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は
じ
め
に 

 

「
顕
れ
る
イ
デ
ア
編
」
と
「
遷
ろ
う
メ
タ
フ
ァ
ー
編
」
と
い
う
二
部
か
ら
成
る

村
上
春
樹
の
最
新
の
長
編
小
説
『
騎
士
団
長
殺
し
』
（
新
潮
社
、
二
〇
一
七
年
）

は
、
村
上
春
樹
の
特
徴
的
な
要
素
が
殆
ど
全
て
登
場
し
て
お
り
、
作
者
の
こ
れ
ま

で
の
文
学
を
総
括
す
る
一
つ
の
「
メ
タ
物
語
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。 

『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
評
論
を
見
て
み
る
と
、
本
作
品
に

お
け
る
「
読
者
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
な
理
解
し
や
す
い
既
視
感
に
覆
わ
れ
た
展
開
や

予
定
調
和
と
も
見
え
る
完
結
性
」
（
１
）

、
或
い
は
「
未
解
決
の
疑
問
が
多
く
残
さ
れ
て

い
る
」
（
２
）

こ
と
に
対
す
る
指
摘
が
多
く
、
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本

の
英
字
新
聞
『
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
』
（The Japan Tim

es

）
に
掲
載
さ
れ
た
書
評

は
「
村
上
春
樹
が
マ
ジ
ッ
ク
を
失
っ
た
」
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
一
行
で
始

ま
り
、
本
作
品
に
お
け
る
情
報
量
の
多
さ
、
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
記
事
」
を
想

起
さ
せ
る
よ
う
な
歴
史
描
写
の
他
、
主
人
公
の
成
長
が
見
ら
れ
な
い
点
な
ど
が
厳

し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
（
３
）

他
に
は
、
例
え
ば
柴
田
勝
二
氏
は
、
飛
鳥
時
代
の
殺
人

事
件
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
「
蘇
我
氏
と
天
皇
家
の
確
執
」
「
特
に
蘇
我
馬
子
に
よ

る
崇
峻
天
皇
の
殺
害
事
件
」
の
寓
意
と
し
て
読
み
、
絵
「
騎
士
団
長
殺
し
」
が
「
１

９
１
０
年
の
韓
国
併
合
を
軸
と
す
る
日
本
と
韓
国
・
朝
鮮
と
の
関
係
を
暗
示
す
る

絵
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
一
方
で
、
「
「
騎
士
団
長
殺

し
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
十
分
社
会
性
、
歴
史
性
を
は
ら
ん
だ
寓
意
的
地
平
で
展

開
さ
れ
う
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
村
上
の
創
作
意

識
は
収
斂
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
」
（
４
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
、
氏
は

「
一
層
自
己
完
結
的
な
世
界
」
を
描
い
て
し
ま
っ
た
『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
は
「
村

上
春
樹
の
世
界
に
あ
ら
た
め
て
生
ま
れ
た
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
」
を
見
出
し
て

い
る
。
（
５
） 

一
方
で
、
例
え
ば
小
山
鉄
郎
氏
は
『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
け
る
再
生
の
モ
チ

ー
フ
に
着
目
し
、
「
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
大
が
か
り
な
善
悪
の
物
語
」
で
は
な
い
こ

の
作
品
を
「
ま
す
ま
す
混
迷
を
深
め
て
」
い
る
二
一
世
紀
を
生
き
る
「
一
人
の
人

間
と
し
て
」
（
６
）

高
く
評
価
し
て
い
る
。
或
い
は
、
台
湾
出
身
の
研
究
者
曾
秋
桂
氏
は
、

離
婚
し
た
妻
と
「
縒
り
を
戻
し
た
結
婚
生
活
」
を
語
る
「
私
」
の
物
語
に
お
い
て

は
「
３
１
１
の
よ
う
な
未
曽
有
な
打
撃
を
受
け
て
も
、
や
り
直
す
チ
ャ
ン
ス
が
再

び
や
っ
て
く
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
村
上
春
樹
の
東
日
本
大
震
災
に
馳
せ
た
思
い

が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
（
７
）

と
本
作
品
を
評
価
し
て
い
る
。
さ
て
、
無
名

の
肖
像
画
で
あ
る
「
私
」
の
内
面
的
世
界
を
め
ぐ
る
形
而
上
的
な
旅
を
描
い
た
こ

の
物
語
は
、
二
一
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
生
き
る
読
者
に
は
何
を
伝
え
る
の
だ
ろ

う
か
。 

　

村
上
春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
け
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

―
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
」
と
の
関
連
性
と
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
の
モ
チ
ー
フ
を
中
心
に

ダ
ル
ミ
・
カ
タ
リ
ン
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村
上
春
樹
の
文
学
は
世
界
中
で
広
く
愛
読
さ
れ
て
い
る
が
、
文
化
や
国
に
よ
っ

て
作
品
の
読
み
方
が
異
な
っ
て
お
り
、
村
上
春
樹
の
文
学
に
対
す
る
評
価
も
多
様

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
論
者
の
出
身
国
で
あ
る
ハ
ン
ガ

リ
ー
に
お
い
て
村
上
春
樹
は
、
日
本
を
代
表
す
る
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
作
家

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言

葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
村
上
春
樹
の
文
学
は
、
た
だ
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
文
学
と
し
て
で
は
な
く
、
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
主
に
日
本
の
文
化
に
由
来

す
る
幻
想
的
な
要
素
を
用
い
た
、
あ
る
種
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
受
容
の
背
景
に
は
お
そ
ら
く
、
「
日
本
」
に
対
す
る
エ
キ

ゾ
チ
シ
ズ
ム
と
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
未
だ
に
強
い
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
伝
統
、
読
者

の
「
文
学
」
に
対
す
る
期
待
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝

国
（
一
八
六
七
～
一
九
一
八
年
）
の
首
都
の
一
つ
で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
（
も
う
一
つ

は
ブ
ダ
ペ
ス
ト
）
が
重
要
な
舞
台
と
な
っ
て
お
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
歴
史
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
や
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
頻

繁
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
読
者
と
し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ

ス
ム
ス
」
／
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
『
騎

士
団
長
殺
し
』
に
お
け
る
芸
術
的
行
為
―
絵
を
見
る
／
絵
を
描
く
行
為
―
に
着
目

す
る
。
そ
の
上
で
主
人
公
の
内
界
を
め
ぐ
る
形
而
上
的
な
旅
の
延
長
線
に
置
か
れ

て
繰
り
返
し
登
場
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
、
本
作
品
の
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

一
、
雨
田
具
彦
の
「
騎
士
団
長
殺
し
」
と
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
」 

 

『
騎
士
団
長
殺
し
』
は
村
上
春
樹
の
多
く
の
作
品
と
同
様
に
、
魂
の
世
界
、
つ

ま
り
主
人
公
の
無
意
識
の
領
域
で
あ
る
「
地
下
二
階
」
（
８
）

の
世
界
へ
の
旅
を
め
ぐ
る

物
語
で
あ
る
が
、
本
作
品
の
新
鮮
さ
は
、
こ
の
形
而
上
的
な
旅
が
絵
を
見
る
／
絵

を
描
く
と
い
う
芸
術
的
行
為
に
置
き
換
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。 

『
騎
士
団
長
殺
し
』
の
語
り
手
「
私
」
は
、
肖
像
画
を
専
門
と
し
て
生
計
を
立

て
て
い
る
三
六
歳
の
プ
ロ
の
画
家
で
あ
り
、
「
私
」
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
「
絵

画
界
に
お
け
る
高
級
娼
婦
」
（
９
）

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
三
月
の
あ
る
日
に
突
然
、

妻
に
「
と
て
も
悪
い
と
思
う
け
ど
、
あ
な
た
と
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
は
こ
れ
以
上

で
き
そ
う
に
な
い
」
と
離
婚
を
要
求
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
、
車
に
乗
っ
て

約
一
ヶ
月
半
東
北
を
放
浪
す
る
。
東
京
に
戻
っ
て
き
て
も
妻
が
住
ん
で
い
る
家
に

帰
り
た
く
な
い
「
私
」
は
、
美
大
の
同
級
生
で
あ
っ
た
友
人
、
雨
田
政
彦
に
連
絡

を
取
り
、
「
高
名
な
日
本
画
家
」
で
あ
る
政
彦
の
父
、
具
彦
が
か
つ
て
住
ん
で
い

た
「
小
田
原
郊
外
の
山
中
に
ア
ト
リ
エ
を
兼
ね
た
家
」
に
引
っ
越
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
『
騎
士
団
長
殺
し
』
は
、
こ
の
小
田
原
の
家
を
中
心
に
、
「
も
う
一
度

結
婚
生
活
を
や
り
直
す
こ
と
」
に
な
る
ま
で
の
約
八
ヶ
月
の
間
に
「
私
」
の
周
り

に
起
こ
っ
た
一
連
の
出
来
事
の
回
想
で
あ
る
。 

お
金
を
稼
ぐ
た
め
に
肖
像
画
を
描
く
仕
事
を
辞
め
る
と
決
心
し
た
「
私
」
は
、

小
田
原
駅
の
近
く
に
あ
る
絵
画
教
室
で
教
え
な
が
ら
、
人
妻
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド

と
の
関
係
を
楽
し
ん
で
暮
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
私
」
は
あ
る
日
、
小
田
原

の
家
の
屋
根
裏
部
屋
に
著
名
な
画
家
雨
田
具
彦
が
描
い
た
と
思
わ
れ
る
日
本
画

「
騎
士
団
長
殺
し
」
を
発
見
し
、
そ
し
て
免め
ん

色し
き

渉
わ
た
る

と
い
う
大
金
持
ち
の
男
性
か

ら
肖
像
画
の
仕
事
の
依
頼
を
受
け
入
れ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
静
か
な
毎
日
に
大
き

な
変
化
が
起
こ
り
、
「
私
」
の
魂
を
め
ぐ
る
冒
険
が
始
ま
る
。 

− 54 −

村上春樹『騎士団長殺し』における「ヨーロッパ」

− 55 −



 

雨
田
具
彦
が
隠
し
た
絵
「
騎
士
団
長
殺
し
」
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
暗
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
歌
劇
『
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
』
の
有
名
な
場

面
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
描
か
れ
た
作
品
だ
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
絵
は
舞

台
が
飛
鳥
時
代
の
日
本
で
あ
り
、
騎
士
団
長
と
そ
の
娘
で
あ
る
ド
ン
ナ
・
ア
ン
ナ

や
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
、
飛
鳥
時
代
の
服
装
を
着
て
い
る
日
本
人
と
し
て
登
場

す
る
な
ど
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
歌
劇
と
は
異
な
る
点
が
目
立
っ
て
い
る
。
更
に
、

こ
の
絵
に
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
歌
劇
に
は
一
切
登
場
し
な
い
、
「
私
」
が
「
顔
な

が
」
と
名
付
け
た
不
思
議
な
人
物
さ
え
描
か
れ
て
い
る
。
「
私
」
は
こ
の
絵
を
発

見
し
た
際
に
受
け
た
印
象
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

 

こ
の
絵
の
中
に
は
明
ら
か
に
、
普
通
で
は
な
い
種
類
の
力
が
漲
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
少
し
な
り
と
も
美
術
に
心
得
の
あ
る
人
な
ら
見
逃
し
よ
う
が
な
い
事
実

だ
。
見
る
人
の
心
の
深
い
部
分
に
訴
え
、
そ
の
想
像
力
を
ど
こ
か
別
の
場
所
に

誘
う
よ
う
な
示
唆
的
な
何
か
が
そ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
私
は
そ
の
画
面
の
左
端
に
い
る
鬚
だ
ら
け
の
「
顔
な
が
」
か
ら
、
ど

う
し
て
も
目
が
離
せ
な
く
な
っ
た
。
ま
る
で
彼
が
蓋
を
開
け
て
、
私
を
個
人
的

、
、
、

に、
地
下
の
世
界
に
誘
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
だ
。
他
の
誰
で
も
な
く
、

こ
の
私
を
、
、
だ
。
（
５ 

息
も
こ
と
き
れ
、
手
足
も
冷
た
い
、
傍
点
原
文
の
ま
ま
。

以
下
同
じ
） 

 

要
す
る
に
、
こ
の
絵
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
『
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
』
か

ら
借
用
し
た
場
面
を
飛
鳥
時
代
の
日
本
に
置
き
換
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
よ
り
も
、
不
思
議
で
「
普
通
で
は
な
い
種
類
の
力
」
の
存
在
で
あ
る
。
さ
て
、

こ
の
「
普
通
で
は
な
い
種
類
の
力
」
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
い

し
い
し
ん
じ
氏
は
、
「
絵
は
、
人
類
が
そ
れ
に
触
れ
は
じ
め
た
当
初
か
ら
、
次
元

を
こ
え
て
「
動
く
も
の
」
と
し
て
、
見
ら
れ
、
描
か
れ
て
き
た
」

（
１
０
）

と
述
べ
て
お
り
、

「
私
」
が
述
べ
た
以
上
の
感
想
は
、
絵
を
見
る
人
々
の
普
遍
的
な
感
想
だ
と
主
張

し
て
い
る
。
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
雨
田
の
絵
に
お
け
る
こ
の

特
別
な
力
は
、
作
者
が
ウ
ィ
ー
ン
で
身
に
着
け
た
新
し
い
手
法
の
成
果
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。 

椹
木
野
衣
氏
は
、
「
世
界
の
美
術
の
中
心
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
い
ウ
ィ
ー
ン

に
将
来
あ
る
画
家
が
留
学
す
る
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
選
択
肢
に
ほ

か
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
、
本
作
品
に
お
い
て
ウ
ィ
ー
ン
が
登
場
す
る
理
由
に
つ

い
て
、
日
本
語
の
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
使
わ
れ
た
の
は
、
一
八
七
三

年
に
開
催
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
の
万
国
博
覧
会
で
あ
り
、
従
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
は
「
「
美

術
」
の
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
１
１
）

こ
れ
に
加
え
て
、
二
〇
世

紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
美
術
と
言
え
ば
、
あ
る
芸
術
傾
向
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
美
術
評
論
家
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
が
「
マ

ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
／
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」

（
１
２
）

（
ド
イ
ツ
語
で
は

M
agischer R

ealism
us

）
と
名
付
け
、
後
に
文
学
評
論
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
芸
術
傾
向
で
あ
る
。 

ド
イ
ツ
文
学
者
の
種
村
季
弘
氏
に
よ
れ
ば
、
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
」

／
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
は
、
「
世
界
関
連
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
て
、
い
き

な
り
そ
こ
に
あ
る
も
の
。
そ
の
魔
術
的
輝
き
。
日
常
的
現
実
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

対
象
を
描
き
な
が
ら
、
当
の
事
物
に
こ
の
世
の
外
の
、
い
わ
ば
世
界
関
連
外
の
光

を
照
射
し
て
、
事
物
を
「
形
而
上
的
妖
怪
的
」
（
キ
リ
コ
）
空
間
の
な
か
に
立
ち

上
が
ら
せ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
」

（
１
３
）

で
あ
る
と
言
う
。
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
」

は
つ
ま
り
、
日
常
的
な
場
面
を
描
く
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
り
な
が
ら
も
単
な
る
写
実
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（
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の
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
ず
、
オ
ブ
ジ
ェ
に
「
世
界
関
連
外
の
光
を
照
射
」
す
る
と
い

う
、
新
し
い
視
覚
や
視
座
に
依
拠
し
た
創
作
方
法
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ

し
て
、
芸
術
家
の
こ
の
新
し
い
視
覚
こ
そ
が
、
目
に
見
え
る
表
面
の
裏
側
に
広
が

る
別
の
風
景
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
の
言
葉
で
言
え
ば
「
外
部
の
世
界
の
真
実
、
そ

の
内
部
の
姿
を
直
感
的
に
表
す
」

（
１
４
）

手
法
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
村
上

春
樹
の
小
説
と
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
文
学
と
の
間
に
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る

の
と
同
時
に
、
雨
田
具
彦
の
作
品
を
は
じ
め
、
「
私
」
が
仕
上
げ
て
い
く
四
枚
の

絵
は
、
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
」
を
想
起
さ
せ
る
特
質
を
持
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
雨
田
具
彦
の
芸
術
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。 

洋
画
時
代
、
つ
ま
り
ウ
ィ
ー
ン
へ
の
留
学
以
前
は
雨
田
具
彦
が
「
貪
欲
に
フ
ォ

ル
ム
そ
の
も
の
を
追
求
」
し
て
お
り
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
表
面
の
描
写
に
あ
ま
り
に
も

執
着
し
て
い
た
せ
い
で
彼
の
絵
に
は
「
何
か
が
欠
け
て
い
た

、
、
、
、
、
、
、
、
」
と
「
私
」
は
述
べ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
帰
国
し
、
日
本
画
家
に
転
向
し
た
彼
の
絵

に
は
次
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。 

 

 

彼
の
絵
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
そ
の
空
白
に
あ
っ
た
。
逆
説
的
な
言
い
方

に
な
る
が
、
描
か
れ
て
い
な
い
部
分

、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
あ
っ
た
。
彼
は
そ
こ
を
あ
え
て
描
か
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
描
き
た
い
も
の
を
は
っ
き
り
と
際
だ
た
せ
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
日
本
画
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
も
っ
と
も
得

意
と
す
る
部
分
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
私
は
洋
画
に
お
い
て
、
そ
の

よ
う
な
大
胆
な
空
白
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
（
４ 

遠
く
か
ら
見
れ

ば
お
お
か
た
の
も
の
ご
と
は
美
し
く
見
え
る
） 

 

要
す
る
に
、
雨
田
具
彦
が
ウ
ィ
ー
ン
で
の
留
学
を
通
し
て
身
に
着
け
た
の
は
、

「
描
か
れ
て
い
な
い
部
分
」
（
「
私
」
の
言
葉
で
言
え
ば
「
空
白
」
）
を
描
く
こ

と
で
「
自
分
が
描
き
た
い
も
の
を
は
っ
き
り
と
際
だ
た
せ
る
」
と
い
う
、
新
し
い

視
覚
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
た
雨
田
は
、
目
に
見

え
る
オ
ブ
ジ
ェ
の
「
内
実
」
、
表
面
の
裏
側
に
広
が
る
目
に
見
え
な
い
別
の
風
景

を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
彼
は
留
学
を
通
し
て
身
に
着
け
た
こ
の
新
し

い
視
座
と
視
覚
を
日
本
画
と
融
合
さ
せ
、
自
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ス
タ
イ
ル
を
見

出
し
た
の
で
あ
る
。

（
１
５
） 

 

二
、
絵
画
か
ら
得
た
新
し
い
視
覚
と
「
悪
」
の
発
見 

 

雨
田
具
彦
が
描
い
た
「
騎
士
団
長
殺
し
」
は
、
そ
れ
を
見
て
い
る
者
の
視
線
を
、

目
に
映
っ
て
い
る
風
景
（
飛
鳥
時
代
の
服
を
着
た
騎
士
団
長
が
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン

ニ
ら
し
き
人
物
に
殺
さ
れ
、
そ
れ
を
騎
士
団
長
の
娘
ド
ン
ナ
・
ア
ン
ナ
や
「
顔
な

が
」
が
目
撃
し
て
い
る
）
か
ら
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
「
内
実
」
、
描
か
れ

て
い
な
い
「
別
の
新
た
な
光
景
」
へ
と
導
く
と
い
う
、
特
別
な
機
能
が
備
わ
っ
て

い
る
作
品
で
あ
る
。
「
対
象
の
核
心
に
ま
っ
す
ぐ
に
踏
み
込
ん
で
、
そ
こ
に
あ
る

も
の
を
つ
か
み
取
る
直
感
的
な
能
力
」
を
本
来
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
「
私
」
は
、

こ
の
絵
を
発
見
し
、
「
自
分
の
筆
致
で
デ
ッ
サ
ン
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
雨
田

具
彦
と
い
う
画
家
の
視
点
を
」
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

「
こ
れ
ま
で
仕
事
と
し
て
描
い
て
き
た
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
形
式
の
、
い
わ

ゆ
る
『
肖
像
画
』
が
う
ま
く
描
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
「
私
」
は
、
免
色
の

肖
像
画
を
完
成
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
彼
が
こ
れ
ま
で
描
い
て
き
た
肖

像
画
に
見
ら
れ
な
い
要
素
さ
え
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
次
の
引
用
文
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
完
成
し
た
免
色
の
肖
像
画
は
、
免
色
を
モ
デ
ル
に
し
た
普
通
の
似
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（
14
）

（
15
）



 

顔
絵
で
は
な
い
。 

 

「
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
プ
ロ
の
肖
像
画
家
と
し
て
生
活
し
て
き
ま
し
た
。
肖
像
画

と
い
う
の
は
基
本
的
に
、
相
手
が
描
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
姿
に
相
手
を
描

く
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
し
か
し
今
回
の
場
合
、
こ
の
免
色
さ
ん
を
描
い
た
絵

の
場
合
、
あ
な
た
の
こ
と
な
ん
て
何
も
考
え
ず
、
た
だ
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考

え
て
こ
の
絵
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
モ
デ
ル
で
あ
る
あ
な

た
の
エ
ゴ
よ
り
は
、
作
者
で
あ
る
自
分
の
エ
ゴ
を
率
直
に
優
先
し
た
絵
に
な
っ

て
い
ま
す
」
（
１８ 

好
奇
心
が
殺
す
の
は
猫
だ
け
じ
ゃ
な
い
） 

 

す
な
わ
ち
、
「
免
色
さ
ん
の
肖
像
画
」
に
は
そ
の
作
者
で
あ
る
「
私
」
の
「
エ

ゴ
」
、
い
わ
ゆ
る
魂
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
肖
像
画
の
画
面
を
超
え
た
別

次
元
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

（
１
６
）

従
っ
て
、
絵
「
騎
士
団
長
殺
し
」
の
発
見
は
、
画

家
で
あ
る
「
私
」
に
と
っ
て
新
し
い
「
視
覚
」
を
も
た
ら
し
、
自
分
の
「
エ
ゴ
」

や
魂
に
導
く
通
路
の
扉
を
開
い
た
の
だ
と
言
え
る
。 

「
私
」
は
免
色
の
肖
像
画
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
目
に
見
え
る
こ
と

だ
け
が
現
実
だ
と
は
限
ら
な
い
」
こ
と
を
悟
り
、
目
に
見
え
な
い
現
実
、
つ
ま
り

魂
の
世
界
を
積
極
的
に
追
求
し
始
め
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
私
」
の
視
点
は
現

実
の
次
元
か
ら
非
現
実
の
次
元
へ
と
移
り
始
め
る
。
こ
の
よ
う
に
「
視
覚
」
が
変

わ
り
始
め
た
「
私
」
は
次
に
、
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
の
こ
と
を
思

い
出
し
、
そ
の
存
在
を
理
解
す
る
た
め
に
彼
の
肖
像
画
を
描
き
始
め
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
章
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、
「
存
在
と
非
存
在
が
混
じ
り
合
っ
て
い
く
瞬
間
」

の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
私
に
描
か
れ
る
こ
と
を
今
ま
で

我
慢
強
く
待
ち
受
け
て
き
た
」
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
は
、
実
存
し

て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
存
在
と
非
存
在
の
境
界
を
超
越
し
た
人
物
だ

か
ら
で
あ
る
。
「
私
」
の
意
識
の
中
で
「
お、
ま
え
が
ど
こ
で
何
を
し
て
い
た
か
お

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
に
、
、
は、
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る
ぞ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」
と
訴
え
続
け
て
い
る
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ

レ
ス
タ
ー
の
男
は
、
「
私
」
に
東
北
地
方
を
放
浪
し
て
い
る
時
に
出
会
い
、
性
交

渉
を
持
っ
た
女
性
の
首
を
締
め
た
と
い
う
暴
力
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繰
り
返
し
思

い
出
さ
せ
る
た
め
、
「
私
」
の
中
に
潜
ん
で
い
る
暴
力
性
を
意
識
さ
せ
る
存
在
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

雨
田
政
彦
は
、
「
私
」
が
描
き
始
め
た
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
の

ポ
ー
ト
レ
イ
ト
の
中
に
「
私
」
が
気
づ
か
な
い
何
ら
か
の
「
深
い
怒
り
と
悲
し
み
」

の
存
在
を
見
出
し
、
「
彼
は
そ
れ
を
吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
た
め
「
怒
り

が
身
体
の
内
側
で
渦
ま
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
画
に
は

モ
デ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
作
者
の
「
エ
ゴ
」
も
同
時
に
描
き
込
ま
れ
、
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
に
見
ら
れ
る
「
深
い
怒
り

と
悲
し
み
」
は
、
「
私
」
が
自
分
の
中
に
埋
め
て
き
た
気
持
ち
で
あ
り
、
「
そ
れ

を
吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
で
「
怒
り
が
身
体
の
内
側
で
渦
ま
い
て
い
る
」

の
は
、
「
私
」
自
身
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ

ス
タ
ー
の
男
の
肖
像
画
は
結
局
、
「
私
」
の
「
エ
ゴ
」
や
魂
を
映
し
出
す
自
画
像

に
他
な
ら
な
い
。
な
お
、
小
山
鉄
郎
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
白
い
ス
バ
ル
・
フ

ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
は
「
私
」
の
「
内
な
る
「
悪
」
」

（
１
７
）

の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
い

う
解
釈
も
可
能
で
あ
り
、
彼
の
肖
像
画
を
描
く
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
私
」
は
、
自
分
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
悪
」
と
暴
力
性
を
意
識
し
始
め
、
そ
れ

と
対
面
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
私
」
は
「
未
完
成
な

ま
ま
で
完
成
し
て
い
た
」
こ
の
「
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
」
の
肖
像

画
を
結
局
「
人
が
心
を
隠
し
て
し
ま
う
た
め
の
場
所
」
、
つ
ま
り
雨
田
具
彦
の
家
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の
屋
根
裏
部
屋
に
隠
し
て
し
ま
う
た
め
、
自
分
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
悪
」
の
存

在
に
気
づ
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
対
面
で
き
ず
に
い
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
の
肖
像
画
を
描
く
こ
と

の
必
然
性
に
気
づ
い
た
「
私
」
は
、
自
ら
の
魂
の
世
界
、
「
地
下
二
階
」
の
領
域

に
一
歩
近
づ
け
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
目
に
見
え
る
世
界
か
ら
目
に
見
え
な
い

世
界
へ
と
移
り
つ
つ
あ
る
「
私
」
の
視
覚
の
変
化
に
伴
い
、
ア
ト
リ
エ
の
「
居
間

の
ソ
フ
ァ
の
上
に
」
「
雨
田
具
彦
が
『
騎
士
団
長
殺
し
』
と
い
う
絵
の
中
に
描
い

た
「
騎
士
団
長
」
」
の
姿
を
借
り
た
「
イ
デ
ア
」
が
こ
の
世
に
顕
れ
る
。 

『
み
み
ず
く
は
黄
昏
に
飛
び
た
つ
』
に
お
い
て
村
上
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
有
名
な

イ
デ
ア
論
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
否
定
し
、
本
作
品
に
用
い
ら
れ
る
「
イ
デ

ア
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
村
上
に
よ
れ
ば
、
「
意

識
」
化
」
し
て
し
ま
っ
た
近
代
的
な
社
会
は
、
「
避
雷
針
が
雷
を
受
け
る
み
た
い

に
、
い
ろ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
と
っ
て
そ
れ
を
人
々
に
伝
え
る
」
「
呪
い
師

的
な
役
割
を
持
つ
王
様
」
や
巫
女
が
い
た
「
無
意
識
中
心
の
世
界
」
、
い
わ
ゆ
る

「
古
代
的
な
社
会
」
と
は
対
比
的
で
あ
り
、
イ
デ
ア
と
は
「
古
代
の
無
意
識
の
世

界
か
ら
や
っ
て
来
た
」
巫
女
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
言
う
。

（
１
８
）

こ
の
説
明
を
踏
ま

え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
騎
士
団
長
」
の
姿
を
借
り
た
イ
デ
ア
が
意
識
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
て
い
る
現
代
を
生
き
て
い
る
「
私
」
の
前
に
顕
れ
る
と
い
う
展
開
は
、

「
私
」
の
認
識
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
変
化
を
表
し
て
い
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と

言
え
る
。
そ
し
て
、
「
無
意
識
中
心
の
世
界
」
か
ら
や
っ
て
来
た
「
イ
デ
ア
」
の

役
割
は
、
後
に
「
顔
な
が
」
と
し
て
登
場
す
る
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
同
様
に
、
「
私
」

を
目
に
見
え
る
世
界
か
ら
無
意
識
の
領
域
に
広
が
る
目
に
見
え
な
い
世
界
に
導
く

こ
と
で
あ
る
。 

 

三
、
肖
像
画
と
自
画
像
、
そ
し
て
魂
の
世
界 

 

「
私
」
は
、
免
色
と
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
の
肖
像
画
の
他
に
、

家
の
近
く
に
あ
る
雑
木
林
の
中
で
発
見
し
た
石
室
と
、
免
色
の
娘
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
少
女
、
秋
川
ま
り
え
の
絵
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
絵
も
ま
た
、
「
私
」
を
自
分
の
内
界
に
近
づ
け
る
た
め
の
ツ
ー
ル
、
つ
ま
り

一
つ
ひ
と
つ
の
自
画
像
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
石
塚
の
下
か
ら
現
れ

た
あ
の
不
思
議
な
穴
」
を
描
く
際
に
、
「
私
」
は
「
自
分
が
そ
の
雑
木
林
の
中
の

穴
と
一
体
化
し
て
い
く
よ
う
な
奇
妙
な
感
覚
」
に
襲
わ
れ
る
。
後
に
明
ら
か
に
な

る
よ
う
に
、
こ
の
穴
は
非
現
実
の
世
界
、
つ
ま
り
「
地
下
二
階
」
の
領
域
の
出
入

り
口
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
一
体
化
し
て
絵
に
移
す
と
い
う
行
為
は
、
自
分
の

魂
の
世
界
に
入
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
準
備
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
一
三
歳
の
少
女
ま
り
え
を
モ
デ
ル
に
し
た
絵
も
ま
た
、
免
色
の
肖
像
画

と
同
様
に
、
普
通
の
肖
像
画
で
は
な
い
。
ま
り
え
の
肖
像
画
を
描
い
て
い
る
「
私
」

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

 

私
は
ま
り
え
と
空
白
の
キ
ャ
ン
バ
ス
と
を
代
わ
り
ば
ん
こ
に
見
て
い
た
。
そ

し
て
ど
の
よ
う
に
彼
女
の
姿
を
キ
ャ
ン
バ
ス
の
上
に
「
立
体
的
に
」
移
し
替
え

て
い
け
ば
い
い
の
か
、
思
い
を
巡
ら
せ
た
。
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
「
物
語
」
が

必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
相
手
の
姿
か
た
ち
を
そ
の
ま
ま
絵
に
す
れ
ば
い
い

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
作
品
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
の
よ
く

で
き
た
似
顔
絵
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
べ
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、

物
語
、
、
を
見
出
す
こ
と
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
大
事
な
出
発
点
に
な
る
。
（
３３ 

目
に
見
え
な
い
も
の
と
同
じ
く
ら
い
、
目
に
見
え
る
も
の
が
好
き
だ
） 
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つ
ま
り
、
「
私
」
は
ま
り
え
の
肖
像
画
に
は
、
目
に
見
え
な
い
次
元
で
あ
る
別

の
物
語
を
描
き
込
も
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
物
語
を
見
つ
け
る
こ
と
が
自
分
に
と

っ
て
は
「
大
事
な
出
発
点
に
な
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
「
私
」
が
彼
女
を
描
い

て
い
る
際
に
見
出
し
て
い
く
の
は
結
局
、
肖
像
画
に
立
体
性
を
与
え
る
ま
り
え
の

物
語
よ
り
は
む
し
ろ
、
自
分
の
物
語
で
あ
る
。 

 

 

私
は
も
ち
ろ
ん
秋
川
ま
り
え
の
姿
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
同
時

に
そ
こ
に
は
私
の
死
ん
だ
妹
（
コ
ミ
）
と
、
か
つ
て
の
妻
（
ユ
ズ
）
の
姿
が
混

じ
り
込
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
意
図
し
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
自

然
に
混
じ
り
込
ん
で
し
ま
う
の
だ
。
私
は
人
生
の
途
上
で
自
分
が
失
っ
て
し
ま

っ
た
大
切
な
女
性
た
ち
の
像
を
、
秋
川
ま
り
え
と
い
う
少
女
の
内
側
に
求
め
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
健
全
な
お
こ
な
い
な
の
か
ど
う
か
、
自
分
で

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
私
に
は
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
絵
の
描
き
方
し

か
で
き
な
か
っ
た
。
い
や
、
今
の
と
こ
ろ

、
、
、
、
、
と
い
う
の
で
も
な
い
。
考
え
て
み
れ

ば
私
は
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
う
い
う
絵
の
描
き
方
を

し
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
現
実
に
求
め
て
得
ら
れ
な
い
も
の
を
絵
の
中
に

現
出
さ
せ
る
こ
と
。
他
人
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
、
私
自
身
の
秘
密
の
信
号
を

そ
の
奥
に
こ
っ
そ
り
描
き
込
む
こ
と
。
（
４４ 

人
が
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
の
特

徴
み
た
い
な
も
の
） 

 

つ
ま
り
、
「
私
」
の
中
で
ま
り
え
の
姿
は
一
二
歳
と
い
う
若
さ
で
病
死
し
た
妹
、

小
径

こ
み
ち

（
愛
称
は
コ
ミ
）
、
更
に
彼
女
に
似
通
っ
た
一
面
を
持
っ
て
い
る
妻
、
柚ゆ
ず

の

姿
と
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
ま
り
え
の
肖
像
画
を
描
く
こ
と
は
結
局
、
「
私
」
自

身
の
過
去
の
ト
ラ
ウ
マ
を
蘇
ら
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
り

え
の
肖
像
画
に
も
ま
た
、
目
に
見
え
な
い
「
別
の
新
た
な
光
景
」
と
し
て
「
私
」

自
身
の
物
語
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
「
私
」
に
と
っ
て
ま
り
え
の
絵
は
最

終
的
に
、
自
分
自
身
の
物
語
を
描
い
た
自
画
像
と
な
っ
て
い
る
。 

要
す
る
に
、
小
田
原
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
「
私
」
が
仕
上
げ
て
き
た
全
て
の

絵
に
は
、
自
分
自
身
の
魂
の
一
部
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
免
色
の
肖
像
、
「
白

い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
」
、
「
秋
川
ま
り
え
の
肖
像
」
と
「
雑
木
林
の

中
の
穴
」
と
い
う
四
枚
の
絵
は
、
「
私
」
自
身
の
物
語
を
物
語
っ
て
い
る
自
画
像

へ
と
次
第
に
変
貌
し
て
い
く
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
絵
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
「
私
」

は
、
他
者
と
の
繋
が
り
を
求
め
る
こ
と
よ
り
は
、
自
分
の
魂
の
世
界
を
積
極
的
に

追
求
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
絵
を
仕
上
げ
て
自
分
自
身
と
向
か
い
合
う
準
備
が
整
う
と
、
内
面

的
な
世
界
を
め
ぐ
る
旅
の
次
の
段
階
と
し
て
、
「
私
」
は
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
「
諸

君
が
諸
君
自
身
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
」
送
り
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「
地
下
二
階
」
に
当
た
る
こ
の
特
別
な
空
間
の
扉
を
開
く
た
め
に
、
「
私
」
に
「
試

練
を
受
け
る
」
こ
と
と
し
て
雨
田
具
彦
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
を
再
現
し
、

イ
デ
ア
を
刺
殺
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。 

「
私
」
が
騎
士
団
長
の
姿
を
借
り
た
イ
デ
ア
を
刺
殺
す
る
場
面
に
お
い
て
注
目

す
べ
き
な
の
は
、
「
私
」
が
用
い
る
武
器
は
雨
田
具
彦
が
描
い
た
小
さ
な
剣
で
は

な
く
、
「
私
」
が
住
ん
で
い
る
小
田
原
の
家
か
ら
不
思
議
と
そ
の
姿
を
消
し
て
し

ま
っ
た
包
丁
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
豊
崎
由
美
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

（
１
９
）

約
六
〇

セ
ン
チ
の
高
さ
で
あ
る
騎
士
団
長
を
殺
そ
う
と
思
え
ば
、
彼
が
持
っ
て
い
る
小
さ

な
剣
で
も
充
分
可
能
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
手
に
と
っ
た
「
私
」
は
小
さ
す
ぎ
る
と

言
い
、
あ
え
て
騎
士
団
長
の
剣
を
使
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
武
器
を
変
え
、
雨
田
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具
彦
が
描
い
た
場
面
を
そ
の
ま
ま
再
現
し
な
い
と
選
択
す
る
と
い
う
行
為
は
、

「
私
」
は
雨
田
具
彦
が
描
い
た
絵
の
中
に
、
一
つ
の
「
別
の
新
た
な
光
景
」
と
し

て
自
分
の
物
語
を
見
出
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
私
」

は
包
丁
で
騎
士
団
長
を
刺
殺
す
る
と
、
雨
田
の
病
室
の
床
に
開
い
た
穴
か
ら
「
顔

な
が
」
が
現
れ
、
「
私
」
を
魂
の
世
界
に
導
く
。
つ
ま
り
、
絵
「
騎
士
団
長
殺
し
」

は
、
「
最
良
の
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
な
り
、
そ
の
機
能
を
完
全
に
果
た
し
た
の
は
こ

の
瞬
間
で
あ
ろ
う
。

（
２
０
） 

「
イ
デ
ア
」
で
は
な
く
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
し
て
登
場
す
る
「
顔
な
が
」
は
、

自
分
の
役
目
が
「
も
の
と
も
の
を
つ
な
げ
る
」
こ
と
だ
と
「
私
」
に
説
明
し
て
い

る
。
「
私
」
と
「
顔
な
が
」
の
間
に
暗
喩
や
明
喩
を
め
ぐ
る
笑
い
を
呼
ぶ
よ
う
な

議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
二
人
の
会
話
に
お
い
て
は
特
に
次
の
箇
所
が
注
目
に

値
す
る
。 

 

 

「
そ
れ
で
は
お
気
を
つ
け
て
」
と
顔
な
が
は
私
に
言
っ
た
。
「
そ
の
な
ん
と

、
、
、

か
さ
ん

、
、
、
が
見
つ
か
る
と
よ
ろ
し
い
で
す
ね
。
コ
ミ
チ
さ
ん
と
申
さ
れ
ま
し
た

か
？
」 

「
コ
ミ
チ
じ
ゃ
な
い
」
と
私
は
言
っ
た
。
背
中
が
す
っ
と
寒
く
な
っ
た
。
喉
の

奥
が
乾
い
て
貼
り
つ
く
よ
う
な
感
触
が
あ
っ
た
。
一
瞬
う
ま
く
声
が
出
て
こ
な

か
っ
た
。
「
コ
ミ
チ
じ
ゃ
な
く
、
秋
川
ま
り
え
だ
。
お
ま
え
は
コ
ミ
チ
の
こ
と

を
何
か
知
っ
て
い
る
の
か
？
」 

 

「
い
い
え
、
わ
た
く
し
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
」
と
顔
な
が
は
慌
て
て
言
っ
た
。

（
５２ 

オ
レ
ン
ジ
色
の
と
ん
が
り
帽
を
か
ぶ
っ
た
男
） 

 

「
私
」
は
本
来
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
秋
川
ま
り
え
を
見
つ
け
る
目
的
で
騎
士

団
長
を
殺
し
、
「
メ
タ
フ
ァ
ー
通
路
」
に
入
っ
て
い
く
が
、
「
顔
な
が
」
の
言
葉

か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
り
え
の
失
踪
は
お
そ
ら
く
、
「
私
」
が
自
ら
の
内

面
的
な
世
界
に
入
る
こ
と
を
促
し
た
き
っ
か
け
に
他
な
ら
な
い
。
後
に
説
明
さ
れ

る
よ
う
に
、
ま
り
え
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
免
色
の
家
に
忍
び
込

ん
で
そ
こ
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
三
日
間
経
つ
と
、

よ
う
や
く
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
つ
け
て
免
色
の
家
か
ら
脱
出
し
た
ま
り
え
が
実
際
に

「
私
」
の
救
済
を
求
め
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
「
私
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ

た
と
も
言
い
難
い
。
従
っ
て
、
「
私
」
の
形
而
上
的
な
旅
の
本
当
の
目
的
は
、
メ

タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
「
顔
な
が
」
が
言
う
よ
う
に
、
助
け
る
こ
と
が
出
来
ず
に
病
死

し
た
妹
コ
ミ
の
死
を
受
け
入
れ
て
過
去
の
ト
ラ
ウ
マ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
、

「
私
」
自
身
の
救
済
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
本
作
品
で
は
「
メ
タ
フ
ァ
ー
通
路
」
と
名
付
け
ら
れ
た
「
地
下
二
階
」

の
領
域
に
お
い
て
「
私
」
が
向
き
合
う
の
は
、
妹
の
死
や
妻
の
不
倫
が
も
た
ら
し

た
過
去
の
外
傷
的
体
験
だ
け
で
は
な
い
。
「
私
」
は
そ
こ
で
「
無
と
有
の
狭
間
を

流
れ
て
」
い
る
川
を
渡
り
、
「
顔
の
な
い
男
」
を
は
じ
め
、
「
白
い
ス
バ
ル
・
フ

ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
」
と
同
一
人
物
と
見
ら
れ
る
危
険
な
「
二
重
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と

遭
遇
す
る
。
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
は
、

「
私
」
自
身
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
悪
」
と
暴
力
性
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
「
私
」
自
身
の
魂
の
世
界
に
お
い
て
登
場
し
、
「
私
」
に
ポ
ー
ト
レ
イ
ト

を
描
く
こ
と
を
要
求
す
る
「
顔
の
な
い
男
」
も
ま
た
、
自
分
で
認
識
し
て
い
な
い

一
面
を
持
っ
て
い
る
「
私
」
自
身
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

「
私
」
は
結
局
、
「
顔
の
な
い
男
」
の
肖
像
画
を
描
く
こ
と
な
く
、
ド
ン
ナ
・

ア
ン
ナ
の
助
言
を
受
け
な
が
ら
恐
怖
を
乗
り
越
え
て
メ
タ
フ
ァ
ー
通
路
を
通
り
抜

け
、
現
実
の
世
界
に
戻
っ
て
く
る
。
再
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
も
読
め
る
こ
の
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形
而
上
的
な
旅
を
経
た
「
私
」
は
、
別
れ
た
妻
の
元
に
戻
り
、
物
理
的
に
自
分
の

子
で
は
あ
り
え
な
い
、
妻
と
別
の
男
と
の
間
に
で
き
た
女
の
子
室む
ろ

を
自
分
の
子
ど

も
と
し
て
育
て
る
と
決
心
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
助
け
る
こ
と
が
出
来

ず
に
病
死
し
た
妹
の
代
わ
り
に
、
こ
の
小
さ
な
娘
を
東
日
本
大
震
災
の
破
壊
力
に

象
徴
さ
れ
て
い
る
普
遍
的
な
「
悪
」
や
「
危
険
」
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
。 

絵
「
騎
士
団
長
殺
し
」
か
ら
読
み
取
っ
た
「
物
語
」
が
「
私
の
心
の
中
に
今
も

な
お
実
存
し
て
」
お
り
、
「
私
」
に
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る

「
信
じ
る
力

、
、
、
、
」
を
与
え
て
い
る
と
い
う
結
末
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
本
作

品
は
物
語
と
読
者
の
関
係
を
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
快
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
私
」

が
絵
「
騎
士
団
長
殺
し
」
の
向
こ
う
側
に
自
分
の
物
語
を
見
出
し
、
そ
れ
を
現
実

の
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
武
器
と
す
る
と
い
う
過
程
を
描
い
た
小
説
『
騎
士

団
長
殺
し
』
は
、
作
品
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
目
に
見
え
な
い
「
別
の
新
た
な
光

景
」
、
つ
ま
り
読
者
の
個
人
的
な
物
語
を
見
つ
け
る
方
法
を
象
徴
的
に
語
る
メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
り
、
作
者
自
身
の
創
作
方
法
と
共
に
、
作
品
の
理
想
的
な
解
釈
の
仕

方
を
主
題
に
し
た
「
メ
タ
物
語
」
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

四
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
面
性 

 

『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
（
新

潮
社
、
一
九
九
四
～
一
九
九
五
年
）
や
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
（
新
潮
社
、
二
〇
〇

二
年
）
と
同
様
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
個
人
的
な
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
が
個
人
の

レ
ベ
ル
を
超
え
た
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の

小
説
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
歴
史
は
決
し
て
過
去
に
封
印
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
歴
史
は
登
場
人
物
た
ち
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
想
起
し
、
反

復
す
る
こ
と
が
現
在
に
お
け
る
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る

行
為
で
あ
る
。 

『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
い
て
も
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
様
々
な

出
来
事
が
繰
り
返
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』

で
よ
り
詳
細
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
満
州
と
南
京
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
本
作
品

に
お
い
て
は
、
雨
田
具
彦
の
弟
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
「
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
」

継
彦
が
当
時
東
京
音
楽
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
一
歳
の
時
に

徴
兵
さ
れ
、
南
京
に
送
ら
れ
る
。
継
彦
は
一
九
三
八
年
に
一
年
間
の
兵
役
を
経
て

日
本
に
帰
る
が
、
南
京
で
捕
虜
の
首
を
軍
刀
で
三
回
も
切
ら
さ
れ
た
と
い
う
残
酷

な
記
憶
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
阿
蘇
の
実
家
の
屋
根
裏
で
手
首
を
切
っ
て

自
殺
を
遂
げ
る
。
南
京
虐
殺
事
件
に
対
す
る
記
述
、
特
に
免
色
の
「
中
国
人
死
者

の
数
を
四
十
万
人
と
い
う
も
の
も
い
れ
ば
、
十
万
人
と
い
う
も
の
も
い
ま
す
。
し

か
し
四
十
万
人
と
十
万
人
の
違
い
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
？
」（
３６ 

試
合
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
ぜ
ん
ぜ
ん
語
り
合
わ
な
い
こ
と
）
と
い
う
一
行
が
日
本

の
ネ
ッ
ト
上
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
が
、
本
稿
で

注
目
し
た
い
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
め
ぐ
る
記
述
と
そ
の
役
割
で
あ
る
。 

『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
い
て
は
、
ナ
チ
ス
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
が
以

前
の
作
品
よ
り
も
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
サ
ム
エ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ン
ベ

ル
ク
『
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
の
反
乱
』
か
ら
の
引
用
で
終
わ
る
第
１
部
に
お
い
て
は
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
併
合
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
と
ク
リ
ス

タ
ル
・
ナ
ハ
ト
が
登
場
し
、
ナ
チ
ス
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
問

題
が
目
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』
は
日
本
人
（
や
ア
ジ
ア
人
）

だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と

い
う
印
象
が
強
い
。 
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二
〇
一
六
年
一
〇
月
に
デ
ン
マ
ー
ク
で
行
わ
れ
た
「
ハ
ン
ス
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
文
学
賞
」
の
授
賞
式
に
お
い
て
、
村
上
春
樹
は
ア
ン
デ
ル
セ
ン

の
短
編
小
説
『
影
』

（
２
１
）

に
言
及
し
な
が
ら
、
二
一
世
紀
を
生
き
て
い
る
我
々
の
「
影
」

を
め
ぐ
る
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。
以
下
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。 

 

ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
生
き
た
１９
世
紀
、
そ
し
て
僕
た
ち
の
自
身
の
２１
世
紀
、
必
要

な
と
き
に
、
僕
た
ち
は
自
身
の
影
と
対
峙
し
、
対
決
し
、
と
き
に
は
協
力
す
ら

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
） 

自
ら
の
影
に
対
峙
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
個
々
人
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
社
会
や
国
に
も
必
要
な
行
為
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、
す
べ
て
の
人
に
影
が

あ
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
社
会
や
国
に
も
影
が
あ
り
ま
す
。 

侵
入
者
た
ち
を
締
め
出
そ
う
と
ど
ん
な
に
高
い
壁
を
作
ろ
う
と
も
、
よ
そ
者

た
ち
を
ど
ん
な
に
厳
し
く
排
除
し
よ
う
と
も
、
自
ら
に
合
う
よ
う
に
歴
史
を
ど

ん
な
に
書
き
換
え
よ
う
と
も
、
僕
た
ち
自
身
を
傷
つ
け
、
苦
し
ま
せ
る
だ
け
で

す
。 自

ら
の
影
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
辛
抱
強
く
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
内
に
宿
る
暗
闇
を
注
意
深
く
観
察
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
き
に
は
、

暗
い
ト
ン
ネ
ル
で
、
自
ら
の
暗
い
面
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
や
が
て
、
影
は
と
て
も
強
大
に
な
り
、
あ
る
夜
、
戻
っ
て

き
て
、
あ
な
た
の
家
の
扉
を
ノ
ッ
ク
す
る
で
し
ょ
う
。
「
帰
っ
て
き
た
よ
」
と

さ
さ
や
く
で
し
ょ
う
。 

傑
出
し
た
小
説
は
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
時
代
や
文
化
を
超
え

る
教
訓
で
す
。

（
２
２
） 

 

「
私
」
の
魂
の
世
界
へ
の
形
而
上
的
な
旅
を
主
題
に
し
た
『
騎
士
団
長
殺
し
』

は
、
こ
の
ス
ピ
ー
チ
の
延
長
線
で
読
む
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
作

品
に
お
い
て
は
ウ
ィ
ー
ン
を
中
心
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
つ
の
側
面
が
描
か
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
歌
劇
『
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
』
や

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
オ
ペ
ラ
『
薔
薇
の
騎
士
』
ま
た
は
洋
画
な
ど
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
光
の
側
面
、
つ
ま
り
文
化
と
美
術
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
や
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
の
収
容
所
な
ど
に
表
現
さ
れ
て

い
る
「
影
」
、
つ
ま
り
ナ
チ
ス
政
権
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
み
出
し
た
暴
力
的
な

側
面
で
あ
る
。 

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ド
イ
ツ
に
併
合
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」

が
お
こ
な
わ
れ
」
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
自
立
し
た
国
と
し
て
な
く
な
っ
た
一
九
三

八
年
の
三
月
に
ウ
ィ
ー
ン
で
留
学
生
で
あ
っ
た
雨
田
具
彦
は
、
大
学
生
を
中
心
と

す
る
地
下
抵
抗
組
織
「
カ
ン
テ
ラ
」
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
恋

人
に
よ
っ
て
、
あ
る
ナ
チ
ス
高
官
を
狙
っ
た
暗
殺
未
遂
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
。

ア
ン
シ
ュ
ル
ス
に
伴
っ
た
暴
動
で
恋
人
を
亡
く
し
て
し
ま
い
、
強
制
的
に
日
本
に

帰
国
さ
せ
ら
れ
た
具
彦
は
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
拡
大
し
て
し
ま
っ
た

「
影
」
に
負
け
た
瞬
間
を
目
撃
し
た
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、

本
作
品
に
お
け
る
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。 

長
編
小
説
『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
い
て
最
大
の
謎
の
一
つ
は
、
「
私
」
の
魂

の
世
界
へ
の
旅
と
雨
田
具
彦
が
目
撃
し
た
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
に
お
け
る
暴
力
性

が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
作
中
に
し
ば
し
ば
言

及
さ
れ
て
い
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
テ
ー
マ
か
ら
見
れ
ば
、
第
二

次
世
界
大
戦
に
お
け
る
暴
力
や
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
「
悪
」
を
表
現
す
る
に
は
、

例
え
ば
戦
争
の
勃
発
の
契
機
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
（
一
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）



 

九
三
九
年
九
月
一
日
）
な
ど
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
画
期
的
な
出
来
事
に
焦
点
を

当
て
た
方
が
自
然
な
選
択
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

村
上
春
樹
は
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
に
対
し
て
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
作

品
で
は
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
教
科
書
か
ら
の
引
用
に
似
た
よ
う

な
、
虚
構
性
を
欠
い
た
詳
し
い
説
明
が
く
り
返
し
書
か
れ
て
い
る
。 

「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
と
い
う
の
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
侵
攻
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
ド
イ
ツ
軍
の
指
導
者
で
あ
っ

た
ヒ
ト
ラ
ー
の
役
割
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
最
高
指
導
者

で
あ
っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝

国
（
現
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
に
あ
る
町
ブ
ラ
ウ
ナ
ウ
・
ア
ム
・
イ
ン
（B

raunau am
 

Inn

）
に
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
い
う
国
家
の

「
消
滅
」
を
も
た
ら
し
た
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
は
、
厳
密
に
言
え
ば
外
部
に
よ
る

暴
力
的
な
攻
撃
で
は
な
く
、
内
部
に
潜
ん
で
い
る
「
影
」
の
拡
大
が
も
た
ら
し
た

悲
惨
な
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

要
す
る
に
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
け
る
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
と
は
、
村
上

春
樹
が
デ
ン
マ
ー
ク
で
述
べ
た
、
観
察
し
き
れ
て
い
な
い
「
影
」
が
強
大
に
な
っ

て
戻
っ
て
き
た
瞬
間
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
雨
田
具
彦
の
絵
「
騎

士
団
長
殺
し
」
に
お
い
て
は
、
内
部
に
潜
ん
で
い
る
「
影
」
の
抹
殺
さ
れ
る
場
面

が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
私
」
を
自
分
の
内
界
を
め
ぐ
る
旅
に
誘
い
、
自

分
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
影
」
、
つ
ま
り
暴
力
的
な
側
面
や
「
悪
」
を
発
見
さ
せ

る
動
機
に
な
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

村
上
春
樹
が
デ
ン
マ
ー
ク
で
行
っ
た
ス
ピ
ー
チ
は
、
移
民
問
題
に
直
面
し
て
い

る
我
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
向
け
て
発
信
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
２
３
）

近

年
移
民
問
題
に
直
面
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
外
部
の
「
悪
」
の
危
険
性
を

強
調
し
て
高
い
壁
を
作
り
な
が
ら
、
「
内
な
る
「
悪
」
」
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
過

去
の
危
険
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
て
語
っ
て
い
る
国
も
幾
つ
か
存
在
し
て
い

る
。 『

騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
い
て
、
拡
大
し
た
「
影
」
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
的
な

結
果
を
具
体
的
に
表
す
一
例
と
し
て
、
第
１
部
の
末
尾
に
サ
ム
エ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ン

ベ
ル
ク
の
体
験
記
『
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
の
反
乱
』
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
現

在
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
あ
る
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
は
、
か
つ
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
強
制
収

容
所
の
一
つ
で
あ
り
、
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
三
年
の
僅
か
一
年
半
の
間
に
八

〇
万
人
以
上
の
命
が
奪
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
絶
滅
収
容
所
で
あ
っ
た
。
ト
レ
ブ
リ

ン
カ
の
最
後
の
生
き
残
り
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
レ
ン
ベ
ル
ク
が
亡
く
な
っ
た
の
は
二
〇

一
六
年
の
二
月
で
あ
り
、
そ
の
時
、
村
上
春
樹
が
お
そ
ら
く
『
騎
士
団
長
殺
し
』

の
執
筆
の
最
中
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
れ
ば
、
『
ト
レ
ブ

リ
ン
カ
の
反
乱
』
を
引
用
す
る
こ
と
は
ヴ
ィ
レ
ン
ベ
ル
ク
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
そ
れ
と
同
時
に
、
引
用
文
に
登
場
す
る
人
物
が
肖
像
画

を
描
い
て
い
る
画
家
で
あ
る
点
に
お
い
て
は
『
騎
士
団
長
殺
し
』
と
の
明
快
な
関

連
性
が
見
ら
れ
る
。 

引
用
文
に
お
い
て
登
場
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
画
家
は
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
の
囚
人
で
あ

る
が
、
彼
の
画
家
と
し
て
の
専
門
的
技
能
が
高
く
評
価
さ
れ
た
結
果
、
ガ
ス
室
へ

お
移
送
を
免
れ
て
い
る
。
彼
は
収
容
所
の
ド
イ
ツ
兵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。 

 
「
（
前
略
）
連
中
は
親
戚
や
ら
奥
さ
ん
や
ら
、
母
親
や
ら
子
ど
も
た
ち
や
ら
の

写
真
を
持
っ
て
く
る
。
誰
も
が
肉
親
を
描
い
た
絵
を
欲
し
が
る
ん
だ
。
親
衛
隊
員

た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
家
族
の
こ
と
を
感
情
豊
か
に
、
愛
情
を
こ
め
て
わ
た
し
に

説
明
す
る
。
そ
の
目
の
色
や
髪
の
色
な
ん
か
を
。
そ
し
て
わ
た
し
は
ぼ
や
け
た
白
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黒
の
素
人
写
真
を
も
と
に
、
彼
ら
の
家
族
の
肖
像
画
を
描
く
の
さ
。
で
も
な
、
誰

が
な
ん
と
言
お
う
と
、
わ
た
し
が
描
き
た
い
の
は
ド
イ
ツ
人
た
ち
の
家
族
な
ん
か

じ
ゃ
な
い
。
わ
た
し
は
〈
隔
離
病
棟
〉
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
子
供
た
ち
を
、
白
黒

の
絵
に
し
た
い
ん
だ
。
や
つ
ら
が
殺
戮
し
た
人
々
の
肖
像
画
を
描
き
、
そ
れ
を
自

宅
に
持
っ
て
帰
ら
せ
、
壁
に
飾
ら
せ
た
い
ん
だ
よ
。
ち
く
し
ょ
う
ど
も
め
！
」（
32 

彼
の
専
門
的
技
能
は
大
い
に
重
宝
さ
れ
た
、
太
文
字
原
文
の
ま
ま
） 

 

ユ
ダ
ヤ
人
の
画
家
の
以
上
の
発
言
に
お
い
て
ま
ず
興
味
深
い
の
は
、
大
勢
の
人

を
殺
戮
し
た
親
衛
隊
員
た
ち
が
絶
対
的
な
悪
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
肉
親
を

愛
す
る
と
い
う
善
な
る
一
面
を
有
し
て
い
る
人
間
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
「
自
分
た
ち
の
家
族
の
こ
と
を
感
情
豊
か
に
、
愛
情
を
こ
め

て
」
ユ
ダ
ヤ
人
の
画
家
に
語
る
親
衛
隊
員
た
ち
は
、
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
「
影
」

に
負
け
て
し
ま
い
、
そ
の
危
険
な
物
語
に
誘
惑
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
た
ち
の
表

象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
画
家
は
生
き
残
る
た
め
に
、
彼
ら
が
愛
す

る
家
族
の
肖
像
画
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
完
成
し
た
肖
像
画
に
は

画
家
が
本
当
に
描
き
た
い
風
景
、
つ
ま
り
収
容
所
で
殺
戮
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
姿

が
潜
在
し
て
い
る
。 

な
お
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』
の
第
１
部
の
末
尾
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
ト
レ

ブ
リ
ン
カ
の
反
乱
』
か
ら
の
一
部
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私
」

が
描
い
て
き
た
肖
像
画
の
裏
に
広
が
る
「
別
の
新
た
な
光
景
」
と
し
て
主
人
公
の

個
人
的
な
ト
ラ
ウ
マ
だ
け
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
で
亡
く

な
っ
た
大
勢
の
人
の
姿
が
浮
か
び
上
が
り
、
「
私
」
の
「
内
な
る
「
悪
」
」
と
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
み
出
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
巨
大
な
「
影
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な

り
合
う
。 

そ
の
巨
大
な
「
影
」
が
作
り
上
げ
た
「
暴
力
装
置
に
し
っ
か
り
と
組
み
込
ま
れ

て
」
い
っ
た
の
は
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
い
て
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
枢
軸
国
の
一
つ
で
あ
っ
た
ハ
ン
ガ

リ
ー
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
住
民
の
経
済
力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
移

送
を
要
求
す
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
要
求
に
長
年
に
渡
っ
て
抵
抗
し
て
い
た
が
、

一
九
四
四
年
の
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
作
戦
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
軍
の
占
領
下
に
置
か
れ
、

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
的
解
決
」
の
実
施
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
四

四
年
五
月
か
ら
七
月
ま
で
の
僅
か
二
ヶ
月
間
で
四
〇
万
以
上
の
ユ
ダ
ヤ
系
ハ
ン
ガ

リ
ー
人
が
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
（
主
に
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
＝
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
）
に

移
送
さ
れ
、
そ
の
殆
ど
が
殺
戮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
２
４
）

こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
歴

史
を
持
っ
て
い
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
文
学
や
映
画
な
ど
に
お
い
て
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
の
テ
ー
マ
が
未
だ
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
例
え
ば
、

二
〇
〇
二
年
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
ケ
ル
テ
ー
ス
・
イ
ム
レ
（K

ertész 

Im
re,

 

一
九
二
九
～
二
〇
一
六
年
）
の
名
作
『
運
命
で
は
な
く
』（Sorstalanság

,
 

一

九
七
五
年
）
、
ま
た
は
二
〇
一
五
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
始
め
、
多
く
の
国
際
映

画
賞
を
受
賞
し
た
ネ
メ
シ
ュ
・
ラ
ー
ス
ロ
ー
（N

em
es László

、
一
九
七
七
～
現
在
）

監
督
の
映
画
『
サ
ウ
ル
の
息
子
』
（Saul fia,

 

二
〇
一
五
年
）
な
ど
の
作
品
が
挙

げ
ら
れ
る
。
舞
台
は
日
本
に
設
定
さ
れ
、
幻
想
的
な
要
素
に
富
ん
だ
村
上
春
樹
の

『
騎
士
団
長
殺
し
』
は
、
強
制
収
容
所
の
恐
怖
を
極
め
て
リ
ア
ル
に
描
写
す
る
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
文
学
か
ら
遠
く
離
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
最
終
的
に
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
至
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
巨
大
な
「
影
」

を
蘇
ら
せ
、
そ
れ
を
現
代
を
生
き
る
個
人
の
「
内
な
る
「
悪
」
」
を
め
ぐ
る
物
語

の
動
機
と
し
て
位
置
付
け
る
点
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
作
品
で
あ
る
。 

過
去
の
「
影
」
は
姿
か
た
ち
を
変
え
た
と
し
て
も
、
決
し
て
消
え
て
は
い
な
い
。
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「
私
」
が
無
意
識
の
領
域
を
象
徴
し
て
い
る
「
メ
タ
フ
ァ
ー
通
路
」
で
初
め
て
遭

遇
し
、
現
時
点
に
最
も
近
い
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
お
い
て
「
私
」
を
訪
れ
る
「
顔

の
な
い
男
」
は
、
こ
の
よ
う
な
特
定
し
た
顔
を
持
た
な
い
「
影
」
、
「
私
」
の
知

ら
な
い
一
面
を
体
現
し
て
い
る
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
影
」

の
顔
を
見
つ
け
て
描
く
こ
と
は
主
人
公
の
「
私
」
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
迫

っ
て
く
る
「
他
者
」
の
危
険
性
ば
か
り
を
主
張
し
、
拡
大
し
て
い
く
可
能
性
を
持

っ
た
自
ら
の
「
影
」
の
存
在
か
ら
目
を
逸
ら
し
が
ち
で
あ
る
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
生
き
る
我
々
に
も
要
求
さ
れ
て
い
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
で
あ
ろ
う
。 

 

終
わ
り
に 

 

本
稿
に
お
い
て
は
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
、
と
り
わ
け

「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
」
と
い
う
芸
術
傾
向
と
歴
史
に
関
連
付
け
て
解

釈
し
、
主
人
公
が
自
分
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
悪
」
の
存
在
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
る
過
程
を
描
い
た
本
作
品
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
最
後

に
は
本
作
品
に
見
ら
れ
る
問
題
点
に
触
れ
て
本
論
を
終
え
た
い
。 

「
私
」
は
自
分
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
影
」
、
「
内
な
る
「
悪
」
」
の
存
在
に

気
づ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
自
画
像
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
の
肖
像
画
を
隠
し
て
し
ま
う
ば
か
り
で
な

く
、
自
分
の
知
ら
な
い
一
面
を
体
現
し
て
い
る
「
顔
の
な
い
男
」
の
肖
像
画
を
描

く
こ
と
を
棚
に
上
げ
て
し
ま
う
と
い
う
展
開
は
、
本
作
品
に
お
け
る
大
き
な
問
題

点
の
一
つ
だ
ろ
う
。

（
２
５
）

つ
ま
り
、
椹
木
野
衣
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
が
最

終
的
に
幸
福
な
家
庭
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
「
錯
覚
」

（
２
６
）

に
他

な
ら
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
私
」
は
室
と
い
う
小
さ
な
娘
を
東
日
本
大

震
災
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
普
遍
的
な
危
険
か
ら
守
ろ
う
と
決
心
し
て
い
る
一
方

で
、
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
肖
像
画
を
描
い
て
ほ
し
い

と
い
う
「
顔
の
な
い
」
男
の
依
頼
に
応
え
ず
に
お
り
、
自
分
自
身
の
本
当
の
「
顔
」

を
把
握
し
て
い
な
い
。
こ
の
展
開
か
ら
見
れ
ば
、
「
私
」
は
結
局
、
自
分
の
中
に

潜
ん
で
い
る
「
悪
」
と
の
対
面
を
避
け
続
け
、
本
来
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

村
上
春
樹
は
、
『
み
み
ず
く
は
黄
昏
に
飛
び
た
つ
』
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、

自
分
が
書
い
て
い
る
こ
と
が
「
け
っ
こ
う
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
だ
」
と
確
信
し
な
が
ら

も
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
テ
ー
マ
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
直
接
的
に
持
ち
込

み
た
く
な
い
」

（
２
７
）

姿
勢
を
保
ち
続
け
て
き
た
作
家
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
風
は
い

わ
ば
、
物
語
の
中
に
も
う
一
つ
の
「
別
の
新
た
な
光
景
」
を
描
い
て
き
た
村
上
春

樹
の
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
本
質
で
は
な
い
か
と
論
者
は
考
え
て
い
る
。
村

上
春
樹
は
、
「
物
語
と
い
う
の
は
、
解
釈
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
物
語
に
な
る
ん
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
う
、
っ
て
作
者
が
い
ち
い
ち
パ
ッ

ケ
ー
ジ
を
ほ
ど
い
て
い
た
ら
、
そ
ん
な
の
面
白
く
も
何
と
も
な
い
。
読
者
は
ガ
ッ

カ
リ
し
ち
ゃ
い
ま
す
。
作
者
に
も
よ
く
わ
か
っ
て
な
い
か
ら
こ
そ
、
読
者
一
人
ひ

と
り
の
中
で
意
味
が
自
由
に
膨
ら
ん
で
い
く
ん
だ
と
僕
は
い
つ
も
思
っ
て
い
る
」

（
２
８
）

と
述
べ
て
お
り
、
読
者
一
人
ひ
と
り
に
よ
る
個
人
的
な
解
釈
の
可
能
性
、
も
う
一

つ
「
別
の
新
た
な
光
景
」
の
発
見
の
必
然
性
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
雨
田

具
彦
の
作
品
「
騎
士
団
長
殺
し
」
の
中
か
ら
自
分
の
物
語
を
見
出
し
て
困
難
を
乗

り
越
え
た
「
私
」
と
同
様
に
、
読
者
が
難
解
な
メ
タ
フ
ァ
ー
が
数
多
く
詰
め
合
わ

さ
れ
て
い
る
長
編
小
説
『
騎
士
団
長
殺
し
』
の
中
か
ら
個
人
的
な
物
語
を
発
見
す

る
こ
と
を
作
者
は
期
待
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

「
私
」
を
内
面
的
な
世
界
を
め
ぐ
る
旅
に
誘
う
イ
デ
ア
が
「
諸
君
、
こ
の
宇
宙
に
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（
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）

（
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）

（
28
）



 

お
い
て
は
、
す
べ
て
がcaveat em

ptor

な
の
だ
」
、
つ
ま
り
「
買
い
手
責
任
」
な

ん
だ
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
点
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
れ
ば
、
村
上
春
樹
は
自

分
の
書
い
た
物
語
に
対
す
る
責
任
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

強
い
疑
問
が
残
る
。 

  

注 （
１
）
清
水
良
典
「
自
画
像
と
「
父
」
な
る
も
の
―
―
村
上
春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』
論
」

（
『
群
像
』
二
〇
一
七
・
五
、
四
〇
頁
） 

（
２
）
鈴
村
和
成
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
作
引
用
」（
『
文
学
界
』
二
〇
一
七
・
五
、
一
一
七

頁
） 

（
３
）D

aniel M
orales, "' K

illing Com
m

endatore': M
urakam

i's latest lacks inspired 
touch of earlier w

orks" The Japan Tim
es, 1.4. 2017 

 
"W

ind-up Bird" succeeded because it dram
atized w

artim
e events, m

aking 
them

 incredibly im
m

ediate. "K
illing C

om
m

endatore," on the other hand, can 
feel like a W

ikipedia entry at tim
es. 

 
U

ltim
ately, the narrator doesn't seem

 to have learned m
uch from

 these nine 
strange m

onths. H
e continues largely as he did before, painting portraits in an 

alm
ost m

echanical m
anner w

ithout m
uch significance. "That's the life I 

w
anted," the narrator says. "A

nd that's also w
hat people w

anted of m
e." 

 
Ironically, this could be read as a stand-in for M

urakam
i's w

riting itself. I, 
for one, w

anted m
ore, and I im

agine other readers w
ill as w

ell."

（
引
用
は
私
訳
） 

〔https://w
w

w.japantim
es.co.jp/culture/2017/04/01/books/book-review

s/killing
-com

m
endatore-m

urakam
is-latest-lacks-inspired-touch-earlier-w

orks/#.W
0K

n
A

tIzY
2w

〕 

【
最
終
検
索
日
：
二
〇
一
八
年
七
月
九
日
】 

（
４
）
柴
田
勝
二
「
自
己
に
魅
せ
ら
れ
る
物
語
―
『
騎
士
団
長
殺
し
』
と
寓
意
の
脱
落
―
」

（
沼
野
充
義
監
修
・
曽
秋
桂
編
修
『
村
上
春
樹
に
お
け
る
魅
惑
』
淡
江
大
学
出
版
中

心
、
二
〇
一
八
、
九
六
～
九
七
頁
） 

（
５
）
同
右
、
一
〇
三
頁 

（
６
）
小
山
鉄
郎
「「
イ
デ
ア
」
に
対
抗
す
る
「
私
」
―
―
「
悪
」
を
見
つ
め
、「
恐
怖
」
を

超
え
る
二
十
一
世
紀
小
説
」
（『
文
学
界
』
二
〇
一
七
・
五
、
九
〇
頁
） 

（
７
）
曾
秋
桂
「
『
女
の
い
な
い
男
た
ち
』
の
延
長
線
と
し
て
読
む
『
騎
士
団
長
殺
し
』
の

「
魅
惑
」
―
―
東
日
本
大
震
災
へ
の
思
い
を
馳
せ
て
―
―
」
（
沼
野
充
義
監
修
・
曽

秋
桂
編
修
、
前
掲
『
村
上
春
樹
に
お
け
る
魅
惑
』
、
二
五
〇
頁
） 

（
８
）
村
上
春
樹
の
最
も
有
名
な
比
喩
の
一
つ
で
あ
る
「
二
階
建
て
の
家
」
の
説
に
よ
れ
ば
、

人
間
の
存
在
は
二
階
建
て
の
家
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
一
階
は
日
常

生
活
を
行
う
場
所
で
あ
り
、
二
階
は
個
室
や
寝
室
が
あ
る
。
そ
し
て
、
特
別
な
場
所

と
し
て
、
様
々
な
も
の
が
置
い
て
あ
る
地
下
室
が
あ
り
、
日
常
的
に
使
う
こ
と
が
な

く
て
も
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
。
更
に
そ
の
下
に
は
ま

た
別
の
地
下
室
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
簡
単
に
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
は
つ

ま
り
「
地
下
二
階
」
の
空
間
で
あ
り
、「
前
近
代
の
人
々
が
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
味
わ
っ

て
い
た
暗
闇
（
中
略
）
と
呼
応
す
る
暗
闇
」
の
空
間
だ
と
言
う
。
村
上
が
こ
の
比
喩

を
初
め
て
述
べ
た
の
は
、
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
の
発
表
直
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お

い
て
（
村
上
春
樹
・
湯
川
豊
・
小
山
鉄
郎
「
ロ
ン
グ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

村
上
春
樹

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
を
語
る
」
、『
文
學
界
』
二
〇
〇
三
・
四
、
一
〇
～
四
二
頁
）
で

あ
る
が
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』
を
め
ぐ
る
川
上
未
映
子
と
の
対
談
に
お
い
て
も
言
及

さ
れ
て
い
る
。
（
川
上
未
映
子
・
村
上
春
樹
『
み
み
ず
く
は
黄
昏
に
飛
び
た
つ
―
川

上
未
映
子
訊
く 

村
上
春
樹
語
る
―
』「
第
二
章 

地
下
二
階
で
起
き
て
い
る
こ
と
」、

新
潮
社
、
二
〇
一
七 

、
七
一
～
一
八
二
頁
。
以
降
『
み
み
ず
く
は
黄
昏
に
飛
び
た

つ
』
と
記
す
。） 

（
９
）
本
文
か
ら
の
引
用
は
全
て
、
村
上
春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』
「
第
１
部 

顕
れ
る
イ

デ
ア
編
」「
第
２
部 

遷
ろ
う
メ
タ
フ
ァ
ー
編
」（
新
潮
社
、
二
〇
一
七
）
に
拠
っ
た
。

な
お
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。 

（
１０
）
い
し
い
し
ん
じ
「
絵
を
生
き
る
―
村
上
春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』
を
読
む
」（
『
新
潮
』

二
〇
一
七
・
四
、
二
〇
二
頁
） 

（
１１
）
椹
木
野
衣
「
暗
殺
と
森
―
村
上
春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』
を
透
視
す
る
」（
『
新
潮
』

二
〇
一
七
・
五
、
一
四
一
頁
） 

（
１２
）
日
本
語
で
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」、「
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
」
や
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ

ー
レ
ア
リ
ス
ム
ス
」
な
ど
と
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
、
絵
画
に
お
け
る
芸
術
傾
向
を
指
す
場
合
は
「
マ
ギ
ッ
シ
ャ
ー
レ
ア
リ
ス
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ム
ス
」、
文
学
の
手
法
を
指
す
場
合
は
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
表
記
す
る
。 

（
１３
）
種
村
季
弘
『
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
―
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
芸
術
』（ACRO

SS
,
 

一
九

八
八
、
一
〇
頁
）
傍
点
原
文
の
ま
ま
。 

（
１４
）Franz Roh, "M

agic Realism
: Post Expressionism

",  in Lois Parkinson 
Zam

ora, W
endy B. Faris (eds.) M

agical Realism
, Theory, H

istory, 
Com

m
unity, D

uke U
niversity Press, 1995. p.24. 

"For the new
 art, it is a question of representing before our eyes, in 

an intuitive w
ay, the fact, the interior figure, of the exterior w

orld. " 

（
引
用
は
私
訳
） 

（
１５
）
な
お
、
雨
田
具
彦
の
こ
の
よ
う
な
創
作
の
方
法
は
、
清
水
良
典
氏
が
指
摘
し
た
よ
う

に
「
日
本
文
学
と
は
異
な
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
日
本
語
の
小
説
を
書
き
つ
づ
け
て
き
た

特
異
な
立
場
」
に
立
っ
て
い
る
村
上
春
樹
自
身
の
作
風
を
想
起
さ
せ
る
メ
タ
フ
ァ
ー

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
（
清
水
良
典
、
前
掲
「
自
画
像
と
「
父
」
な
る
も
の
―
―
村
上

春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』
論
」
四
三
～
四
四
頁
） 

（
１６
）
本
稿
で
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
肖
像
画
に
は
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物

と
作
者
の
魂
が
同
時
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
『
騎
士
団
長
殺
し
』

は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
作
家
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
一
八
九
〇
年
に
発
表
さ

れ
た
長
編
小
説
『
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
の
肖
像
』（O

scar W
ilde, The Picture of 

Dorian Gray

）
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

（
１７
）
小
山
鉄
郎
、
前
掲
「
「
イ
デ
ア
」
に
対
抗
す
る
「
私
」
―
―
「
悪
」
を
見
つ
め
、「
恐

怖
」
を
超
え
る
二
十
一
世
紀
小
説
」
、
八
二
頁
） 

（
１８
）
川
上
未
映
子
・
村
上
春
樹
、
前
掲
『
み
み
ず
く
は
黄
昏
に
飛
び
た
つ
』「
第
二
章 
地

下
二
階
で
起
き
て
い
る
こ
と
」
、
一
五
九
～
一
六
〇
頁
。
な
お
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。 

（
１９
）
大
森
望
・
豊
崎
由
美
『
村
上
春
樹
「
騎
士
団
長
殺
し
」
メ
ッ
タ
斬
り
！
』（
河
出
書

房
新
社
、
二
〇
一
七
、
七
三
頁
） 

（
２０
）
「
メ
タ
フ
ァ
ー
通
路
」
に
入
っ
た
「
私
」
が
「
そ
の
絵
画
は
お
そ
ら
く
、
優
れ
た
詩

人
の
言
葉
が
そ
う
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
最
良
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
、
こ
の

世
界
に
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
新
た
な
現
実
を
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
の
だ
」
（
５５ 

そ

れ
は
明
ら
か
に
原
理
に
反
し
た
こ
と
だ
）
と
自
ら
語
り
、
絵
「
騎
士
団
長
殺
し
」
を

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
引
用
を
踏
ま
え
て
西
田
谷
洋
氏

は
、
「
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
芸
術
は
表
層
の
光
景
・
意
味
と
は
別
に
新
た
な
光
景

・
意
味
を
持
つ
と
い
う
主
張
は
、
現
実
は
そ
れ
と
は
異
な
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
世

界
や
意
味
と
結
び
つ
く
こ
と
で
価
値
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
現
実
と
関
連
づ
け
ら
れ
て

も
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
、「
春
樹
の
二
元
論
的
な
世
界
構
造
は
そ
れ
を

い
わ
ば
可
視
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
西
田
谷
洋
『
村

上
春
樹
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
ひ
つ
じ
研
究
叢
書
（
文
学
編
）
９
）
』
、
ひ
つ
じ
書
房
、

二
〇
一
七
、
八
頁
） 

（
２１
）
デ
ン
マ
ー
ク
で
一
八
四
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
短
編
小
説
『
影
』

（Skyggen

）
は
、
ア
フ
リ
カ
に
旅
を
し
、
そ
こ
で
自
分
の
影
を
な
く
し
て
し
ま
う

北
欧
の
学
者
の
物
語
で
あ
る
。
新
し
い
影
が
で
き
た
学
者
は
北
欧
の
国
に
帰
り
、
普

通
の
生
活
に
戻
る
。
し
か
し
、
数
年
が
経
つ
と
、
ア
フ
リ
カ
で
な
く
し
て
し
ま
っ
た

は
ず
の
影
が
学
者
の
ド
ア
の
前
に
現
れ
、
も
う
影
で
は
な
く
な
り
、
一
人
の
人
間
に

な
っ
た
と
言
う
。
お
金
持
ち
に
な
っ
た
影
は
、
貧
乏
で
体
調
を
崩
し
た
学
者
を
旅
に

誘
う
が
、
条
件
と
し
て
学
者
が
自
分
の
影
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
学

者
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
、
二
人
が
旅
立
つ
と
、
物
語
は
残
酷
な
結
末
へ
向
か
っ
て

行
く
。
あ
る
日
、
影
は
美
し
い
王
女
に
恋
を
し
、
結
婚
を
決
め
る
。
そ
れ
を
見
届
け

る
学
者
は
、
王
女
に
影
の
秘
密
を
ば
ら
す
と
影
を
脅
す
が
、
以
前
よ
り
も
強
く
な
っ

た
影
が
学
者
を
逮
捕
さ
せ
、
学
者
の
命
を
奪
う
。
Ｈ.

Ｃ.

ア
ン
デ
ル
セ
ン
（
大
畑
末

吉
訳
）「
影
法
師
」『
完
訳
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
集
（
三
）
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
、

三
三
～
五
四
頁
） 

（
２２
）
溝
呂
木
佐
季
「【
受
賞
ス
ピ
ー
チ
全
文
】
村
上
春
樹
さ
ん
「
影
と
生
き
る
」
ア
ン
デ

ル
セ
ン
文
学
賞
」
（Buzzfeed

, 

二
〇
一
六
年
一
〇
月
三
一
日
） 

〔https://w
w

w.buzzfeed.com
/jp/sakim

izoroki/m
urakam

i-andersen?ut
m

_term
=.yeM

V8w
D

0l#.doLBjqG
w

Q

〕【
最
終
検
索
日
：
二
〇
一
八
年
七
月
七

日
】 

（
２３
）
村
上
春
樹
の
「
ハ
ン
ス
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
文
学
賞
」
の
授
賞
を
報

道
し
た
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ウ
ェ
ブ
雑
誌
に
は
、
村
上
の
以
上
の
発
言
が
引
用
さ
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

"U
gye, m

ilyen aktuális! N
a és persze m

urakam
isan talányos. Bár a 

67 éves világhírű író egy szóval sem
 m

agyarázza m
eg, m

ilyen falról 
és m

ilyen betolakodókról beszél, azért aki nem
 m

ost lépett ki Platón 
barlangjából, 

annak 
világos, 

hogy 
valószínűleg 

az 
európai 
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m
enekültellenességre, m

igránskérdésre, illetve az egyre erősödő 
történelm

i revizionizm
usra utal."  

「
も
の
す
ご
く
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
だ
ろ
う
ね
。
そ
し
て
、
村
上
ら
し
く
謎
め
い
た
［
発

言
だ
］
。
六
七
歳
で
世
界
的
に
有
名
な
作
家
は
、
こ
こ
で
言
う
「
壁
」
と
「
よ
そ
者

た
ち
」
は
何
な
の
か
を
一
言
も
説
明
し
て
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
を
後
に
し
た

者
に
と
っ
て
は
、
作
家
が
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
反
難
民
主
義
や
移
民
問
題
、
及

び
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
歴
史
修
正
主
義
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。」（
私
訳
） 

〔http://w
w

w.unikornis.hu/kultura/20161103-m
urakam

i-haruki-and
ersen-dij-dania-sotet-oldal.htm

l

〕【
最
終
検
索
日
：
二
〇
一
八
年
七
月
七
日
】 

（
２４
）
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
、
非
追
放
者
を
奉
持
す
る
国
家
委

員
会
（N

ational Com
m

ittee for Attending D
eportees

）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
参
照
。http://degob.org/  
【
最
終
検
査
日
：
二
〇
一
八
年
七
月
二
九
日
】 

（
２５
）
河
合
俊
雄
も
ま
た
、
「
自
分
を
脅
か
す
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
の
絵
を

描
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
自
分
の
中
に
あ
る
暴
力
性
に
気
づ
い
た
け
れ
ど

も
、
そ
の
絵
を
仕
上
げ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
取
り
あ
え
ず
は
暴
力
の
問
題
を
封
印
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
、
本
作
品
に
お
け
る
暴
力
性
の
問
題
の
回
避
を

批
判
し
て
い
る
。（
河
合
俊
雄
「『
騎
士
団
長
殺
し
』
に
お
け
る
絵
画
の
鎮
魂
と
リ
ア

リ
テ
ィ
」
、『
新
潮
』
二
〇
一
七
・
五
、
二
六
五
頁
） 

（
２６
）
椹
木
野
衣
、
前
掲
「
暗
殺
と
森
―
村
上
春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』
を
透
視
す
る
」
、

一
三
七
頁 

（
２７
）
川
上
未
映
子
・
村
上
春
樹
、
前
掲
『
み
み
ず
く
は
黄
昏
に
飛
び
た
つ
』 
「 

第
四
章 

た
と
え
紙
が
な
く
な
っ
て
も
、
人
は
語
り
継
ぐ
」
三
三
〇
～
三
三
一
頁
。
な
お
、
ル

ビ
は
省
略
し
た
。
以
下
同
様
。 

（
２８
）
同
右
、
一
一
六
頁 

 

付
記 

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
六
日
日
本
近
代
文
学
会 

二
〇
一
七
年
度
一
一
月

例
会
（
国
際
研
究
集
会
）
に
お
け
る
パ
ネ
ル
発
表
原
稿
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
テ
ク
ス
ト
は
村
上
春
樹
『
騎
士
団
長
殺
し
』「
第
１
部 

顕
れ
る
イ
デ
ア
編
」「
第
２
部 

遷
ろ
う
メ
タ
フ
ァ
ー
編
」
（
新
潮
社
、
二
〇
一
七
）
を
使
用
し
た
。 

 

(D
alm

i K
atalin

、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
満
期
退
学)
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村上春樹『騎士団長殺し』における「ヨーロッパ」
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