
的
な
権

利
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
事
業
に
失
敗
し
て
奴
隷
を
売
る
羽
目
に
な
り
、

ま
た
そ
の
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
一
方

で
エ
ミ
リ
ー
は
、
妻
と
し
て
奴
隷
制
そ
の
も
の
を
糾
弾
し
、
夫
を
説
得
す
る

こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
可
能
な
限
り
抵
抗
を
続
け
る
立
場
と
し
て
描
か
れ

る
。
ま
た
、
セ
ル
ビ
ー
が
雲
隠
れ
し
た
際
に
は
奴
隷
商
人
と
の
や
り
取
り
を

担
う
ほ
か
、
物
語
の
終
盤
で
セ
ル
ビ
ー
が
死
去
し
た
後
に
は
、
エ
ミ
リ
ー
が

堅
実
に
農
場
の
仕
事
を
処
理
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

二
人
目
は
「
メ
ア
リ
」
で
、
上
院
議
員
ボ
イ
ド
の
妻
で
あ
る
。
オ
ハ
イ
オ

川
を
渡
っ
た
先
で
エ
リ
ザ
が
匿
わ
れ
る
の
が
ボ
イ
ド
の
家
で
あ
る
が
、
エ
リ

ザ
が
到
着
す
る
直
前
、
逃
亡
奴
隷
法
を
推
進
す
る
ボ
イ
ド
と
そ
れ
に
反
対
す

る
メ
ア
リ
の
激
し
い
議
論
が
描
か
れ
る
。
メ
ア
リ
の
性
格
は
以
下
の
よ
う
に

描
写
さ
れ
て
い
る
。
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バ
ー
ド
夫
人
は
内
気
で
慎
み
深
い
小
柄
な
女
性
で
、
（
中
略
）
彼
女
に

と
っ
て
は
夫
と
子
供
が
世
界
の
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
命
令
し
た
り
議

論
し
た
り
す
る
よ
り
は
、
頼
ん
だ
り
納
得
し
て
も
ら
う
こ
と
で
家
を

切
り
ま
わ
し
て
い
た
。
だ
が
、
た
だ
一
つ
だ
け
彼
女
を
怒
ら
せ
て
し

ま
う
も
の
が
あ
っ
た
。
な
ん
で
あ
れ
残
酷
な
も
の
の
表
わ
れ
に
は
、

彼
女
は
激
し
い
憤
り
を
示
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
女
の
並
外
れ
て
や
さ

し
い
思
い
や
り
の
気
持
ち
か
ら
き
て
い
た
。（

小
林
監
訳
、
一
〇
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
メ
ア
リ
は
日
常
生
活
で
は
穏
や
か
に
振
る
舞
う
一
方
で
、

不
正
だ
と
考
え
る
も
の
に
対
し
て
は
断
固
と
し
て
反
対
す
る
人
間
と
し
て
描

か
れ
る
。
公
益
な
ど
を
理
由
に
、
な
ん
と
か
逃
亡
奴
隷
法
を
擁
護
し
よ
う
と

す
る
ボ
イ
ド
に
対
し
、
メ
ア
リ
は
そ
も
そ
も
奴
隷
が
逃
亡
す
る
の
は
そ
の
待

遇
に
問
題
が
あ
る
の
だ
と
論
理
的
に
主
張
を
行
う
。
そ
の
後
現
れ
た
エ
リ
ザ

の
存
在
は
メ
ア
リ
が
ボ
イ
ド
を
説
得
す
る
後
押
し
と
な
り
、
最
終
的
に
メ
ア

リ
は
ボ
イ
ド
の
説
得
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

三
人
目
は
「
オ
フ
エ
リ
ヤ
」
で
、
物
語
の
中
盤
以
降
に
登
場
す
る
。
ト
ム

に
と
っ
て
第
二
の
主
人
と
な
る
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
の
従
姉
に
あ
た
り
、
屋

敷
に
手
伝
い
と
し
て
訪
れ
て
い
る
。
オ
フ
エ
リ
ヤ
も
メ
ア
リ
と
同
様
、
奴
隷

制
に
加
担
し
て
い
る
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
の
立
場
を
激
し
く
問
い
た
だ
す
。

こ
の
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
は
決
し
て
奴
隷
を
残
酷
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
奴
隷
制
に
疑
問
を
抱
く
立
場
で
あ
り
な
が
ら
明
確
な
判
断

や
行
動
を
避
け
、
奴
隷
に
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
奴
隷
制
に
向

き
合
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

オ
フ
エ
リ
ヤ
も
メ
ア
リ
と
同
様
に
奴
隷
制
度
に
反
対
す
る
立
場
と
し
て
、

セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
と
長
い
議
論
を
交
わ
す
。
最
終
的
に
、
オ
フ
エ
リ
ヤ
は

半
ば
厭
世
的
に
奴
隷
制
度
を
受
け
入
れ
て
い
る
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
を
説
得

し
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
で
セ

ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
を
真
剣
な
議
論
へ
と
導
く
。
そ
れ
は
、
正
面
か
ら
奴
隷
制

度
に
向
き
合
う
よ
う
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
を
導
く
と
同
時
に
、
後
に
語
ら
れ

る
イ
バ
の
死
を
通
じ
て
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
が
改
心
す
る
た
め
の
土
台
を
準

備
し
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
に
真
面
目
さ
を
取
り
戻
さ

せ
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
オ
フ
エ
リ
ヤ
自
身
が
真
摯
に
自
身
の
立
場
と
主
張

を
述
べ
立
て
た
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
、
別
の
場
面
で
は
奴
隷
の
少
女
ト
プ
セ
イ
の
教
育
が
オ
フ
エ
リ
ヤ
に

委
ね
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
オ
フ
エ
リ
ヤ
は
主
人
で
あ
る
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー

が
死
亡
し
て
も
動
産
と
し
て
処
分
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
権
利
の
受
け

渡
し
を
持
ち
か
け
、
説
得
に
成
功
す
る
。
こ
こ
で
も
、
完
全
に
セ
ン
ト
・
ク

レ
ヤ
ー
の
姿
勢
を
変
容
さ
せ
奴
隷
制
度
の
撤
廃
に
向
け
て
動
く
よ
う
仕
向
け

る
こ
と
こ
そ
で
き
な
い
も
の
の
、
議
論
を
通
じ
て
可
能
な
限
り
の
合
意
を
導

き
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
な
お
、
こ
の
合
意
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
後
に
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
の
死
に
よ
っ
て
他
の
奴
隷
が
売
り
払
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
裏
付
け
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
で
は
、
家
庭
に
お
け
る

主
人
や
奴
隷
を
扱
う
農
場
主
と
し
て
決
定
権
を
持
ち
な
が
ら
も
、
制
度
に
対
し

て
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
り
曖
昧
な
態
度
に
と
ど
ま
っ
た
り
す
る
男
性
が
登
場
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
男
性
に
対
置
さ
れ
る
形
で
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
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主
張
を
行
う
女
性
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
セ
ル
ビ
ー
に
対
す
る
エ
ミ
リ
ー
、

ボ
イ
ド
に
対
す
る
メ
ア
リ
、
セ
ン
ト
・
ク
レ
ヤ
ー
に
対
す
る
オ
フ
エ
リ
ヤ
、
と

い
う
よ
う
に
各
場
面
で
こ
の
構
造
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
ト
ウ
自
身
は
積
極
的
に
は
政
治
運
動
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
は
先
述

し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
登
場
人
物
か
ら
ス
ト
ウ
の
立
場
が
見
て
取
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
美
知
代
に
と
っ
て
、
「
新
し
い
女
性
」
の

実
践
例
と
し
て
魅
力
的
に
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

こ
で
描
か
れ
て
い
る
女
性
た
ち
は
社
会
の
中
で
サ
ラ
リ
ー
を
得
る
仕
事
を
し

な
が
ら
目
覚
ま
し
い
活
躍
す
る
、
と
い
う
類
の
「
新
し
い
女
性
」
で
は
な
い
。

し
か
し
、
静
雄
と
結
婚
し
て
家
庭
生
活
を
送
る
中
で
、
美
知
代
は
家
庭
内
で

実
践
で
き
る
「
新
し
い
女
性
」
の
形
を
探
し
て
お
り
、）

（（
（

そ
れ
が
『
奴
隷
ト
ム
』

の
翻
訳
活
動
を
行
う
理
由
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
美
知

代
は
『
奴
隷
ト
ム
』
の
序
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
か
労
働
問
題
と
か
、
さ
う
し
た
事
が
日
一
日
と
八

釜
し
く
騒
が
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
制
度
は
打
破
さ
れ
、
古
き
道
徳

は
新
人
の
前
に
何
等
の
価
値
も
な
く
尊
厳
を
も
認
め
ら
れ
な
い
当
代
、

子
た
る
も
の
ゝ
道
、
親
た
る
も
の
ゝ
義
務
、
妻
の
夫
に
対
す
る
態
度
、

主
従
の
関
係
と
云
つ
た
も
の
を
、
極
め
て
正
当
に
教
え
導
く
読
み
物

が
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
ん
な
に
重
要
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。

（
美
知
代
訳
、
二
頁
）

先
述
の
女
性
た
ち
は
い
ず
れ
も
、
基
本
的
な
奴
隷
の
所
有
が
男
性
主
人
に

あ
る
と
い
う
制
約
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
で
積
極
的
に
意
見
を
主
張
し
、

変
革
を
求
め
る
女
性
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
新
し
い
女
性
」

の
一
つ
の
形
と
し
て
認
め
、
日
本
社
会
に
投
げ
か
け
る
意
図
を
美
知
代
は
持
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
美
知
代
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
、
職
業
を
持
つ
者
と
し
て
の
「
新

し
い
女
性
」
像
を
家
庭
内
で
諦
め
て
し
ま
う
必
要
も
全
く
な
い
。
作
品
か
ら

作
者
へ
と
目
を
移
せ
ば
、
「
ス
ト
ウ
夫
人
」
と
い
う
未
曾
有
の
成
功
を
収
め
た

モ
デ
ル
が
実
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
推
測
で
は
あ
る
が
、
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム

の
小
屋
』
に
描
か
れ
る
こ
の
よ
う
な
女
性
像
や
ス
ト
ウ
の
作
家
と
し
て
の
あ

り
方
は
、
美
知
代
が
翻
訳
後
に
渡
米
す
る
動
機
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ス
ト
ウ
の
死
後
し
ば
ら
く
経
過
し
て
い
る
が
、
渡
米
は
当
時

の
「
新
し
い
女
性
」
モ
デ
ル
を
ア
メ
リ
カ
の
地
に
見
出
し
て
の
こ
と
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、
美
知
代
と
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

「
子
ど
も
と
の
死
別
」
お
よ
び
「
家
庭
内
に
お
け
る
女
性
の
主
張
」
と
い
う
二

つ
の
視
点
か
ら
考
察
を
行
っ
た
。
美
知
代
が
こ
の
作
品
を
翻
訳
す
る
に
至
っ

た
背
景
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
あ
り
方
や
道
徳
的
規
範
に
寄
与
す
る

と
い
う
理
由
の
み
な
ら
ず
、
美
知
代
個
人
に
と
っ
て
の
作
品
へ
の
思
い
入
れ
、

あ
る
い
は
美
知
代
の
ス
ト
ウ
に
対
す
る
共
感
が
あ
っ
た
可
能
性
を
提
示
で
き

た
か
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
は
あ
ま
り
言
及
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、『
ア
ン
ク
ル
・
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ト
ム
の
小
屋
』
は
全
編
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
常
に
存
在
し
て
い

る
。
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
だ
っ
た
と
い
う
美
知
代
が
、
信
仰
面
か
ら
も
『
ア

ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
、
そ
し
て
著
者
ス
ト
ウ
の
姿
勢
に
共
感
を
覚
え
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

本
稿
で
扱
い
切
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
美
知
代
の
も
う
一
つ
の
翻
訳

で
あ
る
『
愛
と
真
実
　
ジ
ョ
ン
・
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
』
と
の
比
較
や
同
時
代

の
翻
訳
作
品
と
の
比
較
な
ど
が
あ
り
、
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
さ
ら
に
、

翻
訳
活
動
に
お
け
る
夫
・
永
代
静
雄
の
影
響
も
興
味
深
い
。
静
雄
は
ル
イ
ス
・

キ
ャ
ロ
ル
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
を
『
ア
リ
ス
物
語
』
と
し
て
翻
訳
・

出
版
し
て
お
り
、）

（（
（

美
知
代
と
翻
訳
の
手
法
に
つ
い
て
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ

と
は
十
分
想
定
で
き
る
。
実
際
、
美
知
代
と
静
雄
は
一
九
一
七
年
に
入
籍
し

一
九
二
六
年
に
離
婚
し
て
い
る
が
、
美
知
代
の
翻
訳
書
は
こ
の
期
間
に
出
版

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
例
え
ば
二
人
が
翻
訳
の
上
で
ど
の
よ
う
な
語
句

を
選
択
し
て
い
る
か
比
較
す
る
こ
と
で
、
結
婚
生
活
の
間
に
行
わ
れ
た
翻
訳

談
義
が
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

　
付
記

原
文
引
用
は
ス
ト
ウ
夫
人
原
著
・
永
代
美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム

　
ア
ン
ク

ル
・
ト
ム
ス
・
ケ
ビ
ン
』
誠
文
堂
、
一
九
二
三
年
お
よ
び
Ｈ
・
Ｂ
・
ス
ト

ウ
著
・
小
林
憲
二
監
訳
『
新
訳

　
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
明
石
書
店
、

一
九
九
八
年
に
よ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。
引

用
部
分
の
傍
線
・
中
略
は
筆
者
に
よ
る
。

ま
た
、
登
場
人
物
名
は
美
知
代
訳
の
も
の
と
小
林
監
訳
の
も
の
で
表
記
に

ゆ
れ
が
あ
る
が
、
本
文
中
で
は
美
知
代
訳
の
も
の
に
統
一
し
て
い
る
。
文
献

の
名
称
に
つ
い
て
は
、
表
記
を
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
で
統
一
し
た
。

た
だ
し
、
美
知
代
の
翻
訳
書
と
し
て
特
別
に
言
及
す
る
際
は
『
奴
隷
ト
ム
』

を
用
い
た
。

注
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１
） 

有
元
伸
子
・
府
中
市
上
下
歴
史
文
化
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館
編
『
岡
田
（
永
代
）
美
知

代
著
作
集
』
渓
水
社
、
二
〇
二
二
年
。
お
よ
び
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
広
島

の
女
性
作
家
　
岡
田
（
永
代
）
美
知
代
」
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k
a
d
a
m
ichiyo.hiros

hi
m
a-
u
.ac.jp/in

d
ex.htm

l

 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
四
年
二
月
九
日
）

（
２
） 

有
元
伸
子
「
広
島
の
女
性
作
家
・
岡
田
（
永
代
）
美
知
代
研
究

（
１
）
：
研
究
の
現
状
と
課
題
」
（
『
内
海
文
化
研
究
紀
要
』
第
三
九
号
、

二
〇
一
一
年
三
月
）
五
八
頁
。
お
よ
び
、
有
元
伸
子
「
広
島
の
女
性
作
家
・

岡
田
（
永
代
）
美
知
代
研
究
（
２
）
：
著
作
の
概
要
」
（
『
広
島
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
七
一
巻
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
二
一
頁
。

（
３
） 

川
戸
道
昭
・
榊󠄀󠄀
原
󠄀
教
編
『
󠄀
󠄀
文
学
翻
訳
作
品
󠄀
覧

　
第
７
巻
【
ア

メ
リ
カ
編
】
』
大
空
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
九
八
〜
二
〇
九
頁
。
お
よ

び
清
水
真
砂
子
・
八
木
田
宜
子
編
『
英
米
󠄀
󠄀
文
学
年
表
・
翻
訳
年
表
』

研
究
社
、
一
九
七
二
年
。
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（
４
） 

ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
著
、
土
屋
京
子
訳
『
ア
ン
ク
ル
・

ト
ム
の
小
屋
』
光
文
社
、
二
〇
二
三
年
。

（
５
） 

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｍ
・
バ
ー
ダ
マ
ン
著
、
森
本
豊
富
訳
『
ア
メ
リ
カ
黒
人
史
』

筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
六
八
〜
七
七
頁
。

（
６
） 

注
５
に
同
じ
。
七
九
頁
。

（
７
） 

渡
辺
利
雄
『
講
義
　
ア
メ
リ
カ
文
学
史
　
第
Ⅰ
巻
』
研
究
社
、

二
〇
〇
七
年
、
三
九
一
頁
。

（
８
） 

永
代
美
知
代
訳
『
奴
隷
ト
ム
』
巻
頭
の
例
言
（
七
頁
）
お
よ
び
巻
末
の

広
告
を
参
照
。

（
９
） 

注
５
に
同
じ
。
八
一
〜
八
二
頁
。

（
（（
） 

岸
上
眞
子
「
作
家
解
説
Ⅱ
　
ス
ト
ウ
」
（
寺
門
泰
彦
ほ
か
『
ア
メ
リ
カ
文

学
案
内
』
朝
日
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
二
頁
。

（
（（
） 

注
７
に
同
じ
。
三
九
〇
〜
三
九
二
頁
。

（
（（
） 

注
７
に
同
じ
。
四
〇
三
頁
。

（
（（
） 

注
７
に
同
じ
。
三
九
二
頁
。

（
（（
） 

野
口
啓
子
「
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
政
治
的
感
化
力
と
キ
リ
ス

ト
教
」（
高
野
フ
ミ
編
『
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
読
む
』
彩
流
社
、

二
〇
〇
七
年
）
六
九
頁
。

（
（（
） 

高
野
フ
ミ
「
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ー
」（
高
野
フ
ミ
編
『
『
ア

ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
読
む
』
彩
流
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
四
頁
。

（
（（
） 

注
（（
に
同
じ
。

（
（（
） 

鈴
木
茂
々
子
『
ス
ト
ウ
夫
人
の
肖
像
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
四
年
、

一
三
七
〜
一
四
〇
頁
。

（
（（
） 

注
１
に
同
じ
。
二
二
〇
頁
。
美
知
代
の
長
女
・
千
鶴
子
の
病
死
の
こ
と
。

 

ま
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
広
島
の
女
性
作
家
　
岡
田
（
永
代
）
美
知
代
」
、「
作

家
紹
介
」
の
ペ
ー
ジ
内
、
「
３
　
再
上
京
と
結
婚
・
出
産
」
の
項
目
に
も

千
鶴
子
の
出
産
や
病
死
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） Ch

a
rles

 
E
d
w
a
rd
 
Sto

we,
 
Life 

of 
Ha

r
riet 

Beecher 
Stowe

：

C
o
m
piled 

fro
m 

Her 
Letters 

a
nd 

Jou
r
n
als

（M
A:
 
H
o
u
g
ht
o
n
,
 

Mifflin
,
 
a
n
d
 
C
o
m
p
a
ny,

 
（（（（

）

（
（（
） 

注
７
に
同
じ
。
四
〇
四
頁
。

（
（（
） 

注
（（
に
同
じ
。
六
六
〜
六
七
頁
。

（
（（
） 

注
１
に
同
じ
。
二
三
九
〜
二
四
三
頁
。
有
元
は
「
美
知
代
の
少
女
小
説

の
特
徴
は
、
同
時
代
の
良
妻
賢
母
志
向
と
は
異
な
り
、
一
定
以
上
の
教

育
を
授
か
る
こ
と
の
で
き
る
階
層
で
あ
れ
ば
、
女
性
も
十
分
に
知
的
な

営
み
が
可
能
で
あ
り
、
勇
気
を
も
っ
て
自
身
で
未
来
を
切
り
拓
い
て
行

く
べ
き
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
女
子
大
学
英
文
科
出
身

　
新
夫
人
の
打
明
話
」
で
は
、
妻
と
夫
が
対
等
に
合
理
的
議
論
を
行
い
、

正
し
い
と
信
じ
る
主
張
を
貫
く
妻
の
あ
り
方
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
（（
） 

キ
ャ
ロ
ル
原
作
、
永
代
静
雄
著
『
ア
リ
ス
物
語
』
紅
葉
堂
書
店
、

一
九
一
二
年
。

（
も
り
く
に

　
ゆ
い
、
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
）
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Michiyo Nagayo as a Translator: 
Focusing on the Background of the Translation of Uncle Tom’s Cabin 

and Michiyo’s Commonalities with Harriet Beecher Stowe

Yui MORIKUNI

Key Words: Nagayo Michiyo, Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s Cabin

The female writer Nagayo Michiyo was active from the end of the Meiji era to the end 

of the Taisho era. In addition to writing many novels targeting females and children, Michiyo 

also translated some books. This paper focuses on Michiyo’s translation of Harriet Beecher 

Stowe’s Uncle Tom’s Cabin. Specifically, it examines the reasons for the translation, with a 

focus on the similarities between Michiyo’s and Stowe’s lives. First, the paper reviews the 

history of African Americans in the United States, as the background for the original Uncle 
Tom’s Cabin, and discusses the impact of the original book’s publication. Next, it focuses on 

two commonalities between Stowe and Michiyo: their bereavement due to their children’s 

deaths and the idea of reforming women’s image. This leads to a discussion of Michiyo’s 

motivations and intentions in translating this work.


