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一
、
序
論　

研
究
史
に
つ
い
て

「
将
軍
」
は
芥
川
龍
之
介
が
大
阪
毎
日
新
聞
社
特
派
員
と
し
て
中
国
視
察
旅
行
に
赴
い
た
一
九
二
一
年
の
十
二
月
に
執
筆
し
、
翌
年
の
一
月

に
雑
誌
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
「
将
軍
」
批
評
は
、
芥
川
の
作
品
論
に
お
い
て
異
常
な
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
の
作
品
は
周
り
の
人
々
の
憤
慨
を
惹
き
起
こ
し
、
完
膚
無
き
ま
で
批
判
さ
れ
て
い
た
。
主
に
、
小
説
の
主
人
公

の
Ｎ
将
軍
は
乃
木
希
典
将
軍
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
否
定
さ
れ
た
乃
木
像
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
説
が
発
表
さ
れ
た
後
七
十

年
間
の
「
将
軍
」
論
は
、「
偶
像
破
壊
」
と
い
う
論
点
に
止
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
論
点
の
中
に
有
名
な
例
を
あ
げ
る
と
、
伊
富
部
隆
輝
「
私
の
知
人
の
一
人
は
「
中
学
生
の
皮
肉
だ
」
と
評
し
た
が
私
も
そ
れ
に
同
感

で
あ
る
」 1

。
芥
川
没
後
二
年
、
宮
本
顕
治
は
「
こ
の
将
軍
は
惨
め
に
も
手
痛
く
嘲
笑
さ
れ
諷
刺
さ
れ
て
い
る
」、「
全
体
的
な
構
図
に
根
本
的

な
欠
陥
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
モ
チ
ー
フ
に
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
限
界
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
」 2

と
評
し
て
い
る
。

ほ
ぼ
四
十
年
が
経
つ
と
、
三
好
行
雄
も
海
老
井
英
次
も
「
偶
像
破
壊
」
を
め
ぐ
る
前
の
論
点
を
継
承
し
た
。
例
え
ば
、
三
好
行
雄
は
「
至

誠
・
尽
忠
・
誠
実
・
仁
愛
な
ど
と
い
う
典
型
的
な
武
人
の
通
念
を
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
は
ぎ
と
っ
て
ゆ
く
」
よ
う
な
「
偶
像

破
壊
」
と
い
う
言
葉
で
、
モ
デ
ル
と
小
説
主
人
公
と
の
関
係
を
捉
え
た
。
そ
し
て
主
人
公
Ｎ
将
軍
の
造
形
は
「
短
編
の
寄
木
細
工
ふ
う
な
構

芥
川
龍
之
介
「
将
軍
」
論

―
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成
が
わ
ざ
わ
い
し
て
、
全
円
的
な
人
間
像
の
肉
付
け
に
は
失
敗
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る 3
。 

数
年
後
、 

海
老
井
英
次
は
こ
う
批
評
す

る
。「
乃
木
希
典
の
像
、
そ
の
殉
死
に
よ
っ
て
現
実
を
超
越
し
て
し
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
、
明
治
の
国
家
主
義
が
つ
く
り
だ
し
た
虚
像
、
そ
う
し

た
も
の
な
し
に
こ
の
作
品
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
」、「
Ｎ
将
軍
と
い
う
作
者
の
記
名
の
通
り
に
読
め
ば
、
実
に
奇
妙
で
滑
稽
な

ス
ケ
ッ
チ
が
あ
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
」 4
。

「
将
軍
」
研
究
史
に
お
い
て
「
乃
木
批
判
」
と
い
う
定
説
を
打
破
し
、
九
十
年
代
に
入
っ
た
後
、「
反
戦
小
説
」
と
し
て
位
置
付
け
、
新
し

い
「
将
軍
」
論
を
開
い
た
の
は
関
口
安
義
で
あ
る
。
関
口
安
義
論 5

は
「
中
国
体
験
と
関
わ
る
反
戦
小
説
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
で
あ
る
」
と

い
う
論
点
に
よ
り
七
十
年
間
を
続
い
て
き
た
「
偶
像
破
壊
」
論
を
超
越
し
、「
将
軍
」
批
評
史
に
お
け
る
新
し
い
一
歩
を
進
め
た
。

さ
ら
に
新
し
い
視
座
に
据
え
る
研
究
と
い
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
に
入
っ
て
以
来
、
谷
口
佳
代
子
が
主
人
公
Ｎ
将
軍
は
「
人
格
の
あ
る
一
個

人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
周
り
の
人
々
の
自
己
を
反
映
し
た
「
時
代
の
象
徴
と
し
て
登
場
し
て
」」
と
評
し
た
。
さ
ら
に
、

「『
将
軍
』
は
Ｎ
将
軍
に
向
か
っ
て
自
分
自
身
を
投
影
す
る
群
像
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
」
と
も
指
摘
し
た 6
。「
Ｎ
将
軍
と
い
う
伝
説
化
さ
れ

た
人
物
を
恣
意
的
に
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
戦
だ
け
で
な
く
、
精
神
の
自
由
と
視
点
の
多
元
化
の
問
題
を
提
起
し
た
」
と
い
う
孔
月
の

説
も
注
目
に
値
す
る
最
新
の
論
点
で
あ
る 7
。

以
上
の
「
将
軍
」
研
究
史
か
ら
見
る
と
、
九
十
年
代
ま
で
の
ほ
ぼ
七
十
年
間
の
長
き
に
亘
り
「
将
軍
」
論
は
「
偶
像
破
壊
」「
乃
木
批

判
」
と
い
う
論
点
で
定
め
ら
れ
た
。
現
在
か
ら
、
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
な
ぜ
こ
ん
な
凝
り
固
ま
っ
た
認
識
に
執
着
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
原
因
は
モ
デ
ル
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
乃
木
希
典
」
と
い
う
人
物
像
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
乃
木
希

典
」 

は
、
明
治
の
日
本
に
無
二
の
戦
功
を
立
て
た
国
家
的
な
英
雄
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
田
山
花
袋
は
、「
旅
順
の
戦
勝
者
乃
木
大
将
」 8

で
、「
難
攻
不
落
の
称
あ
る
旅
順
口
の
要
塞
に
向
ひ
、
勇
敢
無
比
な
る
敵
兵
と

戦
ひ
、
包
囲
八
カ
月
の
後
、
真
に
敵
将
ス
テ
ッ
セ
ル
を
し
て
開
城
降
伏
せ
し
め
た
る
乃
木
陸
軍
大
将
の
英
名
は
、
わ
が
三
千
年
の
国
史
に
赫
々

た
る
光
を
放
つ
の
み
な
ら
ず
、
世
界
文
明
史
の
上
に
も
亦
光
栄
あ
る
一
頁
を
占
む
べ
き
こ
と
、
固
よ
り
言
ふ
を
俟
た
ず
。（
中
略
）
吾
人
は
大

将
の
謹
厳
、
剛
毅
、
堅
忍
、
よ
く
こ
の
大
成
功
を
収
め
た
る
を
祝
う
」
と
最
高
の
賛
美
を
し
て
い
る
。
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ま
た
、
明
治
天
皇
の
大
葬
の
日
に
乃
木
夫
婦
が
殉
死
し
た
こ
と
で
、「
忠
君
孝
国
」
と
い
う
前
近
代
の
モ
ラ
ル
を
尽
く
し
た
。
こ
う
し
て
、

乃
木
大
将
は
至
誠
、
純
忠
無
垢
、
す
ぐ
れ
た
明
治
武
将
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
世
人
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
日
本
の
誇
り
と
し
て
永
遠
に

称
賛
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
軍
神
の
よ
う
に
祭
ら
れ
て
い
る
乃
木
大
将
は
、
普
通
の
偶
像
と
は
違
う
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
将
軍
」
を

読
ん
だ
読
者
は
、
ま
ず
、
Ｎ
将
軍
を
乃
木
大
将
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
作
者
が
乃
木
希
典
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
読
み
取
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
、
読
者
の
読
み
は
「
偶
像
破
壊
」
と
い
う
論
点
に
止
ま
り
、
モ
デ
ル
乃
木
大
将
の
否
定
像
に
つ
い
て
の
論
を
展

開
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、
テ
キ
ス
ト
自
体
を
冷
静
に
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
的
確
で
緻
密
な
作
品
分
析
が
不
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
と
思
う
。「
乃
木
大
将
」
と
い
う
カ
リ
ス
マ
へ
の
先
入
観
が
無
意
識
に
存
在
す
る
こ
と
で
作
品
の
正
確
な
解
読
に
断
裂
が
生
じ
、
小
説
の
真

の
視
点
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
、「
将
軍
」
は
乃
木
へ
の
個
人
攻
撃
だ
と
い
う
批
評
を
「
棺
を
覆
い
て
論
が
定
ま
る
」
の
如
く
九
〇
年
代
ま
で
続
け
て
き
た
。
ま
と

め
て
い
う
と
、
読
者
は
小
説
の
中
の
Ｎ
将
軍
と
現
実
の
乃
木
将
軍
と
を
混
在
し
て
い
る
。
小
説
人
物
と
し
て
の
Ｎ
将
軍
は
た
だ
権
力
者
、
暴

君
、
残
酷
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
現
実
の
乃
木
将
軍
を
小
説
人
物
に
投
影
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
け
ど
、
こ

の
小
説
を
読
む
際
、
こ
の
混
在
を
分
け
て
読
む
べ
き
だ
と
思
う
。

九
〇
年
代
に
入
り
、「
中
国
体
験
」
と
い
う
新
し
い
切
り
口
を
契
機
に
定
論
は
よ
う
や
く
新
し
い
境
地
へ
向
か
っ
た
。
こ
の
観
念
を
取
り
入

れ
た
代
表
的
な
研
究
者
の
関
口
安
義
は
中
国
体
験
に
準
じ
、「
反
戦
小
説
」
と
し
て
視
点
で
の
複
数
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
Ｎ
将
軍
お
よ
び
他
の
登
場
人
物
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
が
Ｎ
将
軍
を
描
く
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
解
明
す

る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
今
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
ユ
ゴ
ー
の
詩
を
掘
り
出
し
、
こ
の
詩
に
隠
さ
れ
て
い
る
裏
の
意
味
を
解
明
す
る
こ

と
に
よ
り
新
し
い
読
み
を
提
示
し
た
い
。
そ
し
て
、
芥
川
は
反
戦
ば
か
り
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
帝
国
主
義
、
軍
国
主
義
の
致
命
的

な
罪
悪
を
剔
出
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
認
識
が
形
成
さ
れ
た
当
時
の
作
者
の
創
作
上
の
心
境
も
論
じ
た
い
。
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二
、
三
人
の
兵
士―

悲
惨
な
戦
場

『
将
軍
』 9

は
明
治
三
十
七
、
八
年
の
日
露
戦
争
の
旅
順
攻
撃
、
奉
天
戦
に
お
け
る
軍
司
令
官
Ｎ
将
軍
を
扱
い
『
白
襷
隊
』、『
間
諜
』、『
陣

中
の
芝
居
』
と
没
後
七
年
ほ
ど
経
っ
た
時
期
の
Ｎ
将
軍
を
め
ぐ
る
「
父
と
子
」
の
対
話
と
い
う
四
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

『
白
襷
隊
』
で
は
か
つ
て
紙
屋
の
田
口
一
等
卒
、
大
工
の
堀
尾
一
等
卒
、
小
学
校
教
師
の
江
木
上
等
兵
、
三
人
が
死
地
に
向
う
際
の
情
景
は
語

り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
白
襷
隊
に
な
る
の
も
名
誉
」
と
す
る
田
口
一
等
卒
、「
酒
気
さ
へ
帯
び
て
ゐ
れ
ば
、
皮
肉
な
事
を

言
う
」
堀
尾
一
等
卒
、「
お
と
な
し
い
」
江
木
上
等
兵
、
こ
う
い
う
個
性
的
な
三
人
の
平
民
兵
士
を
設
定
し
、
死
地
に
赴
く
と
い
う
極
限
状
況

に
臨
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ
、
三
人
の
腹
の
底
に
押
し
付
け
ら
れ
た
戦
争
情
緒
と
臨
場
態
度
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

人
の
良
い
田
口
は
、
将
校
た
ち
に
敬
礼
を
送
ら
れ
た
こ
と
を
名
誉
だ
と
受
け
止
め
る
。
大
工
だ
っ
た
堀
尾
は
、「
何
が
名
誉
だ
」、「
み
ん
な

死
に
行
く
の
だ
ぜ
」
と
強
く
反
発
す
る
。
小
学
校
の
教
師
だ
っ
た
と
い
う
お
と
な
し
い
江
木
は
、
つ
い
に
「
莫
迦
野
郎
！
お
れ
た
ち
は
死
ぬ

の
が
役
目
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
抛
り
つ
け
る
。
以
上
は
、
Ｎ
将
軍
が
現
れ
る
前
に
悲
壮
な
空
気
に
包
ま
れ
て
い
る
三
人
の
具
体
的
な
戦
争
情

緒
で
あ
る
。
作
者
は
、
個
性
的
に
彼
ら
の
厭
戦
心
理
を
哀
し
く
描
出
し
て
い
る
。
Ｎ
将
軍
が
登
場
後
、
ま
ず
将
軍
に
見
つ
め
ら
れ
、
握
手
で

励
ま
れ
た
田
口
は
「
殆
處
女
の
や
う
に
」
と
感
激
し
、「
御
国
の
為
に
捨
て
る
命
だ
」
と
、
名
誉
の
う
ち
に
決
意
し
た
。
将
校
の
敬
礼
に
反
発

す
る
堀
尾
は
、
Ｎ
将
軍
に
握
手
さ
れ
る
と
、「
全
身
の
筋
肉
が
硬
化
し
た
よ
う
に
直
立
不
動
の
姿
勢
に
な
っ
た
」
と
い
う
不
思
議
な
変
化
を
示

し
た
。

こ
れ
は
、
む
ろ
ん
彼
の
内
面
の
意
識
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
。
お
と
な
し
い
江
木
は
、
将
軍
の
威
信
に
激
励
さ
れ
た

後
の
二
人
を
み
て
、「
お
れ
は
何
の
為
だ
か
知
ら
な
い
が
、
唯
捨
て
て
や
る
つ
も
り
な
の
だ
」「
ど
う
せ
死
な
ず
に
は
す
ま
な
い
の
な
ら
綺
麗

に
×
×
× 10

や
つ
た
方
が
好
い
じ
や
な
い
か
？
」
と
、
絶
望
の
淵
に
投
げ
込
ま
れ
た
。
結
局
、
江
木
は
あ
え
な
く
戦
死
し
た
。
堀
尾
は
突
撃
の

最
中
に
、「
萬
歳
！
日
本
萬
歳
！
悪
魔
降
伏
。
怨
敵
退
散
。（
中
略
）
萬
々
歳
！
」
と
絶
叫
し
、
頭
部
銃
創
の
た
め
に
発
狂
し
た
。

Ｎ
将
軍
の
煽
動
と
そ
の
カ
リ
ス
マ
の
光
の
輪
の
下
に
、
厭
戦
情
緒
を
抱
い
て
い
た
平
民
兵
士
は
名
誉
の
た
め
、
国
の
た
め
命
を
捨
て
る
ま

で
に
意
志
を
逆
転
さ
せ
る
。
生
死
を
選
択
す
る
自
由
が
な
い
兵
士
た
ち
は
、
死
な
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
覚
悟
す
る
こ
と
に
至
っ
た
。
決
死
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し
た
悲
壮
感
に
満
ち
て
い
る
。
戦
場
上
の
兵
士
た
ち
の
命
は
、
戦
争
の
道
具
の
よ
う
な
軽
微
な
も
の
だ
と
作
者
に
暗
示
さ
れ
る
。

奥
野
久
美
子
の
考
証 11

に
よ
る
と
、「
将
軍
」
に
お
け
る
兵
士
の
厭
戦
情
緒
は
作
者
が
加
え
た
も
の
だ
。「
将
軍
」
と
い
う
小
説
は
、
作
者

が 
「
芥
川
龍
之
介
「
将
軍
」
考―

桃
川
若
燕
の
講
談
本
『
乃
木
大
将
陣
中
珍
談
』」（
三
芳
屋
書
店　

大
正
一
・
一
〇
）
に
負
う
作
品
だ
と
わ

か
っ
た
。
奥
野
に
よ
る
と
、『
白
襷
隊
』
の
時
間
、
場
所
、
状
況
な
ど
の
基
本
的
設
定
は
『
乃
木
大
将
陣
中
珍
談
』
を
参
照
し
た
も
の
で
あ

り
、
兵
士
の
批
判
的
戦
争
観
は
、
作
者
の
創
作
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
兵
士
の
戦
争
批
判
か
ら
は
、
作
者
の
意
図
も
自
然
に
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
作
者
は
厭
戦
的
な
兵
士
と
扇
動
者
の
Ｎ
将
軍
と
の
構
図
を
示
し
て
い
る
。
将
軍
は
自
身
の
カ
リ
ス
マ
性
を
生
か
し
て
体
を
肉
弾

に
な
れ
と
、
厭
戦
的
な
兵
士
た
ち
を
激
励
し
た
。
こ
こ
で
、
将
軍
の
カ
リ
ス
マ
性
が
役
を
果
た
し
た
と
こ
ろ
は
、
厭
戦
気
分
を
逆
転
し
て
死

に
向
か
わ
せ
ろ
う
と
い
う
意
識
の
転
換
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
欺
瞞
、
戦
死
、
発
狂
な
ど
惨
烈
な
結
果
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

兵
士
を
死
な
せ
る
羊
皮
を
覆
う
狼
の
よ
う
な
将
軍
の
本
来
の
姿
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
作
者
は
こ
の
『
間
諜
』
で
「
狡
知
」、「
モ
ノ
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
眼
」、「
殺
戮
を
喜
ぶ
」
な
ど
言
葉
で
冷
血
、
残
虐
な
Ｎ
将
軍
像
を

彫
り
刻
ん
で
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
露
探
を
処
刑
す
る
と
き
、
田
口
一
等
卒
は
銃
を
か
ざ
し
た
ま
ま
「
故
郷
へ
別
れ
を
告
げ
て
い
る
」
支
那

人
の
露
探
を
ど
う
し
て
も
突
き
刺
せ
な
か
っ
た
。
人
を
斬
る
の
を
楽
し
み
と
し
て
い
る
曹
長
に
向
か
っ
て
、
Ｎ
将
軍
の
「
斬
れ
！
斬
れ
！
」

と
い
う
命
令
が
下
さ
れ
、
そ
の
下
で
処
刑
が
成
さ
れ
執
行
し
た
。
そ
の
処
刑
場
面
は
、
主
に
平
民
の
田
口
一
等
卒
、
曹
長
と
Ｎ
将
軍
の
三
人

に
よ
っ
て
処
刑
が
行
な
わ
れ
た
。

し
か
し
、
人
道
的
に
考
え
れ
ば
、
田
口
は
な
か
な
か
露
探
の
首
を
斬
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
滞
っ
た
。
モ
ノ
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
将
軍
と
、「
殺

戮
を
喜
ぶ
」
曹
長
が
見
事
に
解
決
し
た
。
こ
の
後
、
不
思
議
な
こ
と
に
人
の
良
い
田
口
は
「
こ
の
×
×
×
ら
ば
お
れ
に
も
殺
せ
る
」
と
思
う

よ
う
に
な
っ
た
。
直
ち
に
彼
に
こ
ん
な
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
軍
人
た
ち
が
平
気
で
首
を
切
る
こ
と
、
或
い
は
殺
戮
の
喜
び

か
ら
受
け
た
直
接
の
影
響
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
影
響
の
浸
透
の
速
さ
も
驚
愕
さ
せ
る
ほ
ど
興
味
深
い
も
の
だ
と
思
う
。
お
ま
け
に
、
穂
積
中
佐
が
目
の
前
の
変
質
的
な
Ｎ
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将
軍
に
対
し
て
反
感
を
抱
き
始
め
る
と
作
者
は
詩
的
に
描
い
て
い
る
。
穂
積
中
佐
は
欧
州
で
留
学
体
験
を
も
つ
軍
人
で
あ
る
。
同
じ
軍
人
で

も
彼
の
Ｎ
将
軍
へ
の
反
感
は
西
洋
の
素
養
、
価
値
判
断
が
彼
の
頭
に
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
一
方
、
Ｎ
将
軍
は
完
全
に
日
本
帝

国
主
義
に
育
成
さ
れ
、
自
分
の
命
す
ら
国
の
も
の
だ
と
い
う
絶
対
服
従
ま
で
に
至
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
で
教
育
を
受
け
た
穂
積
は
、
帝
国
軍
人
に
な
っ
て
も
Ｎ
将
軍
を
冷
静
な
眼
で
眺
め
て
い
る
。
作
者
は
こ
こ
で
新
し

い
帝
国
軍
人
を
呈
し
て
い
る
。
最
後
、
穂
積
中
佐
は
感
慨
し
た
あ
げ
く
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
言
葉
が
頭
に
漂
っ
て
く
る
。「
あ
れ
だ
け
勲
章
を

手
に
入
れ
る
に
は
、
ど
の
位
の
×
×
×
な
事
ば
か
り
し
た
か
」
と
ひ
そ
か
に
沈
思
す
る
。
作
者
は
、
首
を
斬
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
田
口

一
等
卒
、
首
を
斬
る
の
を
喜
ぶ
Ｎ
将
軍
と
曹
長
及
び
首
を
斬
る
こ
と
に
反
感
が
う
ご
め
く
穂
積
中
佐
と
い
う
対
立
な
三
種
類
の
人
物
を
造
型

し
た
。

紙
屋
だ
っ
た
、
即
ち
、
庶
民
に
初
め
て
首
を
斬
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
人
物
の
設
定
は
、
Ｎ
将
軍
と
曹
長
と
が
現
し
た
殺
戮
の

正
当
性
と
喜
び
を
突
出
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
欧
州
に
留
学
体
験
を
も
つ
穂
積
中
佐
の
反
感
も
、
帝
国
軍
人
の
輝
き
の
裏
を
曝
す
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
作
者
は
こ
の
よ
う
な
対
立
す
る
立
場
か
ら
、
軍
人
の
殺
戮
の
本
質
を
反
射
し
抉
出
す
る
こ
と
を
こ
の
作
品
の
中
に
書
き

下
し
た
の
で
あ
る
。

三
、「
陣
中
の
芝
居
」―

惨
め
な
観
客

 

「 

余
興
の
演
芸
会
を
催
す
時
、
会
場
に
は
大
勢
の
兵
卒
が
集
っ
て
い
た
。（
中
略
）
殆
看
客
と
呼
ぶ
さ
へ
も
皮
肉
な
感
じ
を
起
さ
せ
る
程
み

じ
め
な
看
客
に
違
い
な
か
っ
た
。
が
、
そ
れ
だ
け
又
彼
等
の
顔
に
、
晴
れ
晴
れ
し
た
微
笑
が
漂
っ
て
い
る
の
は
、
一
層
可
憐
の
気
が
す

る
の
だ
っ
た
。」 12

芝
居
が
始
ま
る
前
に
、
兵
士
た
ち
を
描
く
こ
と
で
、
可
憐
な
陣
中
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
。
Ｎ
将
軍
も
今
日
そ
の
眼
に
人
懐
こ
い
微
笑
が
浮
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か
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
読
む
と
対
照
的
に
前
の
処
刑
場
で
将
軍
の
モ
ノ
マ
ニ
ア
ッ
ク
眼
を
思
い
出
さ
せ
る
。
看
客
が
芝
居
（
男
女
相
撲
、
濡

れ
場
）
に
熱
中
す
る
と
き
、
Ｎ
将
軍
が
「
何
だ
、
そ
の
醜
態
は
？
幕
を
引
け
！
幕
を
引
け
！
幕
を
！
」
と
「
余
興
を
や
め
！
幕
を
引
か
ん

か
？
幕
！
幕
！
」
と
突
然
激
し
く
叱
咤
を
発
し
た
。
み
じ
め
な
看
客
た
ち
が
楽
し
ん
で
い
る
芝
居
は
、
慌
て
て
終
え
ら
れ
、
英
雄
物
語
を
演

じ
る
芝
居
に
換
え
ら
れ
た
。
中
佐
は
看
客
の
兵
士
た
ち
に
憐
憫
を
寄
せ
、
将
軍
に
外
国
人
の
武
官
と
と
も
に
不
可
解
と
軽
い
侮
蔑
を
感
じ
た
。

し
か
し
、
中
佐
は
外
国
人
の
武
官
た
ち
の
将
軍
へ
の
不
可
解
に
は
同
感
な
の
に
将
軍
へ
の
不
満
は
少
し
も
流
露
さ
せ
ず
、「
下
品
で
す
か

ら
、―

―

将
軍
は
下
品
な
事
は
嫌
い
な
の
で
す
」
で
、
お
茶
を
濁
し
た
。

三
幕
目
の
「
ピ
ス
ト
ル
強
盗
清
水
定
吉
、
大
川
端
捕
物
の
場
」
が
始
ま
っ
た
後
、
Ｎ
将
軍
の
顔
は
「
以
前
よ
り
遥
か
に
柔や

さ

し
み
を
湛
へ
て

い
た
」
に
変
化
が
起
き
た
。
さ
ら
に
、
国
の
た
め
死
ん
で
も
悔
恨
し
な
い
巡
査
の
演
出
に
深
い
感
激
し
、「
偉
い
奴
じ
ゃ
。
そ
れ
で
こ
そ
日
本

男
児
じ
ゃ
」
と
、
涙
の
痕
が
頬
に
光
っ
て
い
る
ほ
ど
感
激
し
た
。
穂
積
中
佐
は
「
将
軍
は
善
人
だ
」
と
、
軽
い
侮
蔑
の
中
に
明
る
い
好
意
を

も
感
じ
始
め
た
。
こ
の
「
善
人
」
は
Ｎ
将
軍
の
単
純
あ
る
い
は
将
軍
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
現
れ
た
性
格
の
純
粋
と
、
理
解
し
て
も
差
支

え
な
い
だ
ろ
う
。
将
軍
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
浄
化
さ
れ
た
軍
人
で
あ
る
。
邪
魔
な
も
の
を
体
内
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
必
要
な
も
の
し
か

埋
め
ら
れ
な
い
実
験
用
の
標
本
に
類
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
外
界
を
疑
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
抹
殺
さ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
中
佐
が
感

心
し
た
「
善
人
」
と
は
、
将
軍
が
持
ち
味
の
「
人
懐
い
」
よ
う
な
人
間
的
な
資
質
へ
の
発
見
で
あ
る
と
思
う
。
最
初
、
兵
士
た
ち
に
憐
憫
を

寄
せ
た
中
佐
は
、
将
軍
に
も
憐
憫
を
仄
か
に
覚
え
た
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
自
己
の
本
来
の
人
間
性
が
見
え
ず
、
命
令
を
立
派
に
執
行

す
る
偏
執
的
な
将
軍
し
か
現
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
。

こ
の
『
陣
中
の
芝
居
』
に
お
い
て
、「
み
じ
め
な
兵
卒
が
好
き
な
も
の
を
楽
し
む
自
由
が
な
い
」
こ
と
と
、
Ｎ
将
軍
が
完
全
に
帝
国
日
本
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
体
現
す
る
単
純
な
「
忠
君
」
を
生
き
甲
斐
に
す
る
こ
と
と
が
、
軍
人
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

Ｎ
将
軍
の
涙
は
心
ま
で
帝
国
日
本
に
改
造
さ
れ
、
純
粋
に
「
忠
君
愛
国
」
と
い
う
封
建
的
な
モ
ラ
ル
を
崇
拝
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
将
軍
が
完
璧
に
こ
う
い
う
帝
国
軍
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
将
軍
の
「
至
誠
の
人
間
」
と
い
う
気
質
か
ら
き
た
も
の
と
考
え
ら
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れ
る
。
こ
ん
な
Ｎ
将
軍
の
一
側
面
だ
か
ら
こ
そ
、
中
身
は
帝
国
主
義
の
「
忠
君
愛
国
」
と
い
う
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
入
れ
換
え
ら
れ
、
真

心
で
国
家
に
貢
献
す
る
軍
人
が
育
ま
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
軍
国
主
義
に
改
造
さ
れ
、
人
間
性
さ
え
取
り
除
か
れ
た
至
上
の
作
戦
機
器
だ

と
も
い
え
る
。
自
由
が
奪
わ
れ
た
み
じ
め
な
兵
卒
に
比
べ
て
将
軍
は
冷
酷
、
人
情
が
な
い
軍
人
と
見
え
る
が
、
実
は
将
軍
は
徹
底
的
に
帝
国

日
本
に
犠
牲
に
な
っ
た
人
間
と
理
解
し
て
も
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

穂
積
中
佐
は
、
か
つ
て
西
洋
思
想
を
受
け
て
い
た
。
即
ち
、
日
本
帝
国
思
想
に
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
軍
人
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
中
佐

は
実
に
場
の
外
に
立
っ
て
内
を
冷
静
な
目
で
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
将
軍
に
対
す
る
、「
哀
れ
」「
感
傷
的
」
の
よ
う
な
も
の
も
、

中
佐
の
中
に
潜
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
中
佐
は
苦
笑
し
な
が
ら
、
ユ
ゴ
ー
の
歌
を
想
起
す
る
。
こ
の
歌
は
確
か
に
愛
の
歌
だ
が
、
勢
力
者
が
弱

小
者
を
誘
惑
す
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
伝
え
ら
れ
て
い
る 13
。

詩
を
じ
っ
く
り
と
読
ん
で
い
く
と
、
詩
人
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
罪
悪
の
誘
惑
」
が
読
者
の
前
に
満
開
の
花
の
よ
う
に
現
れ
る
。
ロ
ジ
ャ
ー

伯
爵
は
、
神
秘
的
な
性
的
幻
想
及
び
貴
族
の
極
上
な
日
常
を
用
い
て
田
舎
娘
を
誘
惑
す
る
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
色
彩
に
満
ち
て
い
る
一
枚

の
黒
色
の
ビ
ロ
ー
ド
の
如
き
豊
麗
な
誘
惑
だ
と
感
じ
ら
れ
る
同
時
に
、
美
麗
な
罪
悪
の
香
り
も
ほ
ん
の
り
と
漂
う
。
こ
の
詩
に
お
い
て
、
ユ

ゴ
ー
は
こ
の
罪
の
誘
惑
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
手
法
で
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
誘
惑
に
お
い
て
、
こ
の
ロ
ジ
ャ
ー
伯
爵
と
Ｎ
将
軍
と
が
同

じ
く
国
家
へ
奉
仕
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
担
う
役
割
を
示
唆
す
る
こ
と
で
あ
る
。
扇
動
者
と
扇
動
さ
れ
る
人
と
の
間
に
は
、
逞
し
い
権
力
者

と
草
一
本
の
よ
う
な
弱
い
人
間
と
の
甚
だ
し
い
対
照
が
存
在
す
る
。

中
佐
は
ユ
ゴ
ー
の
歌
を
思
い
出
す
こ
と
は
単
に
各
『
将
軍
』
論
で
批
評
さ
れ
た
よ
う
な
西
洋
の
イ
ン
テ
リ
で
は
な
く
て
、
権
力
者
が
強
大

の
力
を
用
い
て
弱
小
な
も
の
の
判
断
力
を
ご
ま
か
し
、
扇
動
、
誘
惑
す
る
こ
と
へ
の
覚
醒
及
び
見
極
め
が
、
彼
の
中
に
密
か
に
蠢
か
し
て
い

る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
中
佐
の
最
初
の
「
苦
笑
」
か
ら
反
感
に
進
ん
だ
Ｎ
将
軍
が
代
表
す
る
軍
事
へ
の
最
終
の
理
性
的
弁
別

で
あ
る
。
同
時
に
、
偉
大
な
日
本
国
の
国
家
主
義
、
植
民
主
義
な
ど
を
見
抜
い
た
と
も
断
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ユ
ゴ
ー
の
歌
の

連
想
は
、
決
し
て
中
佐
が
帝
国
主
義
の
日
本
へ
疑
い
を
抑
え
る
こ
と
で
は
な
い 14
。
Ｎ
将
軍
に
対
し
て
、
こ
ん
な
純
粋
な
帝
国
軍
人
に
は
始
終

至
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
異
質
な
軍
人
を
わ
ざ
と
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四
、
父
と
子

時
間
は
大
正
七
年
に
設
定
さ
れ
、
西
洋
風
の
応
接
間
で
中
村
少
将
（
か
つ
て
の
中
村
少
佐
）
と
大
正
青
年
の
息
子
と
の
間
に
Ｎ
将
軍
を
め

ぐ
っ
て
会
話
が
進
め
ら
れ
た
。

「
・
・
省
略
・
・
。
閣
下
は
お
前
が
た
の
思
ふ
よ
う
に
、
決
し
て
一
介
の
武
弁
じ
や
な
い
。」

少
将
は
楽
し
さ
う
に
話
し
終
る
と
、
又
炉
の
上
の
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
を
眺
め
た
。

「
あ
れ
も
や
は
り
人
格
者
か
い
？
」

「
え
え
、
偉
い
画
描
き
で
す
。」

「
Ｎ
閣
下
な
ど
と
は
ど
う
だ
ろ
う
？
」

青
年
の
顔
に
は
当
惑
の
色
が
浮
ん
だ
。

「
ど
う
と
云
っ
て
も
困
り
ま
す
が
、―
―
ま
あ
、
Ｎ
将
軍
な
ど
よ
り
も
僕
な
ど
に
近
い
気
も
ち
の
あ
る
人
で
す
。」

「
僕
は
将
軍
の
自
殺
し
た
気
も
ち
は
幾
分
か
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
写
真
を
と
っ
た
の
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
か
死
後

そ
の
写
真
が
、
何
処
の
店
頭
に
も
飾
ら
れ
る
事
を
、―

」

省
略

「
そ
れ
は
酷
だ
。
閣
下
は
そ
ん
な
俗
人
じ
ゃ
な
い
。
徹
頭
徹
尾
至
誠
の
人
だ
」

「
・
・
省
略
・
・
唯
そ
の
至
誠
が
僕
ら
に
は
、
ど
う
も
は
っ
き
り
の
み
こ
め
な
い
の
で
す
。
僕
ら
よ
り
後
の
人
間
に
は
、
猶
更
通
じ
る
と
は

思
わ
れ
ま
せ
ん
。・
・
・
」 15

父
子
が
Ｎ
将
軍
に
対
す
る
会
話
の
進
行
に
よ
る
其
々
の
意
見
を
交
換
し
た
。
最
後
、
気
ま
ず
い
沈
黙
の
後
、
中
村
少
将
が
「
時
代
の
違
い
」

と
い
う
言
葉
で
片
付
け
、
話
題
を
転
換
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
作
者
の
芥
川
は
、
こ
の
青
年
を
借
り
て
Ｎ
将
軍
す
な
わ
ち
乃
木
将
軍
に
所

持
す
る
挑
戦
的
な
意
見
を
は
っ
き
り
述
べ
た
。
息
子
は
、
自
由
を
信
仰
す
る
新
時
代
の
青
年
で
あ
る
。
父
は
天
皇
、
将
軍
な
ど
を
崇
拝
す
る
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忠
君
愛
国
を
人
生
の
道
徳
基
準
と
す
る
、
旧
近
代
モ
ラ
ル
に
生
き
て
き
た
人
間
で
あ
る
。
父
に
と
っ
て
自
由
を
主
張
す
る
人
な
ん
て
放
肆
、

無
礼
、
無
知
な
未
熟
児
で
あ
る
。

こ
の
観
念
上
の
相
違
は
、
最
後
「
時
代
の
差
」
で
父
に
片
付
け
ら
れ
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
新
旧
時
代
を
代
表
す
る
父
子
は
お
互
い
に

自
説
に
固
執
す
る
。
二
人
の
沈
黙
或
い
は
対
峙
の
う
ち
に
、
大
正
青
年
の
自
己
信
仰
を
堅
持
す
る
意
気
込
も
伝
わ
っ
て
き
た
。
中
村
父
子
の

間
に
生
じ
た
世
代
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
よ
う
な
観
念
の
差
は
、
明
治
と
大
正
と
の
時
代
精
神
の
差
を
象
徴
す
る
と
言
え
よ
う
。
Ｎ
将
軍
は
人
間

の
自
由
を
抹
殺
し
、
兵
士
を
作
戦
機
器
と
し
て
取
り
扱
う
軍
国
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
村
青
年
は
、
Ｎ
将
軍
の
殉
死
及
び
記
念
写
真

を
撮
る
こ
と
に
は
完
全
に
不
理
解
を
示
す
。
つ
ま
り
、
大
正
か
ら
の
新
世
代
は
、
旧
近
代
モ
ラ
ル
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
明
治
の

終
結
に
し
た
が
っ
て
、
旧
近
代
の
倫
理
、
道
徳
な
ど
も
破
滅
を
迎
え
た
。
中
村
青
年
が
言
っ
た
「
僕
ら
よ
り
後
の
人
間
に
は
、
猶
更
通
じ
る

と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
」。
こ
の
文
は
明
治
ま
で
の
日
本
の
モ
ラ
ル
は
必
ず
反
対
さ
れ
た
上
、
覆
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。

「
大
正
青
年
」
と
い
う
設
定
は
周
知
の
よ
う
に
白
樺
派
の
人
た
ち
の
こ
と
を
指
す
。
武
者
小
路
は
「
白
樺
」
の
後
記
で
こ
ん
な
感
想
を
述
べ

た
。「
乃
木
大
将
の
殉
死
は
あ
る
不
健
全
な
る
時
が
自
然
を
悪
用
し
て
つ
く
り
上
げ
た
る
思
想
に
育
ま
れ
た
人
の
不
健
全
な
理
性
の
み
が
讃
美

す
る
こ
と
を
許
せ
る
行
動
で
あ
る
」
ま
た
、
武
者
小
路
が
東
大
在
学
中
に
学
習
院
で
演
説
す
る
時
、「
人
間
が
人
間
の
価
値
を
知
ら
な
い
と
こ

ろ
か
ら
い
ろ
ん
な
不
幸
が
起
る
。
一
番
人
間
の
価
値
を
知
ら
な
い
も
の
は
軍
人
で
す
。」
と
い
い
放
ち
、
聴
い
て
い
る
乃
木
院
長
の
顔
を
に
ら

み
つ
け
た
。

明
治
十
八
年
生
ま
れ
の
武
者
小
路
は
「
明
治
」
の
時
代
精
神
に
既
に
反
感
を
抱
き
、
人
間
尊
重
を
大
正
の
新
時
代
思
潮
と
し
て
宣
伝
し
た
。

明
治
二
十
五
年
生
ま
れ
の
芥
川
も
白
樺
派
の
精
神
を
受
け
止
め
、
白
樺
派
同
志
の
立
場
か
ら
殉
死
し
た
Ｎ
将
軍
に
疑
問
を
持
つ
、
少
将
の
息

子
と
い
う
大
正
青
年
を
造
型
し
た
わ
け
で
あ
る
。
少
将
の
息
子
に
と
っ
て
Ｎ
将
軍
よ
り
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
ほ
う
が
近
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
大
正
青
年
は
軍
人
よ
り
芸
術
家
に
憧
れ
て
い
る
。
軍
人
と
芸
術
家
と
の
根
本
的
な
違
い
は
、
命
令
を
絶
対
に
服
従
す
る

こ
と
と
、
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
命
令
を
服
従
す
る
こ
と
は
自
ら
の
自
由
意
志
を
無
く
し
て
、
命
令
を
受
け
る
こ
と
だ
け
が
軍
人

の
基
本
で
あ
る
。
芸
術
家
が
創
作
し
た
芸
術
品
に
は
、
必
ず
表
し
よ
う
と
す
る
個
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
性
は
そ
の
中
に
存
在
す
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る
自
由
意
志
に
支
え
ら
れ
る
。
芸
術
家
の
生
き
甲
斐
は
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
自
由
の
問
題
が
作
者
に
提

起
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
は
一
九
二
五
年
の
『
改
造
』
に
「
あ
ら
ゆ
る
至
上
主
義
に
好
意
と
尊
敬
と
を
持
つ
」 16

を
書
い
た
。

唯
僕
の
望
む
と
こ
ろ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
る
と
を
問
わ
ず
、
精
神
の
自
由
を
失
わ
ざ
る
こ
と
な
り
。
敵
の
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
看
破
す
る
と
共
に
、
味
方
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
も
看
破
す
る
こ
と
な
り
。
こ
は
何
人
も
絶
対
的
に
は
な
し
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
る

べ
し
。
さ
れ
ど
不
可
能
な
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
悉
く
善
玉
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
悉
く
悪
玉
と
せ
ば
、
天
下
は
ま
こ
と
に

簡
単
な
り
。
簡
単
な
る
に
は
相
違
な
け
れ
ど
、―
―

否
、
日
本
の
文
壇
も
自
然
主
義
の
洗
礼
は
受
け
し
筈
な
り
。
誰
か
又
賢
明
な
る
諸

公
に
自
明
の
理
を
云
云
せ
ん
や
。

ま
た
、
一
九
二
一
年
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
派
遣
視
察
員
と
し
て
中
国
へ
三
ヶ
月
半
く
ら
い
旅
行
し
て
い
た
。
北
京
で
、
中
国
の
新
文
化
運

動
の
提
唱
者
で
あ
る
胡
適
と
二
回
会
っ
た
。
話
題
の
一
つ
は
、
作
家
の
自
由
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
作
家
は
官
憲
か
ら
作
家
の
創
作
自
由
を

も
ら
っ
て
な
い
が
、
中
国
の
作
家
が
享
受
し
て
い
る
自
由
は
か
な
り
大
き
い
と
芥
川
が
胡
適
に
自
分
の
苦
情
を
言
っ
た
。
そ
れ
故
、
芥
川
は

自
由
を
求
め
ら
れ
な
く
て
苦
悩
し
て
い
た
作
家
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
。

自
由
を
求
め
る
こ
と
は
、
ま
ず
、「
自
己
」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
。
自
由
を
持
っ
て
か
ら
こ
そ
自
己
主
張
を
実
現

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
自
由
を
求
め
る
人
間
と
自
由
を
剥
奪
す
る
権
力
者
と
の
闘
い
は
避
け
ら
れ
な
い
。「
自
己
」

を
意
識
し
、
求
め
始
め
た
の
が
近
代
の
兆
し
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
個
へ
の
目
覚
め
、
人
間
性
を
尊
重
す
る
こ
と
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の

イ
タ
リ
ア
に
起
源
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
、
人
道
主
義
、
人
間
尊
重
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
八
、
十
九
世
紀
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
風
潮
に
影
響
さ
れ
た
近
代
日
本
の
イ
ン
テ
リ

が
追
求
し
て
い
た
理
想
で
あ
る
。
芥
川
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
点
か
ら
日
本
の
帝
国
主
義
、
国
家
主
義
な
ど
を
観
察
し
、
戦
争
を
反
対

す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
母
国
の
百
姓
兵
士
に
着
目
し
、
反
戦
の
視
点
を
兵
士
の
厭
戦
に
置
き
、
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
凄
愴
を
描
出
す
る
。
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小
説
に
お
い
て
、
兵
士
た
ち
を
死
に
向
か
わ
せ
た
り
、
芝
居
を
楽
し
む
自
由
ま
で
奪
っ
た
り
す
る
Ｎ
将
軍
は
残
虐
な
人
し
か
読
み
と
れ
な

い
。
し
か
し
、
Ｎ
将
軍
は
殉
死
と
い
う
仕
舞
で
一
生
「
忠
君
愛
国
」
を
守
り
抜
い
た
。「
忠
君
愛
国
」
を
生
き
甲
斐
に
す
る
Ｎ
将
軍
も
、
実
は

可
憐
な
犠
牲
者
で
あ
る
と
髣
髴
と
し
て
思
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
思
う
。
中
村
少
将
の
息
子
は
Ｎ
将
軍
が
殉
死
す
る
際
に
、
写
真
を
撮

る
こ
と
に
不
理
解
を
示
し
た
。
Ｎ
将
軍
に
と
っ
て
殉
死
と
い
う
こ
と
は
世
間
に
教
育
的
な
意
味
が
あ
る
か
ら
、
残
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
Ｎ
将
軍
は
「
死
」
を
実
行
す
る
と
き
で
も
軍
人
教
育
を
怠
ら
ず
、
写
真
と
い
う
形
で
世
間
に
「
忠
君
愛
国
」
の
模
範
を
残
し

た
。
Ｎ
将
軍
の
一
生
を
考
え
る
と
、
実
に
「
忠
君
愛
国
」
と
い
う
筋
金
入
り
の
四
つ
文
字
の
下
に
輝
か
し
く
生
き
て
き
た
。
そ
し
て
、
軍
神

と
し
て
子
孫
が
永
遠
に
称
賛
し
て
い
く
。
一
方
、
国
民
英
雄
の
Ｎ
将
軍
は
、
徹
底
的
に
帝
国
の
軍
国
主
義
に
よ
り
改
造
さ
れ
、「
忠
君
愛
国
」

と
い
う
モ
ラ
ル
を
入
れ
替
え
ら
れ
た
軍
人
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
Ｎ
将
軍
は
自
由
を
意
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
人
間
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
Ｎ
将
軍
は
陣
中
の
カ

リ
ス
マ
で
あ
る
と
同
時
に
最
大
の
無
自
覚
の
犠
牲
者
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
村
少
将
が
思
い
出
し
て
い
る
将
軍
の
人
懐
こ
い
一
側
面
か
ら

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
、
帝
国
側
か
ら
帝
国
主
義
の
罪
悪
を
抉
り
出
し
、
裏
付
け
る
。

Ｎ
将
軍
を
理
解
で
き
な
い
大
正
青
年
も
Ｎ
将
軍
へ
聊
か
の
疑
問
を
抱
く
穂
積
中
佐
も
、
西
洋
思
想
に
接
触
し
て
い
る
新
時
代
の
日
本
人
で

あ
る
。
中
村
少
将
、
穂
積
中
佐
、
少
将
の
息
子
と
い
う
三
人
の
年
齢
層
が
時
代
の
転
換
を
象
徴
し
て
い
る
。
お
ま
け
に
、
時
代
の
転
換
に
し

た
が
っ
て
三
人
の
Ｎ
将
軍
へ
の
反
応
は
天
皇
制
の
帝
国
主
義
、
軍
国
主
義
な
ど
に
抱
い
た
違
和
感
も
段
々
強
く
な
る
傾
向
が
呈
す
る
。
し
か

も
、
Ｎ
将
軍
に
対
す
る
中
佐
の
一
人
の
冷
静
な
感
嘆
と
息
子
の
強
烈
な
反
感
、
否
定
と
が
鮮
明
な
対
比
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
時
代
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
、
天
皇
制
の
帝
国
主
義
、
軍
国
主
義
政
策
な
ど
は
、
必
ず
抵
抗
さ
れ
、
続
か
な
く
な
る
と
作
者
は

暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
作
者
は
日
本
の
帝
国
主
義
、
植
民
地
主
義
が
旧
時
代
の
疾
患
と
し
て
、
必
ず
世
界
発
展
の
主
流
か
ら
外
れ
る
こ
と

を
予
想
し
て
い
る
。
こ
れ
は
芥
川
が
旅
行
先
の
中
国
で
世
界
の
社
会
、
政
治
動
向
を
総
合
的
に
観
察
し
た
上
、
帝
国
日
本
の
対
外
軍
事
、
政

治
の
政
策
を
見
抜
い
た
結
果
で
あ
る
。
上
海
の
西
洋
を
見
た
芥
川
は
、
租
界
と
い
う
も
の
に
大
変
反
感
を
持
っ
て
い
る
。
気
に
入
ら
な
い
原

因
は
租
界
が
国
の
侮
辱
で
あ
る
と
一
番
考
え
ら
れ
る
。
武
力
で
他
人
の
国
に
闖
入
し
て
す
べ
て
思
う
と
お
り
や
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
覇
権
、
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侵
略
行
為
だ
と
芥
川
に
見
ら
れ
る
。
中
国
は
ま
さ
に
俎
上
の
鯉
の
よ
う
に
侮
辱
さ
れ
て
い
る
。
人
道
主
義
者
の
芥
川
は
上
海
に
い
る
外
国
人

に
は
不
満
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
正
義
感
が
強
い
芥
川
像
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
。
任
務
さ
れ
た
新
し
い
中
国
の
様
子
は
当
然
見
て
き
た

が
、
日
本
の
対
中
政
策
も
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
点
と
し
て
視
野
に
入
れ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、

 

「 

蛍
の
幼
虫
は
蝸
牛
を
食
ふ
時
に
全
然
蝸
牛
を
殺
し
て
は
し
ま
は
ぬ
。
い
つ
も
新
し
い
肉
を
食
ふ
為
に
蝸
牛
を
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
ふ
だ
け

で
あ
る
。
我
日
本
帝
国
を
始
め
、
列
強
の
支
那
に
対
す
る
態
度
は
畢
竟
こ
の
蝸
牛
に
対
す
る
蛍
の
態
度
と
選
ぶ
所
は
な
い
。」 17

ま
た
、「
僻
見
」 18

で
こ
う
書
い
た
。

 

「 

上
海
で
訪
問
し
た
時
、
章
炳
麟
が
芥
川
に
こ
う
言
っ
た
「
予
の
最
も
嫌
悪
す
る
日
本
人
は
鬼
が
島
を
征
伐
し
た
桃
太
郎
で
あ
る
。
桃
太

郎
を
愛
す
る
日
本
国
民
に
も
多
少
の
反
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。」、「
先
生
は
ま
こ
と
に
賢
人
で
あ
る
。
省
略 

こ
の
先
生
の
一
矢
は

あ
ら
ゆ
る
日
本
通
の
雄
弁
よ
り
も
は
る
か
に
真
理
を
含
ん
で
い
る
。」

芥
川
は
こ
の
訪
中
に
よ
っ
て
改
め
て
日
本
の
帝
国
主
義
の
侵
略
、
強
権
の
本
質
を
見
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
作
者
は
帝
国
軍

人
の
Ｎ
将
軍
に
メ
ス
を
入
れ
、
忠
君
愛
国
を
信
仰
す
る
Ｎ
将
軍
を
帝
国
日
本
の
最
大
の
犠
牲
者
と
看
做
し
、
反
証
法
で
帝
国
主
義
、
軍
国
主

義
の
内
部
か
ら
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
強
権
、
欺
瞞
性
を
曝
し
た
。
忠
君
愛
国
、
勤
皇
、
富
国
強
兵
、
国
粋
主
義
な
ど
帝
国
の
モ
ラ
ル
で
築

き
上
げ
た
明
治
国
家
は
疑
う
、
侵
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
神
聖
た
る
帝
国
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
種
の
強
権
が
明
治
帝
国
の
成
立
に
従
っ
て
下
意
識
に
存
在
し
、
自
ら
の
思
想
、
行
動
に
対
す
る
目
に
見
え
な
い
感
化

作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
且
つ
、
絶
対
強
権
に
は
免
れ
が
た
い
欺
瞞
が
潜
み
が
ち
で
あ
る
。
作
者
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
帝
国
日

本
に
利
用
さ
れ
た
Ｎ
将
軍
を
通
し
て
、
日
本
の
帝
国
主
義
の
本
質
を
暴
露
し
批
判
し
た
。



愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第 11 号（2010）

三
四

（247）

五
、
お
わ
り
に

今
回
、
小
説
「
将
軍
」
を
読
ん
で
こ
の
本
論
を
綴
る
こ
と
と
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
兵
士
に
死
に
向
か
わ
せ
る
Ｎ
将
軍

と
芝
居
を
楽
し
む
権
力
を
奪
う
Ｎ
将
軍
を
通
し
て
、
帝
国
の
カ
リ
ス
マ
に
お
け
る
欺
瞞
、
強
権
を
作
者
は
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
カ
リ

ス
マ
の
Ｎ
将
軍
は
実
は
、
最
大
の
犠
牲
者
で
も
あ
っ
た
。
作
者
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
点
か
ら
帝
国
主
義
の
人
間
性
を
抹
殺
す
る
強
権
、

侵
略
、
欺
瞞
な
ど
罪
悪
の
本
質
を
抉
り
出
し
た
。

中
国
旅
行
の
後
、
芥
川
は
反
戦
の
意
識
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
戦
争
を
し
か
け
る
日
本
帝
国
主
義
、
軍
国
主
義
、

国
家
主
義
の
侵
略
本
質
を
見
抜
き
、
そ
の
中
に
潜
在
す
る
人
間
性
を
踏
み
躙
る
強
権
、
欺
瞞
性
を
曝
け
出
し
た
。
ま
た
芥
川
は
、
帝
国
側
か

ら
帝
国
主
義
、
植
民
主
義
な
ど
必
ず
時
代
の
発
展
の
主
流
か
ら
外
れ
る
と
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
将
軍
」
は
最
近
、
言
わ
れ
た
よ
う
な

芥
川
の
反
戦
小
説
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
社
会
に
お
け
る
強
権
、
欺
瞞
を
批
判
す
る
作
品
だ
と
思
う
。

注1 
 

伊
富
部
隆
輝
「
芥
川
龍
之
介
論
」『
新
潮
』
一
九
二
二
年
九
月
、
後
『
現
代
芸
術
の
破
産
』
収
録
（
関
口
安
義
「
将
軍
」
論
よ
り
、
注
（
5
））

2 
 

宮
本
顕
治
「
敗
北
の
文
学―

芥
川
龍
之
介
氏
の
文
学
に
つ
い
て
」『
芥
川
龍
之
介
全
集 

別
巻
』–

–

筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
（
八
六
頁―

一
〇
三
頁
）

3 
 

三
好
行
雄
「
作
品
解
説
」『
藪
の
中
・
将
軍
』
角
川
文
庫　

一
九
六
九
年
五
月
（
関
口
安
義
「
将
軍
」
論
よ
り
、
注
（
5
））

4 
 

海
老
井
英
次
「
将
軍
」『
芥
川
龍
之
介
必
携
』
三
好
行
雄
編　

学
燈
社　

一
九
七
五
年
二
月　

一
一
〇
頁

5 
 

関
口
安
義　

特
集
・
芥
川
龍
之
介
再
発
見―

没
後
八
〇
年
「
将
軍
」
論―

反
戦
小
説
の
視
点
の
導
入　

解
釈
と
鑑
賞
七
二
・
九　

二
〇
〇
七
年
九
月

（
一
三
八
頁―

一
四
五
頁
）

6 
 

谷
口
佳
代
子
「
芥
川
龍
之
介
『
将
軍
』
論―

「
時
代
」
を
生
き
る
群
像
」『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
十
一
巻
二
〇
〇
一
年
十
二
月
（
一
一
一

頁―

一
二
一
頁
）

7 
 

孔
月
「
偶
像
の
時
代
・
精
神
の
自
由―

芥
川
龍
之
介
「
将
軍
」
に
お
け
る
〈
中
間
的
〉
ま
な
ざ
し
の
意
味
」『
文
学
研
究
論
集
』
二
〇
〇
七
年
三
月

（
一
九
二
頁―

一
六
九
頁
）
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8 
 

田
山
花
袋
「
日
露
戦
争
実
記
」
四
十
九
号
・
一
九
〇
七
年
一
月　

三
頁

9 
 

テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
八
巻
に
よ
り　

岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
六
月
（
一
五
七
頁―

一
八
七
頁
）

10 
 

×
は
検
閲
の
よ
る
伏
せ
字
。
原
稿
は
紛
失
し
て
い
る
の
で
、
筑
摩
版
の
全
集
は
伏
せ
字
の
注
釈
を
行
な
っ
て
み
た
。

11 
 

奥
野
久
美
子
「
芥
川
龍
之
介
「
将
軍
」
考―

桃
川
若
燕
の
講
談
本
『
乃
木
大
将
陣
中
珍
談
』
と
の
比
較
」
国
語
国
文　

七
二
・
三　

二
〇
〇
三
年
三

月
（
八
七
〇
頁―

八
八
九
頁
）

12 
 （

9
）
に
同
じ

13 
 

ユ
ゴ
ー
の
詩
は
最
初
、
一
八
二
六
年
十
一
月
パ
リ
で
出
版
さ
れ
た
『O

des et B
allades

』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 

「
ぼ
く
の
話
を
聞
い
て
く
れ
る
ね
、
マ
ド
レ
ー
ヌ
」 

E
coute-m

oi, M
adeleine !

 

（O
des et B

allades; L
es orientales / V

ictor H
ugo L

ibr. O
llendorff 

一
九
一
二
年
、
三
三
〇
頁―

三
三
二
頁
）

 

ぼ
く
の
話
を
聞
い
て
く
れ
る
ね
、
マ
ド
レ
ー
ヌ
！　
　
　
　
　
　
　
　

L
'hiver a quitté la plaine

 

冬
は
平
原
を
去
っ
て
い
っ
た
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Q
u'hier il glaçait encor.

 

昨
日
は
ま
だ
凍
ら
せ
て
い
た
け
ど
ね　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

V
iens dans ces bois d'où m

a suite 
 

こ
の
森
に
お
い
で
。
ぼ
く
の
随
員
は
こ
こ
か
ら
帰
っ
て
ゆ
く
よ　
　
　

Se retire, au loin conduite 
 

遠
く
へ
、
角
笛
の
定
め
な
い
音
に
導
か
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Par les sons errants du cor. 

 

お
い
で
！
マ
ド
レ
ー
ヌ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

V
iens ! on dirait, M

adeleine, 
 

春
の
息
吹
で
バ
ラ
が
色
づ
く
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Q
ue le printem

ps, dont l'haleine 
 

そ
ん
な
春
が
、
今
宵
は
君
の
気
に
入
る
よ
う
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
onne aux roses leurs couleurs, 

 

花
で
い
っ
ぱ
い
の
そ
の
衣
装
を
揺
り
動
か
し
た
か
の
よ
う
だ
よ　
　
　

A
, cette nuit, pour te plaire, 

 

ヒ
ー
ス
の
生
い
茂
っ
た
荒
野
の
上
で
ね　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Secoué sur la bruyère Sa robe pleine de fl eurs. 

 

も
し
ぼ
く
が
、
お
お
、
マ
ド
レ
ー
ヌ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Si j'étais, ô M
adeleine, 
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そ
の
純
白
の
羊
毛
が
君
の
指
の
下
で
ほ
ぐ
れ
る
子
羊
だ
っ
た
ら
！ 

…　

L
'agneau dont la blanche laine 

 

も
し
ぼ
く
が
、
君
の
甘
い
呼
び
声
を
追
っ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Se dém
êle sous tes doigts ! ... 

 

空
を
舞
う
小
鳥
だ
っ
た
ら
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Si j'étais l'oiseau qui passe,
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E
t que poursuit dans l'espace U

n doux appel de ta voix ! ... 

 

も
し
ぼ
く
が
、
お
お
、
マ
ド
レ
ー
ヌ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Si j'étais, ô M
adeleine, 

 

ト
ン
ブ
レ
ー
ヌ
の
敬
虔
な
告
解
場
の
修
道
僧
だ
っ
た
ら
、　　
　
　
　

 L
'erm

ite de Tom
belaine 

 

君
の
口
が
彼
の
耳
元
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
ans son pieux tribunal, 

 

前
夜
の
君
の
罪
の
処
女
の
よ
う
な
告
白
を
漏
ら
す
と
き
！
…　
　
　
　

Q
uand ta bouche à son oreille

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
e tes péchés de la veille L

ivre l'aveu virginal ! ...

 

も
し
ぼ
く
に
、
お
お
、
マ
ド
レ
ー
ヌ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Si j'avais, ô M
adeleine, 

 

夜
の
蛾
の
目
が
あ
っ
た
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

L
'œ

il du nocturne phalène,
 

君
が
眠
り
に
つ
く
と
き
や
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 L
orsqu'au som

m
eil tu te rends,

 

そ
し
て
慎
み
の
な
い
そ
の
羽
が
君
の
密
か
な
小
部
屋
の　
　
　
　
　
　

E
t que son aile indiscrète

 

透
明
な
ガ
ラ
ス
窓
を
叩
く
と
き
に
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 D
e ta cellule secrète B

at les vitraux transparents 

 

君
の
胸
が
、
お
お
、
マ
ド
レ
ー
ヌ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Q
uand ton sein, ô M

adeleine,
 

鯨
骨
の
コ
ル
セ
ッ
ト
か
ら
開
放
さ
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Sort du corset de baleine,
 

つ
い
に
黒
い
ビ
ロ
ー
ド
か
ら
自
由
に
な
る
と
き
、　　
　
　
　
　
　
　

 L
ibre enfi n du velours noir; 

 

そ
し
て
裸
の
自
分
の
姿
を
見
る
の
が
怖
く
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Q
uand, de peur de te voir nue,

 

君
が
、
無
邪
気
な
娘
よ
、
君
の
ド
レ
ス
を
鏡
に
投
げ
か
け
る
と
き
！　

T
u jettes, fi lle ingénue, Ta robe sur ton m

iroir ! 
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も
し
君
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
マ
ド
レ
ー
ヌ
、　　
　
　
　
　
　
　
　

 Si tu voulais, M
adeleine 

 

君
の
住
ま
い
は
小
姓
や
従
者
た
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
だ
ろ
う
、　　

 Ta dem
eure serait pleine

 
そ
し
て
君
の
美
し
い
小
さ
な
礼
拝
堂
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
e pages et de vassaux; E

t ton splendide oratoire 
 

天
井
の
弓
形
の
石
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
éroberait sous la m

oire 
 

モ
レ
ア
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る
だ
ろ
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

L
a pierre de ses arceaux !

 

も
し
君
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
マ
ド
レ
ー
ヌ
、　　
　
　
　
　
　
　
　

 Si tu voulais, M
adeleine, 

 

君
の
頭
巾
を
飾
る
マ
ヨ
ラ
ナ
の
代
わ
り
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

A
u lieu de la m

arjolaine 
 

伯
爵
夫
人
か
男
爵
夫
人
の
冠
を
被
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う　
　
　
　

Q
ui pare ton chaperon, 

 

真
珠
は
花
の
形
で
ね
！　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

T
u porterais la couronne 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
e com

tesse ou de baronne, 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
ont la perle est le fl euron ! 

 

も
し
君
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
マ
ド
レ
ー
ヌ
、　　
　
　
　
　
　
　
　

 Si tu voulais, M
adeleine, 

 

ぼ
く
は
君
を
城
主
の
奥
方
に
し
て
も
い
い
の
だ
よ　
　
　
　
　
　
　
　

Je te ferais châtelaine; 
 

ぼ
く
は
ロ
ジ
ェ
伯
爵
な
の
だ
か
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Je suis le com
te R

oger; 
 

君
に
は
ぼ
く
の
た
め
に
そ
の
藁
葺
き
の
家
を
去
っ
て
ほ
し
い
よ　
　
　

Q
uitte pour m

oi ces chaum
ières,

 

こ
の
ぼ
く
に
羊
飼
い
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
の
な
ら
ね
！　
　
　
　
　

A
 m

oins que tu ne préfères 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Q
ue je m

e fasse berger ! 

14 
 

中
佐
は
自
己
保
身
の
た
め
、
ユ
ゴ
ー
の
詩
を
連
想
し
た
と
谷
口
佳
代
子
は
こ
う
分
析
し
て
い
る
。（
穂
積
中
佐
は
Ｎ
将
軍
と
職
業
軍
人
で
あ
る
と
い
う
点

で
同
列
に
あ
る
。
仮
に
こ
こ
で
将
軍
の
モ
ノ
メ
ニ
ア
ッ
ク
な
眼
の
持
つ
意
味
を
追
求
し
根
本
的
な
人
間
性
批
判
を
試
み
る
な
ら
、
将
軍
と
同
列
に  

あ

る
自
分
も
当
然
そ
の
批
判
の
対
象
と
な
る
。（
中
略
）
そ
の
追
求
は
自
己
保
身
の
た
め
に
棚
上
げ
さ
れ
て
き
た
と
想
定
で
き
る
。）
出
典
：
注
（
6
）
に
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三
八

同
じ

15 
 （

9
）
に
同
じ

16 
 

後
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
の
可
否
」
と
改
題
。『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
九
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
七
月
（
二
七
五
頁―

二
七
七
頁
）

17 
 「

支
那
」『
侏
儒
の
言
葉
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
三
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
十
一
月
（
二
七
頁―

一
〇
二
頁
）

18 
 

芥
川
龍
之
介
「
僻
見
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
一
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
九
月
（
一
八
七
頁―

二
一
六
頁
）
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