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デ
ィ
ス
ト
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教

高
　
村
　
峰
　
生

１　

デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
・
ブ
ー
ム
と
宗
教
の
回
帰

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
二
〇
一
六
年
の
米

国
大
統
領
選
挙
期
間
中
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
は

非
常
に
よ
く
読
ま
れ
、
ま
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
に
翻
案
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
二
〇
一
七
年
の
初
め
、
私
は
雑
誌
『
ユ
リ
イ
カ
』
の
ア
メ
リ

カ
文
化
特
集
号
で
、
シ
ン
ク
レ
ア
・
ル
イ
ス
の
『
こ
こ
で
は
そ
ん
な
こ
と

は
起
こ
り
え
な
い [ It C

a
n

’t H
a

ppen
 H

ere]

』
と
い
う
一
九
三
五
年
の

デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
選
挙
期
間
中
に
突
如
と
し
て

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
1
。
全
体
主
義
や
恐
怖

政
治
へ
の
危
惧
と
作
品
の
内
容
が
現
実
と
呼
応
し
あ
っ
て
、
こ
の
小
説
が

読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
た
し
か
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
よ
り
有
名
な
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『1984

』
も
突
如

と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
ハ
ヤ
カ
ワep

i

文
庫
版

の
帯
に
は
、「
ト
ラ
ン
プ
政
権
誕
生
で
再
び
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
！　

世
界
の

「
今
」
を
予
言
し
た
傑
作
古
典
」
と
あ
る
。
同
様
に
リ
バ
イ
バ
ル
・
ブ
ー
ム

と
な
っ
た
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
『
侍
女
の
物
語
』
の
帯
は

「
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
未
来
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
の
翻
訳
業
界
も
海
外
に
お
け
る
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
の
流
行
と
現
ア

メ
リ
カ
政
権
の
関
係
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の

専
門
家
か
ら
寄
稿
を
集
め
た
雑
誌
『
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
「
デ
ィ
ス
ト
ピ

ア
へ
よ
う
こ
そ
」
と
題
さ
れ
た
特
集
記
事
で
、
寄
稿
者
の
一
人
ジ
ー
ン
・

シ
ー
ト
ン
は
『1984

』
が
現
代
に
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。
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ど
こ
か
遠
く
の
よ
そ
の
世
界
の
話
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、
い
ま
で
は

「
な
じ
み
深
く
、
苦
々
し
く
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
に
感
じ
ら
れ
る
」
よ
う
に

な
っ
た
と
、
彼
女
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ウ

ェ
ル
の
言
葉
は
印
象
的
で
あ
る
。「
毎
年
言
葉
が
よ
り
少
な
く
な
り
、
意

識
の
領
域
は
常
に
狭
く
な
る
。」
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
小
説
に
お
い
て
言
葉
が

ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
政
治
的
な
重
要
性
を
持

つ
の
は
、
主
人
公
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
の
勤
め
る
「
真
理
省
記
録
局
」
や
、「
ニ

ュ
ー
ス
ピ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
内
の
言
語
の
使
用
に
お
い

て
明
ら
か
だ
が
、
こ
の
こ
と
と
現
在
「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
」
と
い
う

言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
る
現
象
に
は
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
。
二
〇
一
六
年

か
ら
二
〇
一
七
年
に
か
け
て
、
反
知
性
主
義
的
な
大
統
領
の
誕
生
に
前
後

し
て
、
全
体
主
義
や
恐
怖
政
治
を
描
い
た
過
去
の
文
学
作
品
を
参
照
し
た

記
事
が
急
激
に
増
え
た
こ
と
は
徴
候
的
で
あ
る
。「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー

ス
」
や
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
フ
ァ
ク
ツ
」
に
よ
っ
て
現
実
が
権
力
の
利

益
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
時
代
に
対
処
す
る
た
め
に
、
人
々
の
あ
い
だ
に

は
事
実
だ
け
で
は
な
く
、
可
能
な
る
現
実
と
し
て
絶
望
的
世
界
を
描
い
た

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
再
読
す
る
切
実
な
動
機
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
が
流
行
っ
て
い
る
の
は
ト
ラ
ン
プ
政

権
以
後
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
し
、
ア
メ
リ
カ
に
固
有
の
現
象
で
も

な
い
。
絶
望
的
な
状
況
の
中
で
主
人
公
た
ち
が
サ
バ
イ
バ
ル
を
し
て
い
く

と
い
う
物
語
設
定
は
、
二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
非
常
に
増
え
て
き
た
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
例
は
、
シ
リ
ア
ス
・
ノ
ヴ
ェ
ル
よ
り
は
大
衆
文
学
や

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
中
に
よ
り
多
く
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
十

二
歳
か
ら
十
八
歳
の
二
四
人
の
男
女
が
、
テ
レ
ビ
中
継
さ
れ
る
中
で
最
後

の
一
人
が
残
る
ま
で
殺
し
合
い
を
強
制
さ
れ
る
『
ハ
ン
ガ
ー
ゲ
ー
ム
』
三

部
作
は
原
作
が
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
、
映
画
が
二
〇
一
二
年
か

ら
二
〇
一
五
年
に
作
ら
れ
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る

シ
リ
ア
ス
・
ノ
ヴ
ェ
ル
の
範
疇
に
お
い
て
も
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
な
物
語
設

定
は
流
行
し
て
お
り
、
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
や
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ

ク
、
日
本
で
も
多
和
田
葉
子
や
村
田
紗
耶
香
が
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
を
発

表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
お
い
て
、
国
家
が
全
体
主
義
的
な
権
威

を
持
っ
て
人
間
の
生
命
を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
共
通
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
と
く
に
生
殖
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
国
家
が
管
理
す
る

と
い
う
物
語
設
定
が
非
常
に
多
い
。
生
命
を
も
て
あ
そ
ぶ
絶
対
的
な
権
力

と
い
う
も
の
に
、
国
境
を
越
え
て
世
界
の
現
代
の
読
者
が
惹
か
れ
る
の
は

ど
う
し
て
な
の
か
。
実
際
に
生
政
治
に
よ
っ
て
個
人
の
生
命
が
情
報
化
さ

れ
、
操
作
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
直
観
的
な
答
え
も
真
実
の
一
部
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は
捉
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
の
流
行
の
背
景

に
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
権
力
が
い
か
に
人
を
魅
惑
す
る
か
と
い
う
目
を
背

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
フ
ロ
イ
ト
が
指
摘
し
て

い
た
よ
う
な
人
間
の
な
か
の
根
源
的
マ
ゾ
キ
ズ
ム
の
問
題
も
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
流
行
は
た
だ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
。
ト
ラ
ン
プ
が
人
種
的
・
文
化
的
排
外
主
義
や
女
性
差
別
的
発
言
に
も

関
わ
ら
ず
多
数
の
支
持
を
得
て
当
選
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
集
合
的
な

暴
力
性
が
確
実
に
潜
ん
で
い
る
。
人
々
が
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
だ
け
で
な

く
、
本
当
に
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
を
望
み
希
求
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
だ
と

い
う
こ
と
に
我
々
は
も
っ
と
敏
感
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
近
年
ハ
ン

ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
読
み
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
全
体
主
義
や

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
再
考
す
る
こ
と
の
知
的
な
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
高
ま

り
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
よ
う
な
形

を
と
っ
て
噴
出
す
る
集
合
的
な
暴
力
性
の
背
後
に
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー

バ
マ
ス
や
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
著
作
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
ポ
ス
ト
世
俗
社
会
」
や
「
宗
教
の
回
帰

現
象
」
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
3
。
二
〇
世
紀
の

は
じ
め
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
整
理
し
た
よ
う
に
、
近
代
化
は
脱

宗
教
化
の
過
程
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
ハ
ー
バ
マ
ス
や
ベ
ッ
ク
は
二
一
世

紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
「
再
宗
教
化
」
の
傾
向
を
強
調
し
て
い

る
。
法
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
が
奪
わ
れ
、
生
が
も
て
あ
そ
ば
れ
る
社
会

を
描
い
た
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の
流
行
と
、
制
度
に
よ
っ
て
は
規
定
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
宗
教
的
な
も
の
へ
の
信
の
強
ま
り
は
、
分
か
り
や
す
い
善
と

悪
、
敵
と
味
方
を
求
め
る
傾
向
と
あ
い
ま
っ
て
、
時
代
精
神
（
と
い
う
言

葉
を
あ
え
て
使
う
が
）
を
反
映
し
た
説
話
的
対
立
軸
を
提
供
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
近
年
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
二
つ
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
に
お

い
て
宗
教
的
な
も
の
が
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
一
つ

は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
の
『
侍
女
の
物
語
』、
も
う
一
つ
は
フ

ィ
リ
ッ
プ
・
Ｋ
・
デ
ィ
ッ
ク
の
『
高
い
城
の
男
』
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
的

な
特
徴
か
ら
言
え
ば
、
両
者
は
テ
レ
ビ
で
は
な
く
ビ
デ
オ
・
オ
ン
・
デ
マ

ン
ド
の
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
媒
体
と
し
て
い
る
点
で
共
通
し

て
い
る
。
前
者
は
二
〇
一
七
年
よ
りH

u
lu

で
制
作
・
配
信
さ
れ
て
お
り
、

現
在
シ
ー
ズ
ン
二
、
総
計
二
三
話
ま
で
配
信
が
終
わ
っ
て
い
る
。
後
者
は

A
m

azo
n

ビ
デ
オ
で
二
〇
一
五
年
の
終
わ
り
か
ら
制
作
・
配
信
さ
れ
て
お

り
、
現
在
シ
ー
ズ
ン
三
、
総
計
三
〇
話
ま
で
配
信
が
終
わ
っ
て
い
る
。
ど

ち
ら
も
原
作
の
枠
を
超
え
て
続
編
が
制
作
さ
れ
続
け
て
お
り
、
物
語
は
完

結
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
は
二
〇
一
九
年
一
月
ま
で
に
公
開

さ
れ
た
部
分
に
基
づ
い
た
、
必
然
的
に
暫
定
的
な
議
論
に
留
ま
る
と
い
う

こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

本
論
は
原
作
と
ド
ラ
マ
の
両
者
に
お
け
る
全
体
主
義
と
宗
教
的
な
も
の

の
関
わ
り
を
考
察
の
中
心
と
す
る
が
、
ド
ラ
マ
を
論
じ
る
時
に
は
原
作
に

は
存
在
し
な
い
場
面
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
原
作
が
書
か
れ
た
時
期
に
は

な
か
っ
た
よ
う
な
現
代
の
社
会
状
況
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
か

を
見
て
い
き
た
い
。
ド
ラ
マ
作
品
に
お
い
て
は
、
言
論
が
完
全
に
統
制
さ
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れ
た
世
界
の
な
か
で
、
絶
対
的
な
権
力
を
逃
れ
る
抵
抗
の
基
盤
と
し
て
宗

教
的
な
要
素
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
使
わ
れ
方

は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ハ
ー
バ
マ
ス
の
指
摘
し
た
「
宗
教
の
回
帰
現
象
」

を
反
映
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
潮
流
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
以
降
の
一
部
でN

ew
 Sin

cerity

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
旧
来

的
な
価
値
の
見
直
し
の
契
機
に
関
わ
っ
て
い
る
4
。
特
に
ド
ラ
マ
版
『
高

い
城
の
男
』
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
が
、
原
作
に
は
あ
っ
た
よ
う
な
韜
晦

や
ふ
ざ
け
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
っ
た
も
の
が
ド
ラ
マ
版
で
は
ほ
と
ん
ど
な

く
な
っ
て
お
り
、
ひ
た
す
ら
過
酷
な
世
界
と
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
人
々
の

真
剣
勝
負
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
絶
対
的
な
真
実
の
言
葉
が
存
在
す

る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
原
理
主
義
的
な
信
念
の
近
年
に
お
け
る
高
ま
り
と

も
関
わ
っ
て
い
る
。「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
」
や
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・

フ
ァ
ク
ト
」
と
い
っ
た
現
象
は
一
見
す
る
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
価
値
を
相
対
化
す
る
よ
り
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
の
「
絶
対
」
を
真
の
「
絶
対
的
真
実
」
と
し
て
受
け
止
め
て
し
ま
う

と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
言
語
を
原
理
主
義
的
な
も
の
と
す
る
働
き
が
あ

る
。
こ
う
し
た
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
す
べ
て
が
管
理
さ
れ
て

い
る
自
己
の
存
在
や
世
界
の
中
で
唯
一
不
動
の
原
理
を
示
す
「
絶
対
」
と

し
て
、
全
体
主
義
に
対
抗
す
る
宗
教
的
な
も
の
が
浮
上
す
る
の
は
、
実
は

「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
」
や
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
フ
ァ
ク
ト
」
と
い
う

現
象
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
調
和
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
二
作
品
を
検
討
し
て
み
た
い
。

２
『
侍
女
の
物
語
』
に
お
け
る
権
威
と
し
て
の
聖
書

ア
ト
ウ
ッ
ド
の
『
侍
女
の
物
語
』
で
は
、
舞
台
と
な
っ
て
い
る
北
米
は

キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
勢
力
に
よ
る
ギ
レ
ア
デ
共
和
国
と
呼
ば
れ
る
宗
教

国
家
が
支
配
し
て
お
り
、
環
境
汚
染
や
原
発
事
故
な
ど
で
非
常
に
出
生
率

が
低
下
し
た
た
め
、
健
康
な
女
性
は
子
供
を
産
む
た
め
の
道
具
と
し
て

「
侍
女
」
に
な
り
、
支
配
者
層
で
あ
る
「
司
令
官
」
に
仕
え
て
い
る
。「
侍

女
」
た
ち
は
本
名
で
は
な
く
、「
司
令
官
」
の
名
に
「
オ
ブ
」
を
冠
し
た
「
オ

ブ
フ
レ
ッ
ド
」「
オ
ブ
グ
レ
ン
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
名
前
で
呼
ば
れ
て
お

り
、
完
全
に
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
。「
司
令
官
」
と
「
侍
女
」
の
性
行
為

は
何
の
喜
び
も
な
い
義
務
的
な
も
の
で
、「
儀
式
」
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に

は
「
司
令
官
」
の
妻
も
立
ち
会
う
。
こ
こ
で
は
恐
怖
政
治
が
支
配
し
て
お

り
、
行
動
を
規
制
す
る
様
々
な
法
に
違
反
し
た
も
の
は
容
易
に
処
罰
さ
れ

る
し
、
拷
問
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
侍
女
」
を
束
ね
て
「
教
育
」
し

て
い
る
の
が
ア
ン
ト
・
リ
デ
ィ
ア
と
い
う
権
力
の
犬
の
よ
う
な
中
年
女
性

で
、
こ
の
女
性
が
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
な
異
常
な
世
界
の
秩
序
を
形
成
す
る

の
に
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
物
語
は
「
侍
女
」
の
一
人

オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
時
折
、
彼
女
が
侍
女
に
な
る
前
に
夫

と
娘
と
共
に
暮
ら
し
て
い
た
時
の
こ
と
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
よ
う
に

し
て
挿
入
さ
れ
る
構
造
を
取
っ
て
い
る
。

ア
ト
ウ
ッ
ド
は
創
作
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
全
体
主
義
が
実
現
す

る
と
し
た
ら
こ
の
よ
う
な
形
に
な
る
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
小
説
を
書
い
た

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
社
会
に
お
い
て
は
聖
書
の
言
葉
は
支
配
の
道
具
で
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あ
り
、
支
配
者
た
ち
は
そ
の
制
度
を
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
右
に
言
及
し
た
性
交
の
「
儀
式
」
は
、
小
説
の
エ
ピ

グ
ラ
フ
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
『
創
世
記
』
の
ラ
ケ
ル
と
ヤ
コ
ブ
の
対
話

を
参
照
し
て
い
る
。
子
供
が
で
き
な
い
ラ
ケ
ル
が
ヤ
コ
ブ
に
子
供
を
「
与

え
て
く
だ
さ
ら
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
は
死
に
ま
す
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、

ヤ
コ
ブ
が
自
分
は
神
で
は
な
い
か
ら
子
供
を
授
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

答
え
る
と
、
ラ
ケ
ル
は
自
分
の
仕
え
女
の
ビ
ル
ハ
と
交
わ
り
、
そ
の
子
供

を
自
分
に
与
え
よ
と
言
う
5
。
少
子
化
対
策
と
し
て
「
侍
女
」
の
シ
ス
テ

ム
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ギ
レ
ア
デ
共
和
国
は
こ
の
聖
書
の
言
葉
に

権
威
を
借
り
、
原
理
主
義
的
に
現
実
に
あ
て
は
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

侍
女
た
ち
は
ふ
た
り
一
組
で
町
に
買
い
物
に
行
く
が
、
そ
の
二
人
が

出
会
う
と
き
に
は
決
め
ら
れ
た
挨
拶
―
一
人
が“B

lessed
 b

e th
e 

fru
it”

と
言
い
、
も
う
一
人
が“M

ay th
e Lo

rd
 o

p
en

”

と
返
す
―
を

す
る
6
。
こ
れ
は
『
申
命
記
』
の
う
ち
で
神
へ
の
従
順
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
恵
み
を
記
述
し
た
二
八
章
へ
の
言
及
で
あ
り
、fru

it

と
い
う
言

葉
は“T

h
e fru

it o
f yo

u
r w

o
m

b
 w

ill b
e b

lessed
”

と
い
う
フ
レ
ー

ズ
か
ら
取
ら
れ
て
い
て
、
つ
ま
り
は
胎
児
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
返

答
の
方
の “M

ay th
e Lo

rd
 o

p
en

”

の
元
に
な
っ
て
い
る
の
は
、“T

h
e 

LO
R
D

 w
ill o

p
en

 th
e h

eaven
s, H

is ab
u
n
d
an

t sto
reh

o
u
se, to

 

sen
d
 rain

 to
 yo

u
r lan

d
 in

 seaso
n
 an

d
 to

 b
less all th

e w
o
rk

 

o
f yo

u
r h

an
d
s.”

と
い
う
一
節
で
、「
恵
み
の
雨
の
た
め
に
天
を
開
く
」

と
い
う
意
味
か
ら
来
て
い
る
。
両
者
を
突
き
合
せ
れ
ば
侍
女
た
ち
が
日
常

的
に
か
わ
す
挨
拶
の
う
ち
に
は
、「
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
子
供
を
授
か
り

ま
す
よ
う
に
」
と
い
っ
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
お

そ
ら
く
侍
女
た
ち
は
自
分
た
ち
の
言
葉
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
に
気

付
い
て
お
ら
ず
、
自
分
た
ち
が
聖
書
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

も
、
そ
れ
ら
が
自
分
た
ち
の
「
産
む
機
械
」
と
し
て
の
役
割
に
言
及
し
た

言
葉
で
あ
る
こ
と
に
も
無
自
覚
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
た
だ
挨
拶
の
言
葉

と
し
て
記
憶
さ
せ
ら
れ
た
言
葉
を
機
械
的
に
繰
り
返
し
て
い
る
の
だ
。
実

際
、
侍
女
た
ち
は
法
律
に
よ
っ
て
文
字
を
見
る
こ
と
す
ら
禁
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
が
「
司
令
官
」
と
プ
レ
イ
す
る

ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
、「
ス
ク
ラ
ブ
ル
」
が
背
徳
と
な
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
葉
は
主
人
公
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
の
中
に

断
片
と
し
て
存
在
す
る
。
原
作
の
小
説
に
は
、
彼
女
が
心
の
中
で
「
ア
メ

ー
ジ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ス
」
を
歌
う
シ
ー
ン
が
あ
る
。

So
m

etim
es I sin

g
 to

 m
yself, in

 m
y h

ead
; so

m
eth

in
g 

lu
gu

b
rio

u
s, m

o
u
rn

fu
l, p

resb
yterian

:

A
m

azin
g grace, h

o
w

 sw
eet th

e so
u
n
d

C
o
u
ld

 save a w
retch

 lik
e m

e,

W
h
o
 o

n
ce w

as lo
st, b

u
t n

o
w

 am
 fo

u
n
d
,

W
as b

o
u
n
d
, b

u
t n

o
w

 am
 free.

I d
o
n
’t k

n
o
w

 if th
e w

o
rd

s are righ
t. I can

’t rem
em

b
er. 

Su
ch

 so
n
gs are n

o
t su

n
g an

y m
o
re in

 p
u
b
lic, esp

ecially 

th
e o

n
es th

at u
se w

o
rd

s lik
e free. T

h
ey are co

n
sid

ered
 

to
o
 d

an
gero

u
s. 7
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引
用
文
中
で
主
人
公
が
不
安
に
思
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
詞
は
四

行
目
で
間
違
っ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
歌
詞
は
、“W

as b
lin

d
, b

u
t 

n
o
w

 I see.”
な
の
だ
。
も
と
も
と
奴
隷
貿
易
船
の
船
乗
り
で
あ
っ
た
ジ

ョ
ン
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
の
ち
に
牧
師
と
な
り
、
過
去
の
行
い
を
悔
い
て
作

っ
た
こ
の
歌
詞
に
は
、
過
去
に
は
盲
目
で
あ
っ
た
自
分
が
今
で
は
奴
隷
制

度
の
残
酷
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
彼
自
身
の
変
化
が
刻
印
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
第
四
節
の
代
わ
り
に
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
が
心
の
中
で
歌
う
一

行“W
as b

o
u
n
d
, b

u
t n

o
w

 am
 free”

は
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
囚
わ
れ

の
身
で
あ
る
彼
女
の
立
場
を
代
弁
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
時
、

オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
は
奴
隷
制
度
の
も
と
に
あ
っ
た
黒
人
た
ち
と
自
分
の
状
況

を
結
び
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
支
配
す
る
側
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
言
語
の

支
配
さ
れ
る
側
か
ら
の
書
き
直
し
と
も
言
え
る
翻
案
で
あ
る
。「
ア
メ
ー

ジ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ス
」
は
実
際
に
黒
人
霊
歌
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
歌
へ
と

し
て
虐
げ
ら
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
の
き
わ
め
て
キ
リ
ス
ト

教
色
の
強
い
抗
議
小
説
で
あ
る
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
お
い
て
、

残
虐
な
主
人
レ
グ
リ
ー
の
奴
隷
と
な
っ
た
ト
ム
は
「
ア
メ
ー
ジ
ン
グ
・
グ

レ
イ
ス
」
の
別
の
箇
所
を
歌
う
8
。
横
暴
な
主
人
の
も
と
で
虐
げ
ら
れ
た

ト
ム
は
歌
の
う
ち
に
神
へ
の
信
仰
を
保
持
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
支

え
よ
う
と
す
る
。
歌
を
声
に
出
し
て
歌
う
こ
と
が
で
き
る
ト
ム
に
対
し
、

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
出
す
自
由
す
ら
奪
わ
れ
て
い
る
オ
ブ
フ
レ

ッ
ド
に
と
っ
て
「
ア
メ
ー
ジ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ス
」
は
精
神
的
な
よ
す
が
に

は
な
ら
な
い
。
彼
女
は
続
け
て
エ
ル
ヴ
ィ
ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
の
「
ハ
ー
ト

ブ
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
」
の
一
節
（「
寂
し
く
て
た
ま
ら
な
い
／
寂
し
く
て
た
ま

ら
な
い
／
寂
し
く
て
死
に
そ
う
な
ん
だ
」）
を
思
い
出
し
、
こ
れ
も
ま
た

禁
じ
ら
れ
た
歌
だ
と
思
う
。
侍
女
に
は
神
の
恩
寵
（
ア
メ
ー
ジ
ン
グ
・
グ

レ
イ
ス
）
が
与
え
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、「
寂
し
さ
」
を
表
明
す
る
こ
と

す
ら
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
侍
女
た
ち
は
苦
し

み
を
嘆
く
内
面
性
さ
え
奪
い
取
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
『
侍
女
の
物

語
』
の
原
作
に
お
い
て
は
、
権
力
者
側
と
侍
女
た
ち
の
側
で
は
宗
教
的
な

言
葉
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
大
き
な
格
差
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
修

正
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　

H
u
lu

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
ド
ラ
マ
版
『
ハ
ン
ド
メ
イ
ズ
・
テ
イ
ル

／
侍
女
の
物
語
』
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
単
に
支
配
者
た
ち
の
言
語

を
構
成
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
抵
抗
の
言
語
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主

人
公
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
が
、
仲
間
の
侍
女
で
あ
る
オ
ブ
グ
レ
ン
と
い
う
人
物

に
つ
い
て
尋
問
を
受
け
る
、
原
作
に
は
存
在
し
な
い
場
面
に
注
目
し
た
い
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
侍
女
は
外
出
す
る
際
は
二
人
組
に
な
り
お
互
い
に

言
動
を
監
視
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
と
オ
ブ
グ

レ
ン
は
こ
の
外
出
時
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
で
あ
る
。
小
説
で
は
ほ
と
ん
ど

終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
、
オ
ブ
グ
レ
ン
は
「
メ
イ
デ
ー
」
と
い
う
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
運
動
へ
の
関
与
を
当
局
に
知
ら
れ
て
自
殺
を
し
た
と
い
う
話
を
オ

ブ
フ
レ
ッ
ド
は
耳
に
す
る
。
ド
ラ
マ
版
に
お
い
て
も
オ
ブ
グ
レ
ン
は
抵
抗

集
団
に
属
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
女
は
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
い
う
設
定
に

な
っ
て
お
り
、「
侍
女
」
に
な
る
前
に
は
そ
の
こ
と
で
大
学
の
教
授
職
を

追
わ
れ
て
い
る
。「
侍
女
」
に
な
っ
た
後
で
は
、
オ
ブ
グ
レ
ン
は
自
分
が
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割
り
当
て
ら
れ
た
家
に
住
み
込
み
で
召
使
仕
事
を
し
て
い
る
「
マ
ー
サ
」

と
呼
ば
れ
る
人
物
と
同
性
愛
関
係
に
な
る
が
、
そ
の
関
係
は
シ
ー
ズ
ン
一

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
三
と
い
う
か
な
り
早
い
時
点
に
お
い
て
明
る
み
に
出
る
9
。

「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
章
二
六
節
を
犯
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
上
の
背
信
に

よ
っ
て
」
有
罪
と
さ
れ
た
オ
ブ
グ
レ
ン
は
、
こ
の
「
マ
ー
サ
」
が
絞
首
刑

を
宣
告
さ
れ
、
ク
レ
ー
ン
で
吊
り
上
げ
ら
れ
る
の
を
見
さ
せ
ら
れ
る
10
。

こ
の
絞
首
刑
の
シ
ー
ン
に
先
立
っ
て
、
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
は
オ
ブ
グ
レ
ン
の

同
性
愛
を
知
り
な
が
ら
な
ぜ
報
告
し
な
か
っ
た
の
か
と
、
問
い
詰
め
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
、
二
人
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
交
わ
す
。

A
u
n
t Lyd

ia: “R
em

em
b
er yo

u
r scrip

tu
re. ‘B

lessed
 are th

e 

m
eek

.’”

O
ffred

: A
n
d
 B

lessed
 are th

o
se w

h
o
 su

ffer fo
r th

e cau
se 

o
f rig

h
teo

u
sn

ess, . . .  fo
r th

eirs is th
e k

in
g
d
o
m

 o
f 

H
eaven

.  

 

こ
こ
で
二
人
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
マ
タ
イ
五
章
に
現
れ
る
「
山
上
の

垂
訓
」
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
11
。
権
力
側
の
ア
ン
ト
・
リ
デ
ィ
ア
は
聖

書
の
中
で
自
分
に
都
合
の
い
い
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
、
そ
れ
を
権
威

的
な
後
ろ
盾
と
す
る
。
日
本
語
で
は
「
柔
和
な
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
」

と
訳
さ
れ
る
箇
所
だ
が
、
英
語
だ
とm

eek

と
い
う
単
語
な
の
で
「
従
順

な
」
と
い
う
意
味
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
、
実
際
、
ア
ン
ト
・
リ
デ
ィ
ア
は

ド
ラ
マ
中
で
何
度
も
こ
の
言
葉
を
繰
り
返
し
、
侍
女
た
ち
を
自
分
に
従
わ

せ
る
。
全
体
主
義
的
な
管
理
の
た
め
に
聖
な
る
言
葉
の
持
つ
権
威
を
利
用

し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
は
機
転
を
利
か
せ

て
「
苦
し
ん
で
い
る
」
自
分
た
ち
の
状
況
を
聖
書
が
描
き
出
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
、
同
じ
「
山
上
の
垂
訓
」
か
ら
別
の
一
節
「
義
の
た
め
に
迫
害

さ
れ
て
き
た
人
た
ち
は
、
幸
い
で
あ
る
、
天
国
は
彼
ら
の
も
の
で
あ
る
」

を
引
用
す
る
こ
と
で
、「
義
」
が
ア
ン
ト
・
リ
デ
ィ
ア
の
側
に
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
侍
女
の
側
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
ア
ン
ト
・
リ
デ
ィ
ア
は

こ
れ
に
対
し
て
激
高
し
、
帯
電
し
た
棒
を
オ
ブ
フ
レ
ッ
ド
に
押
し
当
て
る
。

Figs. 1 and 2. 「期待」『ハンドメイズ・テイル／侍女の物
語』シーズン１、エピソード３
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こ
こ
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
ド
ラ
マ
版
に
お
い
て
は
聖
書
の
言
葉

は
支
配
者
た
ち
の
権
威
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
抵
抗
す

る
側
の
言
葉
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
作
に
は
な
か
っ

た
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
原
作
に
お
い
て
聖
書
は
支
配
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

支
配
さ
れ
る
側
は
言
葉
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
ド
ラ
マ
版
で
は
権
力
者
だ
け
で
な
く
、
権
力
に
抵
抗
す
る
側
も
聖

書
を
創
造
的
に
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
原
作
に
お
い
て
は
「
侍

女
」
か
ら
奪
わ
れ
て
い
た
「
内
面
」
は
、
こ
の
よ
う
に
聖
書
と
い
う
他
者

の
言
葉
を
介
し
て
存
在
し
始
め
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
引
用
さ
れ

た
聖
書
は
善
用
さ
れ
よ
う
が
悪
用
さ
れ
よ
う
が
、
歴
史
や
伝
統
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
便
宜
性
や
有
用
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
聖
書

は
単
に
歴
史
的
な
文
書
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
々
の
言
動
に
意
味
や

意
義
を
与
え
る
参
照
枠
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
権
力
側
も

抵
抗
す
る
側
も
非
常
に
原
理
主
義
的
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

3
『
高
い
城
の
男
』
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

『
高
い
城
の
男
』
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
枢
軸
側
が
勝
利
し
、
日
本

と
ド
イ
ツ
が
北
米
を
分
割
し
た
世
界
の
一
九
六
二
年
を
舞
台
と
し
て
い
る
。

日
本
は
太
平
洋
岸
側
を
領
土
と
し
て
お
り
、
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
は
緩
衝
地
帯
、

そ
し
て
そ
れ
以
外
の
東
の
部
分
が
ド
イ
ツ
の
領
土
と
な
っ
て
い
る
。
小
説

と
ド
ラ
マ
で
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
設
定
と
い
く
つ
か
の
物
語
の
断

片
く
ら
い
で
、
両
者
は
か
な
り
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
原
作
の
小
説

で
は
、『
イ
ナ
ゴ
身
重
く
横
た
わ
る
』
と
い
う
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い

て
ア
メ
リ
カ
が
日
本
と
ド
イ
ツ
に
勝
利
し
た
世
界
を
描
い
た
作
品
が
禁
書

と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
れ
に
興
味
を
抱
い
た
登
場
人
物
の
ジ
ュ
リ
ア
ナ
が
そ

の
本
の
著
者
で
あ
る
「
高
い
城
の
男
」
に
会
い
に
行
く
と
い
う
物
語
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
ラ
マ
の
ほ
う
で
は
、
原
作
の
書
物
に
当
た
る
も

の
が
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
、
主
人
公
の
ジ
ュ
リ
ア
ナ
は
レ
ジ

ス
タ
ン
ス
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
妹
が
当
局
に
襲
撃
さ
れ
て
死
ぬ
直
前
に

こ
の
フ
ィ
ル
ム
を
委
託
さ
れ
る
。
こ
の
フ
ィ
ル
ム
は
米
国
が
ド
イ
ツ
や
日

本
に
勝
っ
た
世
界
を
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
女
は
日
本
や
ド
イ
ツ
の
組

織
か
ら
終
始
付
け
狙
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ド
ラ
マ
版
で
は
小
説
版
よ
り

日
本
や
ド
イ
ツ
の
恐
怖
政
治
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
主
人
公
の
活
躍
を
通

じ
て
「
自
由
の
国
ア
メ
リ
カ
を
取
り
戻
す
」
と
い
う
愛
国
的
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
か
な
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
冒
頭
の
主
題
歌
が
流
れ
る
場
面
に
お
い
て
象
徴
的
に
現
れ

て
い
る
。
セ
ル
ロ
イ
ド
の
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ル
を
投
影
す
る
と
き
の
「
カ
タ

カ
タ
」
と
い
う
音
の
後
で
、
様
々
な
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
が
ゆ
っ
く
り
と
し

た
テ
ン
ポ
で
映
し
出
さ
れ
て
い
く
。
図
の
よ
う
に
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
を
挟
ん

で
東
側
を
大
ナ
チ
ス
帝
国
、
西
側
を
日
本
太
平
洋
合
衆
国
に
よ
っ
て
分
割

さ
れ
た
地
図
に
続
い
て
、
落
下
傘
部
隊
の
影
が
映
る
ラ
シ
ュ
モ
ア
山
、
撃

墜
さ
れ
て
墜
落
し
て
い
く
戦
闘
機
と
共
に
写
る
自
由
の
女
神
像
な
ど
が
写

る
と
き
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
敗
北
を
物
語
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

後
半
で
は
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
像
が
写
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
主
人
公
ジ
ュ
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リ
ア
ナ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
を
想
起
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
は
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ

い
た
固
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ド
ラ
マ
で
は
、
以
下
に
例
を
通
じ

て
見
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
愛
国
的
な
記
号
の
流
用
が
か
な
り
自
由
に

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
扇
情
的
イ
メ
ー
ジ
が
背
景
に
流
れ
る
中
、
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
、

女
性
に
よ
っ
て
か
す
れ
た
よ
う
な
声
で
歌
わ
れ
る
の
は
「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ

ス
」
で
あ
る
。「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
」
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
映
画
『
サ
ウ
ン

ド
・
オ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』（
一
九
六
五
）
の
中
で
ト
ラ
ッ
プ
大
佐
が
、

ド
イ
ツ
に
併
合
さ
れ
消
え
ゆ
く
祖
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
想
い
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
象
徴
で
あ
る
花
の
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
を
愛
で
て
歌
わ
れ
る
曲
と
し

て
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
一
九
四
〇
―
五
〇
年
代
の
ハ
リ
ウ

ッ
ド
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
黄
金
時
代
を
支
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
作
曲
家

ロ
ジ
ャ
ー
ス
＆
ハ
マ
ー
ス
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
一
九
五
九
年
の
同
名
の
ブ

ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

戦
後
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
文
化
の
中
で
遡
行
的
に
構
築
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
一
九
三
八
年
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
併
合
さ
れ
る
直
前
の
オ

ー
ス
ト
リ
ア
は
、
ク
ル
ト
・
シ
ュ
シ
ュ
ニ
ッ
ク
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
ロ
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
独
裁
政
治
が
敷
か
れ
て
お
り
、
戦
後
の
価
値
観
か
ら

す
る
と
決
し
て
美
化
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
敵
対
し
な
が
ら
も
最
終
的
に
は
交

戦
す
る
こ
と
な
く
併
合
さ
れ
る
こ
と
に
甘
ん
じ
た
の
に
は
、
ド
イ
ツ
と
オ

Fig 3. 『高い城の男』オープニングテーマ
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ー
ス
ト
リ
ア
の
民
族
的
な
近
さ
や
ド
イ
ツ
語
と
い
う
共
通
言
語
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
差
異
は
映

画
『
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
物
語
を
動
機
づ
け
て
さ
え
い
る
。
映
画
冒
頭
の
ク
レ
ジ
ッ

ト
タ
イ
ト
ル
の
末
尾
に
は
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
30
年

代
の
最
後
の
黄
金
の
日
々
」
と
い
う
字
幕
が
掲
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や
映
画
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

と
ど
ま
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
実
在
の
マ
リ
ア
・
フ
ォ
ン
・
ト
ラ
ッ
プ
に

よ
る
自
伝
を
読
む
な
ら
ば
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
政
治
的
動
揺
の
中
で

家
族
楽
団
と
し
て
人
気
を
獲
得
し
て
い
た
ト
ラ
ッ
プ
一
家
は
オ
ー
ス
ト
リ

ア
と
ド
イ
ツ
と
い
う
二
つ
の
国
家
の
間
で
政
治
的
な
選
択
を
迫
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
彼
女
と
子
供
た
ち
に
よ
る
ト
ラ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
聖
歌
隊

は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
音
楽
祭
の
大
衆
歌
手
コ
ン
テ
ス
ト
に
お
い
て
優
勝
し
、

そ
の
後
に
彼
女
た
ち
の
合
唱
を
た
ま
た
ま
ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
ク
ル
ト
・
シ

ュ
シ
ュ
ニ
ッ
ク
に
ウ
ィ
ー
ン
に
招
か
れ
て
、
こ
の
独
裁
者
の
前
で
そ
の
歌

声
を
披
露
し
て
い
る
12
。
他
方
で
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合

の
後
、
一
九
三
八
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
誕
生
会
に
招
か
れ
た
ト
ラ
ッ
プ
一
家

は
こ
れ
を
断
り
、
そ
れ
が
同
年
の
家
族
の
ア
メ
リ
カ
亡
命
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
あ
る
13
。
こ
の
よ
う
に
は
じ
め
か
ら
愛
国
的
な
意
図
を
も
っ

て
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
家
族
聖
歌
隊
は
、
有
名
に
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
反
ナ
チ
ス
的
な
「
古
き
よ
き
オ
ー
ス
ト
リ
ア
」
の
象
徴
と
し
て
機

能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
」
は
戦
後
冷
戦
期
ア
メ
リ

カ
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
文
化
の
中
で
、
こ
の
象
徴
的
な
愛
国
主
義
に
当
て

は
め
る
よ
う
に
し
て
作
曲
さ
れ
た
の
だ
14
。

ド
ラ
マ
版
の
『
高
い
城
の
男
』
の
な
か
で
、「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
」
に
よ

っ
て
喚
起
さ
れ
る
ナ
チ
ス
に
抵
抗
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
屈
し
た
オ
ー
ス
ト

リ
ア
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
れ
た
ア
メ
リ
カ
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
消
え
た
（
あ
る
い
は
、
消
え
ゆ
く
）
国
家
だ

か
ら
理
想
化
さ
れ
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
対
象
と
な
る
。
歌
詞
を
見
て
み

よ
う
。

E
d
elw

eiss, E
d
elw

eiss

  （E
very m

o
rn

in
g yo

u
 greet m

e

）

Sm
all an

d
 w

h
ite, clean

 an
d
 b

righ
t

  （Y
o
u
 lo

o
k
 h

ap
p
y to

 m
eet m

e.

）

B
lo

sso
m

 o
f sn

o
w

, m
ay yo

u
 b

lo
o
m

 an
d
 gro

w

B
lo

o
m

 an
d
 gro

w
 fo

rever

E
d
elw

eiss, E
d
elw

eiss

B
less m

y h
o
m

elan
d
 fo

rever.　
（
下
線
は
引
用
者
）

こ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
テ
ー
マ
が
流
れ
る
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
の
象
徴
で
あ

る
と
こ
ろ
の
自
由
の
女
神
や
マ
ウ
ン
ト
・
ラ
シ
ュ
モ
ア
の
前
を
軍
用
機
が

横
切
っ
て
い
く
。
右
に
引
用
し
た
元
の
歌
詞
の
カ
ッ
コ
の
部
分
は
歌
わ
れ

て
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
気
持
ち
を
歌
っ
た
部

分
は
消
え
、
愛
国
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
。
歌
詞
の
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中
で“B

less m
y h

o
m

elan
d
 fo

rever”

と
い
う
部
分
が
愛
国
的
な
の
は

明
ら
か
と
し
て
、“sm

all an
d
 w

h
ite, clean

 an
d
 b

righ
t”

は
ど
う
考

え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
」
と
い
う
花
を

形
容
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ナ
チ
ス
の
思
想
と
も
親
和
的
な
白
人
に
よ
る

全
体
主
義
国
家
の
美
学
を
連
想
さ
せ
る
。
全
体
が
か
す
れ
た
、
囁
く
よ
う

な
調
子
で
歌
わ
れ
、
そ
れ
が
白
黒
の
画
面
と
あ
い
ま
っ
て
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ

ク
な
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る
。

　

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
作
中
に
お
い
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
原
作
で

も
ド
ラ
マ
で
も
ア
メ
リ
カ
の
古
物
商
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ル
ダ
ン
が
主
要
な
登

場
人
物
と
し
て
現
れ
る
が
、
彼
は
過
去
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
使
わ
れ
て

い
た
も
の
お
よ
び
そ
の
偽
造
品
を
商
品
と
し
て
売
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
は
「
ア
メ
リ
カ
」
と
は
好
事
家
の
収
集
物
に
付
せ
ら
れ
た
ノ
ス
タ

ル
ジ
ッ
ク
な
符
牒
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ド
ラ
マ
に

お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
と
日
本
の
領
土

の
間
の
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
周
辺
地
域
に
広
が
る
「
中
立
地
帯
」
は
、
西
部
劇

に
現
れ
る
よ
う
な
「
ア
メ
リ
カ
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
街
が

描
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
街
は
現
実
の
一
九
六
二
年
の
頃
の
ア
メ
リ
カ
の

街
の
風
景
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
よ
り
強
く
「
ハ
リ
ウ

ッ
ド
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ワ
イ
ル
ド
・
ウ
エ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
西
部
劇
に
慣
れ
親
し
ん
だ
視
聴
者

の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
訴
え
か
け
る
15
。
そ
の
よ
う
な
仮
構
さ
れ
た
「
真
に

ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
」
が
日
本
や
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
辺
境
に
追
い
や
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
ア
メ
リ
カ
の
視
聴
者
の
愛
国
心
に
も

触
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

『
高
い
城
の
男
』
の
ド
ラ
マ
版
は
原
作
と
比
べ
る
と
、
日
本
と
ド
イ
ツ

の
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
傾
向
は
か
な
り
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ

側
の
地
域
で
は
障
害
を
持
っ
た
人
間
は
国
家
の
利
益
に
反
す
る
と
い
う
こ

と
で
処
分
さ
れ
る
し
、
反
体
制
的
な
勢
力
は
容
赦
の
な
い
拷
問
に
あ
う
。

主
人
公
の
ジ
ュ
リ
ア
ナ
・
ク
レ
イ
ン
も
、
彼
女
の
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
で
あ

る
（
原
作
で
は
夫
の
）
フ
リ
ン
ク
・
フ
ラ
ン
ク
も
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動

に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
お
り
、
作
品
名
と
も
な
っ
て
い
る
「
高
い
城
の
男
」

で
あ
る
ホ
ー
ソ
ー
ン
・
ア
ベ
ン
ゼ
ン
は
ア
メ
リ
カ
が
勝
利
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
を
含
む
多
く
の
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ル
（
原
作
に
お
い
て
は
こ
れ
が
「
書

物
」
で
あ
る
）
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
Ｓ
Ｆ
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
使

わ
れ
る
「
並
行
世
界
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
国
家
転
覆
の
シ
ナ
リ
オ
と
結
び

つ
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
原
作
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
強
調
さ
れ

て
い
な
い
が
、
ド
ラ
マ
版
に
お
い
て
は
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
も
の
の
核
と

な
る
「
人
間
的
」
な
精
神
性
を
担
う
の
が
フ
ラ
ン
ク
の
ユ
ダ
ヤ
性
で
あ
る
。

こ
の
ド
ラ
マ
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
完
全
に

殲
滅
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
領
側
で
も
大
虐
殺
が
起
き
て
い

る
。
わ
ず
か
に
中
立
地
帯
と
日
本
の
領
土
で
、
そ
の
信
仰
を
隠
し
つ
つ
生

き
延
び
て
い
る
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
性
を
め
ぐ
る
主
題
が
、
物
語
に
ど
の
よ
う

に
導
入
さ
れ
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。

実
は
、
ド
ラ
マ
の
初
期
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ク
は
祖
父
の
一
人
が
ユ
ダ

ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
と
そ
れ
ほ
ど
強
い
関
わ

り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ュ
リ
ア
ナ
・
ク
レ
イ
ン
が
当
局
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の
危
険
視
す
る
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ル
を
妹
か
ら
受
け
取
っ
て
中
立
地
帯
に
行

っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
同
居
し
て
い
た
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
政
治
的
に
利
用
さ
れ
、
ド
イ
ツ
と
の
同
盟
関
係
を
理
由
に
日

本
の
「
憲
兵
隊
」
に
拷
問
さ
れ
（
こ
こ
で
彼
が
「
割
礼
」
を
し
て
い
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
）、
彼
の
妹
と
そ
の
子
供
た
ち
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
自
ら
の
ユ
ダ
ヤ
性
に
対
し
て
曖
昧
な
関
係
し
か
持
っ
て
い
な

か
っ
た
フ
ラ
ン
ク
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
た
暴
力
を
受

け
る
こ
と
で
反
権
力
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
と
な
る
。
後
の
シ
ー
ン
で
、
彼
は
ユ

ダ
ヤ
人
の
友
人
、
マ
ー
ク
・
サ
ン
プ
ソ
ン
に
出
会
う
。
こ
の
サ
ン
プ
ソ
ン

と
の
か
か
わ
り
が
や
が
て
は
フ
ラ
ン
ク
の
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
帰
依
へ
と
結
び

つ
い
て
い
く
。
サ
ン
プ
ソ
ン
は
ボ
ス
ト
ン
の
出
身
だ
が
、
戦
後
の
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
迫
害
を
生
き
延
び
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
に
や
っ
て
来
て
い
て
、
今
で
は
家
庭
を
持
ち
、
き
わ
め
て
正
統
的
な

ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
伝
統
な
暮
ら
し
を
守
っ
て
い
る
16
。
フ
ラ
ン
ク
は
妹

の
家
族
を
失
っ
た
後
で
、
サ
ン
プ
ソ
ン
の
家
に
行
き
、
そ
こ
で
ユ
ダ
ヤ
の

哀
悼
の
祈
り
で
あ
る
カ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
に
加
わ
る
。
こ
の
一
連
の
部
分
は
複

雑
な
シ
ョ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
祈
り
の
シ
ー
ン
に

加
え
て
二
つ
の
異
な
る
シ
ー
ン
が
入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
現
れ
る
。
そ

の
う
ち
一
つ
は
主
人
公
ジ
ュ
リ
ア
ナ
が
問
題
の
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
の
情

報
を
入
手
す
る
シ
ー
ン
、
つ
ま
り
抵
抗
勢
力
の
命
運
が
か
か
っ
た
シ
ー
ン

と
言
え
る
が
、
そ
こ
で
も
カ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
祈
り
の
声
が
ヴ
ォ
イ
ス
・
オ

ー
ヴ
ァ
ー
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
国
へ
の
抵
抗
と
し
て

の
ユ
ダ
ヤ
の
祈
り
が
空
間
を
超
え
て
響
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
効
果
が
生

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
は
戸
惑
い
な
が
ら
カ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
祈
り
に
加
わ
っ
た
フ
ラ
ン

ク
は
、
感
極
ま
っ
て
涙
を
流
す
に
い
た
る
。
一
九
八
四
年
版
の
『
高
い
城

の
男
』
の
日
本
語
訳
者
で
あ
る
浅
倉
久
志
の
言
う
よ
う
に
、
原
作
に
お
い

て
は
「
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
、
デ
ィ
ッ
ク
作
品
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る

本
物
と
ま
が
い
も
の
の

問
題
が
徹
底
的
に
考
察

さ
れ
て
い
る
」17
。
だ
が
、

ド
ラ
マ
版
で
は
原
書
に

は
あ
っ
た
韜
晦
や
悪
ふ

ざ
け
が
ほ
と
ん
ど
姿
を

消
し
、
こ
の
祈
り
の
シ

ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
留
保
の
な
い
真
摯

さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
高
い
城
の
男
」
こ
と

ホ
ー
ソ
ー
ン
・
ア
ベ
ン

ゼ
ン
が
生
み
出
す
「
偽

史
」
の
原
作
と
ド
ラ
マ

に
お
け
る
位
置
づ
け
の

違
い
も
こ
れ
と
似
た
文

脈
で
と
ら
え
る
こ
と
が

Fig. 4　「３匹の猿」『高い城の男』シーズン1、エピソード6
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で
き
る
。
原
作
に
お
け
る
書
物
も
ド
ラ
マ
に
お
け
る
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ル
も
、

『
イ
ナ
ゴ
身
重
く
横
た
わ
る
』
が
第
二
次
世
界
大
戦
で
ア
メ
リ
カ
が
勝
っ

た
世
界
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
「
虚
構
の
中
の
虚
構
」
が
現
実
の
歴

史
と
重
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
や
、
そ
れ
が
日
本
か
ら
も
ド
イ
ツ
か
ら
も
危

険
視
さ
れ
、
厳
し
い
検
閲
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
原
書
に
お
い
て
は
権
力
者
で
あ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
駐
在
の

ド
イ
ツ
帝
国
領
事
、
フ
ー
ゴ
ー
・
ラ
イ
ス
男
爵
が
仕
事
の
合
間
に
こ
の
禁

書
を
盗
み
読
む
の
で
あ
り
、
読
者
は
彼
の
目
を
通
じ
て
『
イ
ナ
ゴ
身
重
く

横
た
わ
る
』
の
内
容
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
書
物
は
反
帝

国
主
義
的
な
想
像
力
を
刺
激
す
る
「
危
険
な
書
物
」
だ
と
し
て
も
あ
く
ま

で
「
偽
史
」
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
お
り
、
作
品
の
最
後
で
登
場
人
物
の

一
人
田
上
氏
が
ア
メ
リ
カ
の
勝
利
し
た
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
に
行
っ
て

帰
っ
て
く
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
ラ
マ

版
に
お
い
て
は
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ル
の
な
か
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
世
界
は
、

主
人
公
た
ち
の
い
る
世
界
と
同
等
の
資
格
で
並
び
立
っ
て
い
る
「
並
行
世

界
」
で
あ
り
、
し
か
も
幾
人
か
の
登
場
人
物
は
こ
の
複
数
の
世
界
を
行
き

来
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
世
界
に
影
響
を
与
え
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
も
う
一
つ
の
歴
史
」
は
、「
こ
の

現
実
」
の
世
界
の
危
機
を
救
う
た
め
の
カ
ギ
と
な
る
。
つ
ま
り
原
書
と
ド

ラ
マ
版
で
は
世
界
の
構
造
が
根
源
的
に
違
う
の
で
あ
り
、
原
書
で
は
「
偽

史
」
は
基
本
的
に
は
「
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
」
仮
想
的
な
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、
ド
ラ
マ
に
お
い
て
は
「
現
実
」
が
す
で
に
複
数
的
で
あ
っ

て
個
人
が
内
在
し
て
い
る
の
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
な
の
で
あ
る
18
。

フ
ラ
ン
ク
の
宗
教
的
熱
狂
に
戻
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
失
わ
れ
た
祖
国
を

取
り
戻
す
と
い
う
シ
オ
ニ
ズ
ム
が
作
品
の
中
に
お
け
る
失
わ
れ
た
ア
メ
リ

カ
へ
の
思
い
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
論
考
を

執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
九
年
一
月
時
点
で
の
最
新
の
シ
ー
ズ
ン
三
に
お
い

て
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
隠
れ
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
日
独
両
帝
国
に
対
す
る
抵
抗
の

場
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ク
は
そ
こ
で
ユ
ダ
ヤ
の
成
人
式
で
あ

る
バ
ル
・
ミ
ツ
ワ
ー
を
行
う
。
原
作
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
、
ド
ラ
マ
に

お
け
る
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
的
な
も
の
の
主
題
的
中
心
性
は

強
ま
る
一
方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
首
都
を
エ
ル
サ
レ

ム
と
見
な
す
と
い
う
二
〇
一
七
年
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
発
言
か
ら
翌
二

〇
一
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
米
国
大
使
館
の
移
転
、
さ
ら
に
は
現
職
の
米
国

大
統
領
と
し
て
初
め
て
の
「
嘆
き
の
壁
」
訪
問
と
い
っ
た
一
連
の
出
来
事

に
見
ら
れ
る
現
政
権
の
ユ
ダ
ヤ
と
の
近
し
さ
と
確
実
に
響
き
あ
っ
て
い
る
。

「
壁
」
と
言
え
ば
、
ト
ラ
ン
プ
は
不
法
移
民
を
防
ぐ
目
的
で
イ
ス
ラ

エ
ル
南
部
国
境
に
作
ら
れ
た
「
壁
」
を
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
一
日

の
会
見
で
「
成
功
例
」
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。“If yo

u
 

really w
an

t to
 fin

d
 o

u
t h

o
w

 effective a w
all is, ju

st ask
 

Israel —
 99.9 p

ercen
t effective. A

n
d
 o

u
r w

all w
ill b

e every 

b
it as go

o
d
 as th

at if n
o
t b

etter. So
 w

e h
ave d

o
n
e a lo

t o
f 

w
o
rk

 o
n
 th
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19
こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
な
か
で

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
壁
」
は
ア
メ
リ
カ
が
見
習
う
べ
き
先
行
例
で
あ
り
、

両
国
は
「
壁
」
を
媒
介
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
歴
史

的
・
空
間
的
な
文
脈
の
異
な
る
二
つ
の
地
域
に
お
け
る
「
壁
」
だ
け
を
抽
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出
し
て
そ
の
「
有
効
性
」
を
訴
え
る
や
り
方
は
、「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
」
や

「
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
像
」
の
よ
う
に
「
愛
国
主
義
」
的
表
象
を
他
国
か
ら
借

り
て
き
て
し
ま
う
『
高
い
城
の
男
』
の
手
法
と
世
界
観
の
抽
象
性
に
お
い

て
重
な
り
あ
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う

国
家
の
つ
な
が
り
は
こ
れ
ま
で
も
深
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
政

権
以
降
に
両
国
の
接
近
が
目
立
つ
も
の
と
な
っ
た
の
も
ま
た
間
違
い
が
な

い
事
実
で
あ
る
20
。“M

ak
e A

m
erica G

reat A
gain

”

と
い
う
言
葉
は

失
わ
れ
た
も
の
を
回
復
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
的

な
も
の
と
も
、
こ
の
ド
ラ
マ
版
『
高
い
城
の
男
』
で
強
調
さ
れ
て
い
る
「
失

わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
」
の
抵
抗
の
主
題
と
も
調
和
的
で
あ
る
。

4　

ま
と
め

本
論
で
は
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
を
翻
案
し
た
ド

ラ
マ
『
ハ
ン
ド
メ
イ
ズ
・
テ
イ
ル
／
侍
女
の
物
語
』
と
『
高
い
城
の
男
』
に

現
れ
る
宗
教
的
な
主
題
を
検
討
し
て
き
た
。
ど
ち
ら
の
物
語
も
原
作
と
比

べ
る
と
、
全
体
主
義
的
で
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
な
状
況
に
対
す
る
「
抵
抗
」

の
要
素
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
「
抵
抗
」
の
核
に
宗
教
的
な
も
の
が
関
わ
っ

て
い
る
。『
ハ
ン
ド
メ
イ
ズ
・
テ
イ
ル
』
に
お
い
て
は
「
山
上
の
垂
訓
」
の

権
力
側
の
解
釈
を
抵
抗
す
る
側
が
読
み
換
え
る
と
い
う
、
聖
書
の
解
釈
を

め
ぐ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
戦
略
が
描
か
れ
て
い
る
。『
高
い
城
の
男
』
に

お
い
て
は
、
宗
教
的
な
も
の
は
全
体
主
義
国
家
を
支
え
て
お
ら
ず
、
抵
抗

者
た
ち
の
連
帯
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に

Fig. 5　2018年5月14日　イスラエル米国大使館開所式典
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せ
よ
、
宗
教
的
な
も
の
は
強
権
的
な
帝
国
主
義
が
支
配
す
る
デ
ィ
ス
ト
ピ

ア
世
界
に
お
い
て
「
人
間
的
な
も
の
」
を
代
表
し
、
抵
抗
の
想
像
的
基
盤

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
宗
教
性
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
論
を
改
め
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
『
高
い
城
の
男
』
に
お
い
て
ユ

ダ
ヤ
教
が
ア
メ
リ
カ
国
家
の
精
神
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

宗
教
的
な
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
で
す
ら
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

状
況
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。「
大
き
な
物
語
」
が
終
焉
し
、
記
号
の
象

徴
的
交
換
が
前
景
化
し
、
価
値
が
相
対
化
し
た
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と

す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
は
そ
れ
と
は
逆
行
す
る
よ
う
な
事
態
が
起

き
て
い
る
。「
大
き
な
物
語
」
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
側
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
も
抵
抗
す
る
側
の
希
望
の
原
理
と
し
て
も
存
在
し
、
人
間
同
士
の
利

害
を
超
え
た
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は

「
大
き
な
物
語
」
が
伝
統
的
な
一
貫
性
を
持
っ
て
過
去
か
ら
現
在
へ
と
引

き
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
価
値
相
対
的

な
世
界
の
中
か
ら
「
伝
統
」
を
借
り
る
形
で
超
越
性
が
生
じ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。

借
り
物
の
超
越
性
な
ど
、
語
義
矛
盾
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
権
威
的
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
、
精
神
的
な
も
の
は
、
普
通
は

固
有
の
価
値
と
空
間
的
一
貫
性
、
さ
ら
に
は
長
い
伝
統
や
永
遠
性
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
の
恣
意
性
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
近
年
の
ド
ラ
マ
化
作
品
に
お
い
て
宗
教
が
描
か
れ
る
と
き
、
人
生

を
超
え
た
長
い
時
間
と
結
び
つ
い
た
、
抵
抗
の
原
理
的
な
根
拠
と
し
て
提

示
さ
れ
る
。
粗
雑
な
議
論
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
以
降
の
世
界
に
お
い
て
、
主
体
の
超
越
性
と
の
関
わ
り
に
物

語
性
や
一
貫
性
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
は
決
定
的
な
問
題
に
は
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
が
ラ
ン
ダ
ム
に
生
じ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
の
方
が
、
固
有
な
も
の
の
価
値
が
平
準
化
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
社

会
の
中
で
は
象
徴
的
な
も
の
の
超
越
性
が
得
ら
れ
や
す
い
の
だ
。
ウ
ル
リ

ヒ
・
ベ
ッ
ク
は
晩
年
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
宗
教
の
回
帰
現
象
に
つ
い
て

『〈
私
〉
だ
け
の
神
』
の
な
か
で
、「
聖
な
る
場
所
、
権
威
、
宗
教
組
織
な
ど

か
ら
距
離
を
と
り
、
模
索
、
選
択
、
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
新
た
な
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
向
か
う
傾
向
」
を
指
摘
し
て
い
る
21
。
ま
た
同
書
の

中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｍ
・
コ
ー
エ
ン
と
ア
ー
ノ
ル
ド
・

Ｍ
・
ア
イ
ゼ
ン
の
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
の
書
物
に
よ
る
な
ら

ば
、
近
年
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
根
本
的
権
威
と
は
…
…
何
も
の
に
も
服
さ
ぬ

自
己
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
自
分
独
自
の
自
我
」
を
彼

ら
は
「
ユ
ダ
ヤ
的
、
非
ユ
ダ
ヤ
的
象
徴
の
貯
蔵
庫
か
ら
取
り
出
し
た
要
素

を
自
分
で
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
創
出
す
る
22
。
つ
ま
り
、
近

年
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
と
し
て
の
純
粋
性
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く

問
題
に
な
ら
な
い
、
個
々
人
の
人
生
を
支
え
る
た
め
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た

内
面
的
な
も
の
な
の
だ
。
こ
う
し
た
「
使
い
勝
手
の
い
い
」
宗
教
は
二
一

世
紀
に
お
け
る
信
仰
の
回
帰
を
支
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
ド
ラ
マ
の
中
で

も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
宗
教
的
な
権
威
は
実
際
に
は

非
歴
史
的
に
、「
自
分
の
た
め
に
」
構
成
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
伝
統

的
な
超
越
性
と
の
関
わ
り
の
中
で
は
生
じ
る
よ
う
な
象
徴
的
な
「
父
」
と
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の
葛
藤
が
こ
れ
ら
の
ド
ラ
マ
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
だ
し
、
登
場
人
物

た
ち
の
類
型
的
な
「
成
長
」
も
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
的
な
連
続
性
の
う

ち
に
自
ら
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
ラ
ン
ダ
ム
に
与
え
ら

れ
た
超
越
的
な
も
の
の
権
威
を
躊
躇
な
く
自
己
の
理
想
と
同
一
視
で
き
る

の
で
あ
る
。「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
フ
ァ
ク
ト
」
と
呼
ば
れ
る
、
客
観
的

な
事
実
と
は
か
け
離
れ
た
主
観
的
に
都
合
の
良
い
事
実
性
の
プ
レ
ゼ
ン
ス

の
高
ま
り
は
こ
う
し
た
状
況
と
連
動
し
て
い
る
。

『
高
い
城
の
男
』
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
性
へ
の
信
は
、
ド
ラ

マ
内
で
複
数
世
界
が
た
し
か
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
行
き
来
す
る
人
物
が

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
世

界
は
端
的
に
理
知
的
な
理
解
を
超
え
て
い
る
か
ら
だ
。『
高
い
城
の
男
』

は
キ
ッ
チ
ュ
な
も
の
の
超
越
性
で
満
ち
て
い
る
。「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
」

に
よ
っ
て
偽
造
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
、
愛
国
主

義
と
し
て
の
象
徴
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
も
、
虐
げ
ら
れ
し
人
々
の

代
表
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
も
こ
の
上
な
く
俗
悪
で
あ
り
、
か
つ
崇

高
な
の
だ
。
借
り
て
き
た
崇
高
さ
で
は
あ
る
が
、
崇
高
さ
と
し
て
機
能
す

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ド
ラ
マ
に
お
い
て
全
体
主
義
も
そ
れ
に
抵
抗
す
る
側
も
極
め

て
原
理
主
義
的
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
在
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
・
ブ
ー
ム
の
一

端
を
担
っ
て
い
る
「
時
代
精
神
」
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
の
時
代
に
読
む
べ

き
書
物
と
し
て
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は

全
体
主
義
的
な
も
の
へ
の
不
安
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
抵
抗
す
る
側
の
「
失

わ
れ
た
も
の
を
回
復
す
る
」
と
い
う
動
機
は
、
ト
ラ
ン
プ
的
な
も
の
と
反

発
し
あ
う
ど
こ
ろ
か
共
鳴
し
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
な

ら
ば
、
ト
ラ
ン
プ
的
な
も
の
に
対
す
る
不
安
か
ら
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
・
ブ
ー

ム
が
生
じ
た
と
す
る
よ
り
も
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
な
も
の
の
う
ち
に
ト
ラ

ン
プ
政
権
の
誕
生
が
あ
る
と
し
た
方
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

註1	

高
村
峰
生
「「
忘
れ
ら
れ
た
人
々
」
が
思
い
出
さ
れ
る
と
き
―
ト
ラ
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プ
時
代
に
読
ま
れ
る
シ
ン
ク
レ
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・
ル
イ
ス
」『
ユ
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イ
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特
集
ア
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を
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3	

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
は
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
遅
れ
て
き

た
近
代
主
義
者
と
も
呼
ば
れ
、
す
で
に
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
的
な
言
説

の
優
勢
な
時
代
に
お
い
て
近
代
が
永
遠
に
「
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
二
一
世
紀
に
入
っ
た

頃
か
ら
宗
教
的
な
も
の
の
回
帰
に
つ
い
て
の
論
考
を
発
表
し
、「
ポ
ス

ト
世
俗
社
会
」
と
い
う
現
在
の
宗
教
的
な
も
の
の
復
興
を
語
る
う
え
で

欠
か
せ
な
い
概
念
を
提
唱
し
た
。
ロ
ー
マ
教
皇
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

神
学
者
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
と
の
対
話
を
ま
と
め
た
次
の
書
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物
が
重
要
で
あ
る
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ

ツ
ィ
ン
ガ
ー
著
、
フ
ロ
リ
ア
ン
・
シ
ュ
ラ
ー
編
、
三
島
憲
一
訳
『
ポ
ス

ト
世
俗
化
時
代
の
哲
学
と
宗
教
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
ウ
ル
リ

ヒ
・
ベ
ッ
ク
は
こ
の
ハ
ー
バ
マ
ス
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
社
会
学

者
の
立
場
か
ら
宗
教
の
回
帰
の
特
徴
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
な
ど
の
社
会

的
条
件
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
『〈
私
〉
だ
け
の

神
―
平
和
と
暴
力
の
は
ざ
ま
に
あ
る
宗
教
』
鈴
木
直
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
。

4	

ウ
ォ
レ
ス
は
二
〇
〇
五
年
に
ケ
ニ
ヨ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
で
行
っ
た
卒

業
式
典
講
演
に
お
い
て
、「
何
も
崇
拝
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
誰
も
が
崇
拝
し
て
い
る
。
我
々
が
持
っ
て
い
る
選
択
肢
は
、「
何

を
」
崇
拝
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。D

avid
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h
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a

te 
Life, Little: N

ew
 Y
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rk

, 2009, p
p
. 99-101. N

ew
 Sin

cerity

に

お
け
る
ウ
ォ
レ
ス
の
中
心
性
、
お
よ
び
他
の
作
家
と
の
影
響
関
係
に
つ

い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
。A

d
am

 K
elly “D

avid
 Fo

ster W
allace 

an
d
 th

e N
ew

 Sin
cerity in

 A
m

erican
 F

ictio
n
,” in

 D
avid

 
H

erin
g E
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vid
 Foster W

a
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ce, Lo
s A

n
geles: 

Sid
esh

o
w

 M
ed

ia G
ro

u
p
 P

ress, 2010, p
p
. 135-146.

5	

「
創
世
記
」三
〇
章
一
節
―
三
節
。M

argaret A
tw

ood, The H
an

dm
aid’s 

Ta
le, Lo

n
d
o
n
: V

in
tage, 1996, p

. 9. 

6	
A

tw
o
o
d
, T

h
e H

a
n

d
m

a
id

’s Ta
le, p

. 29.

7	
A

tw
o
o
d
, T

h
e H

a
n

d
m

a
id

’s Ta
le, p

. 64.

8	
H

arriet B
eech

er Sto
w

e, U
n

cle Tom
’s C

a
bin

, E
d
. M

ary R
. 

R
eich

ard
t, San

 Fran
cisco

: Ign
atiu

s P, 2009, p
. 503.

9	

「
期
待
」『
ハ
ン
ド
メ
イ
ズ
・
テ
イ
ル
／
侍
女
の
物
語
』
シ
ー
ズ
ン
１
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
３
、H

u
lu

、
二
〇
一
七
年
四
月
二
六
日
。
こ
の
「
マ
ー
サ

(M
arth

a)

」
と
い
う
名
前
は
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
が
訪
問

し
た
家
で
、
忙
し
く
家
事
を
行
う
ベ
タ
ニ
ヤ
の
マ
ル
タ
か
ら
来
て
い
る

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

10 

「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
一
章
二
六
節
―
三
二
節
。
同
性
愛
が
「
恥
ず

べ
き
情
欲
」
と
名
指
さ
れ
て
い
る
箇
所
。
し
か
し
聖
書
に
は
さ
ら
に
厳

し
い
言
葉
で
同
性
愛
を
禁
じ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。「
女
と
寝
る
よ
う

に
男
と
寝
る
者
は
、
ふ
た
り
と
も
憎
む
べ
き
事
を
し
た
の
で
、
必
ず
殺

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
血
は
彼
ら
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。」（
レ

ビ
記
二
〇
章
十
三
節
）

11 

「
マ
タ
イ
福
音
書
」
五
章
五
節
お
よ
び
五
章
一
〇
節
。

12 
M

aria A
u
g
u
sta T

rap
p
, T

h
e Story of th

e T
ra

p
p
 Fa

m
ily 

Sin
gers, N

ew
 Y

o
rk

: H
arp

er, 1990, p
p
. 108-109.

13 

ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
の
招
待
を
受
け
た
家
族
会
議
で
、「
ハ
イ
ル
・
ヒ
ト

ラ
ー
」
と
言
わ
さ
れ
る
こ
と
や
ス
テ
ー
ジ
で
新
し
い
国
家
を
歌
わ
さ

れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
に
加
え
て
、「
ナ
チ
ス
は
聖
職
者
を
好
き
じ
ゃ
な

い
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
招
待
を
断
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。『
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』
の
冒
頭
で
も
描
か
れ
る
よ

う
に
、
マ
リ
ア
・
フ
ォ
ン
・
ト
ラ
ッ
プ
は
元
々
修
道
女
で
あ
っ
た
。
本

論
で
扱
っ
た
映
像
作
品
と
同
様
、
宗
教
的
な
も
の
が
全
体
主
義
と
対
置

さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。M

aria A
u
gu

sta T
rap

p
, 

T
h

e Story of th
e T

ra
pp Fa

m
ily Sin

gers, p
. 124.　

14 

『
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』
に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
リ

ア
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
峻
別
さ
れ
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
冷

戦
時
代
の
ア
メ
リ
カ
の
保
守
的
な
政
治
戦
略
と
関
係
が
あ
る
と
い
う

指
摘
は
以
下
の
論
考
で
な
さ
れ
て
い
る
。Jacq

u
elin

e V
an

san
t, 

“R
o
b
ert W

ise’s T
h

e Sou
n

d
 of M

u
sic: T

h
e ‘D

en
azifi

catio
n
’ 
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o
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e U
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D
avid

 G
o
o
d
 an

d
 R

u
th

 W
o
d
ak

, N
ew

 Y
o
rk

: B
ergh

ah
n
, 1999, 

p
p
. 165-86.

15 

実
際
に
、
最
初
に
「
中
立
地
帯
」
に
主
人
公
が
向
か
う
バ
ス
の
な
か

で
一
緒
に
な
っ
た
白
人
女
性
に
「
中
立
地
帯
」
は
ど
ん
な
場
所
か
と
聞

く
と
、「
西
部
劇
に
そ
っ
く
り
だ
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。「
新

世
界
」『
高
い
城
の
男
』
シ
ー
ズ
ン
１
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
１
、A
m

azo
n

ビ

デ
オ
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
三
日
。

16 

「
真
実
」『
高
い
城
の
男
』
シ
ー
ズ
ン
１
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
７
、A

m
azo

n

ビ
デ
オ
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
三
日
。

17 

朝
倉
久
志
「
訳
者
あ
と
が
き
」
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｋ
・
デ
ィ
ッ
ク
『
高
い

城
の
男
』、
朝
倉
久
志
訳
、
早
川
書
房
、
一
九
八
四
年
、
四
二
五
頁
。

18 

『
高
い
城
の
男
』
は
し
ば
し
ば
「
歴
史
改
編
小
説
」
の
代
表
的
Ｓ
Ｆ
作

品
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
が
、
ド
ラ
マ
版
の
提
示
す
る
世
界
の
複
数
性
は
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
来
の
可
能
世
界
論
を
実
在
論
的
に
発
展
さ
せ
た
デ
ヴ

ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
の
『
世
界
の
複
数
性
に
つ
い
て
』
や
、
量
子
的
な
マ

ル
チ
バ
ー
ス
理
論
と
響
き
あ
い
、
そ
の
意
味
で
二
一
世
紀
に
お
け
る
固

有
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
備
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
デ
ヴ
ィ

ッ
ド
・
ル
イ
ス
『
世
界
の
複
数
性
に
つ
い
て
』
出
口
康
夫
監
訳
、
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
。
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20 

た
と
え
ば
親
ト
ラ
ン
プ
的
な
立
場
か
ら
ト
ラ
ン
プ
と
ユ
ダ
ヤ
の
つ

な
が
り
に
つ
い
て
記
述
し
た
も
の
と
し
て
、D

avid
 R

u
b
in

, T
ru

m
p 

a
n

d
 th

e Jew
s, Su

ffern
 N

Y
: Sh

ilo
h
 Israel P, 2018.  

が
あ
る
。
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ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
『〈
私
〉
だ
け
の
神
―
平
和
と
暴
力
の
は
ざ
ま

に
あ
る
宗
教
』、
五
〇
頁
。

22 

ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
『〈
私
〉
だ
け
の
神
―
平
和
と
暴
力
の
は
ざ
ま

に
あ
る
宗
教
』、
四
四
頁
。


