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M
em

oirs of the Am
erican Folk-Lore Society, vol.X

I, 1917, Folk-Tales 
of Salishan and Sahaptin Tribes, N

Y, K
raus R

eprint, 1969, pp. 40-43. 
（
34
） 
も
っ
と
も
詳
し
く
記
述
が
あ
る
の
は
以
下
。W

eil, Œ
uvres 

com
plètes, op. cit., p. 99. 

ヴ
ェ
イ
ユ
『
カ
イ
エ
４
』、
前
掲
書
、
二
六
三
頁
。

（
35
） W

eil, Œ
uvres com

plètes,op. cit., p. 127. 

ヴ
ェ
イ
ユ
『
カ
イ
エ
４
』、

前
掲
書
、
五
七
‐
五
八
頁
。

（
36
） 

さ
ら
に
、
蘇
生
を
可
能
に
す
る
「
水
」
は
別
の
連
想
を
呼
ぶ
。

《「
生
け
る
水
」（
ヨ
ハ
ネ
）

蘇
生
さ
せ
る
水
は
洗
礼
の
水
に
似
て
い
る
。
こ
の
操
作
に
は
、
地
に
埋

め
ら
れ
る
穀
粒
と
の
類
比
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
プ
ラ
ト
ン
は
髄
を
ス

ペ
ル
マ
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
。》

問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
生
命
の
根
拠
だ
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
そ
れ
を

血
液
と
す
る
集
団
と
髄
と
す
る
集
団
に
二
分
し
、
プ
ラ
ト
ン
に
代
表
さ
れ

る
後
者
に
対
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
を
前
者
に
あ
た
る
と
し
な
が
ら
も
、
過
越
し

の
羊
の
く
だ
り
だ
け
は
例
外
と
見
做
す
。
そ
し
て
蘇
生
が
可
能
で
な
い
こ

と
に
集
団
が
気
づ
く
と
き
、
犠
牲
の
観
念
が
生
ま
れ
る
と
主
張
す
る
。

（
37
） 

フ
レ
イ
ザ
ー
『
初
版
　
金
枝
篇
』
下
、
前
掲
書
、
一
五
四
‐
一
五
五

頁
。

（
38
） W

eil, Œ
uvres com

plètes, op. cit., p. 225, 321, 325, 413-414. 
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ェ

イ
ユ
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カ
イ
エ
４
』、
前
掲
書
、
二
〇
六
‐
二
〇
七
、
四
三
二
、
五
一
〇
頁
。

（
39
） 

筆
者
の
立
場
で
ヴ
ェ
イ
ユ
の
信
仰
の
領
域
ま
で
論
じ
る
の
は
控
え
る

が
、
他
者
の
宗
教
や
口
承
伝
統
に
対
す
る
ヴ
ェ
イ
ユ
の
関
心
を
「
犠
牲
」

の
観
点
か
ら
読
み
解
い
た
鈴
木
順
子
著
『
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
―
―「
犠

牲
」
の
思
想
』
第
三
章
を
参
考
に
し
た
（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
二
年
）。

（
40
） W

eil, Attente de D
ieu, preface de J.M

.Perrin, Paris, Fayard, 1966. 

ヴ
ェ
イ
ユ
「
神
を
待
ち
の
ぞ
む
」
渡
辺
秀
訳
、『
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ

著
作
集
Ⅳ
』、
前
掲
書
、
六
九
頁
。

（
41
） Ibid., pp. 52-53. 

同
書
、
四
〇
頁
。

（
42
） Ibid., pp. 42-43. 

同
書
、
三
三
頁
。

（
43
） 

冨
原
眞
弓
『
人
と
思
想
　
ヴ
ェ
ー
ユ
』、
清
水
書
院
、
一
九
九
二
年
、

七
七
頁
。

（
44
） 

同
書
、
一
三
〇
頁
。
引
用
は
『
ロ
ン
ド
ン
論
集
と
さ
い
ご
の
手
紙
』

か
ら
。W

eil, Ecrits de Londres et dernière lettres, Paris, G
allim

ard, 
1957, p. 246.

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
詩
学

森
達
也
監
督
映
画
『
Ａ
』
を
め
ぐ
っ
て

今
村
純
子

は
じ
め
に

美
し
い
比
喩
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
テ
ク
ス

ト
は
、
読
む
者
の
心
を
震
わ
せ
、
未
来
へ
と
突
き
動
か
す
強
さ
を
有
し

て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
き
に
論
理
は
破
綻
し
、
彼

女
自
身
に
は
確
固
た
る
照
応
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
読
み
手
は

し
ば
し
ば
そ
の
飛
躍
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
掴
め
ぬ
ま
ま
、
彼
女
の
テ

ク
ス
ト
を
読
み
進
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
れ
は
往
々
に
し

て
彼
女
の
夭
折
ゆ
え
の
未
熟
さ
に
帰
せ
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
と
り
わ
け
彼
女
が
「
真
理
」
と
い
う
言
葉

を
発
す
る
と
き
、
そ
の
深
度
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
語
は
前
後
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
隔
離
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
そ
の
場
に
佇
ん

で
い
る
。
そ
の
得
も
言
わ
れ
ぬ
空
白
に
は
、
シ
エ
ナ
の
聖
カ
タ
リ
ナ

（Santa C
aterina da Siena, 1347-80

）
や
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
（Jeanne 

d'A
rc, 1412-31

）
や
出
口
な
お
（
一
八
三
七
‐
一
九
一
八
年
）
と
い

っ
た
人
た
ち
の
名
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、「
あ
ち
ら
側
」
に
よ
ぎ
ら

れ
る
経
験
を
し
た
者
、「
こ
ち
ら
側
」
と
「
あ
ち
ら
側
」
の
境
界
に
立

つ
者
の
み
が
あ
わ
せ
も
つ
深
い
困
惑
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

彼
女
た
ち
が
一
様
に
経
験
し
た
、
自
己
が
内
と
外
か
ら
突
き
破
ら
れ
る
、

い
わ
ば
「
啐そ
つ
た
く啄

の
感
」
を
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
取

り
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

映
画
監
督
で
あ
り
作
家
で
も
あ
る
森
達
也
（
一
九
六
〇
年
‐
）
の
表

現
の
姿
勢
は
、
一
貫
し
て
「
見
え
な
い
世
界
」
へ
の
眼
差
し
に
貫
か
れ

て
い
る
。
こ
の
「
見
え
な
い
世
界
」
を
、
映
像
と
言
葉
を
通
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
心
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
映
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
見
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え
る
世
界
」
を
震
撼
さ
せ
、「
見
え
る
世
界
」
に
安
住
し
て
い
る
人
々

の
心
を
覚
醒
さ
せ
、
転
回
さ
せ
よ
う
と
す
る
情
熱
が
、
森
監
督
の
作
品

の
一
貫
し
た
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
森
監
督
の
こ
の
よ
う
な
表

現
の
姿
勢
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
一
九
九
五
年

の
オ
ウ
ム
真
理
教
・
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で
あ
る
。
こ
の
前
代
未
聞
の

大
事
件
を
通
し
て
、
と
り
わ
け
、「
正
義
で
あ
る
こ
と
」
と
「
正
義
と

認
め
ら
れ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

」、「
善
で
あ
る
こ
と
」
と
「
善
と
認
め
ら
れ
る
こ

0

0

0

0

0

0

と0

」
と
の
絶
対
的
な
差
異
を
、
美
の
閃
光
に
お
い
て
映
し
出
そ
う
と

し
た
一
連
な
り
の
作
品
群
が
、
映
画
『
Ａ
』、『
Ａ
２
』、
そ
し
て
書
籍

『
Ａ
３
』
で
あ
る）

1
（

。

本
小
論
で
は
、『
Ａ
２
』、『
Ａ
３
』
を
遠
景
に
置
き
つ
つ
、
映
画

『
Ａ
』
が
提
示
す
る
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
最

晩
年
の
論
考
「
人
格
と
聖
な
る
も
の
（“La personne et le sacré ”

）」

が
提
示
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
衝
突
さ
せ
、
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
て
み
た
い
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
ヴ
ェ
イ
ユ
固
有
の
イ
メ
ー
ジ
思
考
が
明
確
に
な
る

の
と
同
時
に
、
映
画
『
Ａ
』
に
お
け
る
「
芸
術
と
い
う
倫
理
の
か
た

ち
」
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う）

2
（

。
と
り
わ
け
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
述
べ

る
「
真
理
」
の
位
相
、
そ
の
飛
躍
・
深
淵
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
う
ち

に
も
つ
霊
性
を
映
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
銘
記
す
べ
き
は
、
映
画

『
Ａ
』
が
映
し
出
す
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
た
ち
も
同
様
に
、
か
れ
ら

な
り
に
は
、
真
摯
に
、
た
ゆ
ま
ず
、
こ
の
「
真
理
」
を
探
究
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
ど
こ
で
道
を
間
違
え
、
い
っ
た
い

何
が
問
題
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
こ
か
ら
何
が
活
き
う
る
の
か
を
問
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
活
き
う
る
も
の
が
美
の
閃
光
を
纏
う

の
で
あ
れ
ば
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
詩
学
が
、「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
の
詩
学
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
出
る
で
あ
ろ
う
。

１
　
映
画
『
Ａ
』
の
問
う
も
の

森
達
也
の
監
督
に
な
る
映
画
『
Ａ
』（
一
九
九
八
年
）
は
、
地
下
鉄

サ
リ
ン
事
件
（
一
九
九
五
年
）
の
半
年
後
か
ら
撮
影
が
開
始
さ
れ
、
三

年
後
に
公
開
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
、
森
監
督
自
ら
が
オ
ウ
ム
真
理
教

教
団
内
部
に
潜
入
し
、
信
者
た
ち
に
一
定
の
共
感
を
寄
せ
つ
つ
撮
影
さ

れ
た
、
特
異
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

よ
う
な
姿
勢
は
当
時
、
森
監
督
が
所
属
し
て
い
た
テ
レ
ビ
局
の
依
頼
と

は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
森
監
督
は
、
こ

の
作
品
を
自
主
映
画
と
し
て
の
制
作
に
切
り
替
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
『
Ａ
』
が
放
つ
大
き
な
魅
力
は
、
こ
の
映
画

が
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
た
ち
と
か
れ
ら
を
取
り
巻
く
人
々
と
い
う
き
わ

め
て
特
殊
な
対
象
を
扱
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
個
と
個
が
ぶ
つ
か
り
合

う
さ
な
か
に
迸
り
出
る
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が

生
き
る
世
界
の
不
条
理
や
矛
盾
を
相
当
程
度
、
普
遍
的
に
映
し
出
し
て

い
る
点
に
あ
る
。

こ
の
映
画
は
、
大
事
件
を
起
こ
し
た
一
教
団
と
い
う
個
に
お
け
る
、

さ
ら
な
る
個
で
あ
る
、
当
時
、
オ
ウ
ム
真
理
教
広
報
副
部
長
で
あ
っ
た

荒
木
浩
（
一
九
六
八
年
‐
）
と
い
う
ひ
と
り
の
青
年
の
生
き
ざ
ま
に
焦

点
を
当
て
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
【
図
1
】。
個
を
徹
底
的
に
突
き
詰
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
映
画
は
、
逆
説
的
に
も
、
一
新
興
宗
教
団
体
の
問

題
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
今
日
、
わ
た
し
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
深
刻

な
社
会
問
題
―
―
た
と
え
ば
原
子
力
発
電
や
先
端
医
療
の
推
進
と
い
っ

た
―
―
を
捉
え
直
す
射
程
を
有
し
て
い
る）

3
（

。
さ
ら
に
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

そ
う
し
た
深
刻
な
社
会
問
題
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
そ
れ
で
は
わ
た
し

た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
〈
い
ま
、
こ
こ
〉
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
生
き

ら
れ
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
か
た
ち
を

変
え
て
、
各
々
の
生
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
相
貌
を
も
っ
て
立
ち
あ
ら

わ
れ
て
く
る
の
か
を
映
し
出
し
て
い
る
。

同
じ
く
森
監
督
の
手
に
よ
る
映
画
『
Ａ
２
』（
二
〇
〇
一
年
）
な
ら

び
に
書
籍
『
Ａ
３
』（
二
〇
一
〇
年
）
と
比
べ
て
み
る
と
、
映
画
『
Ａ
』

に
は
顕
著
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
映
画
が
、
事
件
発
生
直

後
の
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
た
ち
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
警
察
・
地
域
住
民

と
の
対
比
、
そ
し
て
両
者
の
あ
い
だ
に
引
か
れ
た
絶
対
的
な
分
断
を
は

っ
き
り
と
描
き
出
し
て
い
る
点
で
あ
る）

4
（

。
こ
の
映
画
は
、
自
分
た
ち
を

絶
対
的
な
善
の
側
に
置
き
、
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
た
ち
を
絶
対
的
な
悪

と
み
な
し
、
自
ら
の
思
考
を
停
止
さ
せ
た
ま
ま
、
な
ん
ら
罪
悪
感
を
抱

く
こ
と
な
く
、
否
む
し
ろ
、
善
と
正
義
の
名
の
も
と
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
精
神
的
・
身

体
的
な
暴
力
を
振
る
う
報
道
陣
、
警
官
、
近
隣
の
住
民
の
姿
を
映
し
出

し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
警
察
、
地
域
住
民
と
い

っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
状
況
か
ら
、
否
応
な
く
関
心
を
も
た
ざ
る

を
え
な
い
人
々
に
対
照
さ
れ
る
の
は
、
無
数
の
無
関
心
な

0

0

0

0

人
々
で
あ
る
。

荒
木
と
同
世
代
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
男
性
は
、
取
材
許
可
を
と
る
こ
と

図 1　森達也監督映画『Ａ』（1998年），0:19:57

図 2　『Ａ』，0:32:14

図 3　『Ａ』，1:07:41

な
く
、
自
ら
の
取
材
の
正
当
性

を
示
そ
う
と
屁
理
屈
を
こ
ね
ま

わ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
よ

そ
他
人
に
何
か
を
依
頼
す
る
態

度
で
は
な
い
【
図
2
】。
警
察
に

至
っ
て
は
、
ひ
と
り
の
信
者
を

苛
立
た
せ
、
職
務
質
問
を
拒
否

し
た
こ
の
信
者
を
押
し
倒
し
て

脳
震
盪
を
起
こ
さ
せ
た
あ
と
、

自
分
が
そ
の
信
者
か
ら
暴
行
を

受
け
て
負
傷
し
た
か
の
ご
と
く

演
技
し
、
こ
の
信
者
を
公
務
執

行
妨
害
で
逮
捕
す
る
。
そ
の
騒
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ぎ
に
遭
遇
し
た
近
隣
の
住
民
の
ひ
と
り
は
、「
自
分
た
ち
の
悪
い
部
分

は
直
し
て
い
く
つ
も
り
だ
」
と
真
剣
に
訴
え
る
信
者
の
男
性
に
対
し
て
、

「
水
に
赤
が
混
じ
っ
た
ら
あ
と
は
真
っ
赤
よ
」
と
、
全
く
聞
く
耳
を
も

た
な
い
【
図
3
】。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
い
ず
れ
も
、
自
ら
を
絶
対
的

な
善
の
立
場
に
置
き
、
相
手
を
絶
対
的
な
悪
と
決
め
つ
け
、
き
わ
め
て

矛
盾
し
た
論
理
を
堂
々
と
展
開
し
つ
つ
、
な
ん
ら
躊
躇
な
く
精
神
的
・

身
体
的
な
暴
力
を
振
る
い
続
け
る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ

ェ
イ
ユ
は
集
団
と
個
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
最
大
の
危
険
は
、
集
団
が
人
格
を
圧
迫
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は

な
く
、
人
格
が
集
団
に
突
進
し
、
そ
こ
に
紛
れ
込
も
う
と
す
る
こ
と
で

あ
る
」（EL 20

）、
と
。
こ
の
こ
と
が
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
容
易
に
な

さ
れ
る
の
か
を
、
映
画
『
Ａ
』
は
そ
の
醜
悪
さ
、
お
ぞ
ま
し
さ
に
お
い

て
映
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
映
画
は
、
一
般
の
報
道
と
は
正

反
対
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
た
ち
の
心
の
純
粋
さ
を
、
沈
黙
に
お
い

て
、
そ
の
美
の
閃
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ

ェ
イ
ユ
は
美
の
働
き
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
美
は
語
ら
な
い
。

美
は
何
も
言
わ
な
い
。
だ
が
、
美
に
は
呼
び
か
け
る
声
が
あ
る
。
美
は

呼
び
か
け
る
。
そ
し
て
声
な
き
正
義
と
真
理
を
あ
ら
わ
し
出
す
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
雪
の
な
か
で
息
も
絶
え
絶
え
に
倒
れ
て
い
る
主
人
の
傍

に
人
々
を
呼
び
寄
せ
る
べ
く
犬
が
吠
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」（EL 

38

）、
と
。
映
画
『
Ａ
』
は
、
こ
こ
で
譬
え
ら
れ
て
い
る
、
瀕
死
の
主

人
の
ま
わ
り
に
人
を
集
め
る
べ
く
吠
え
る
「
犬
」
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
、
沈
黙
に
お
い
て
「
呼
び
か
け
る
」
美
に
よ

っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
純
粋
さ
に
は
い
く
つ
も
の
陥
穽
が
孕
ま
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
観
る
者
に
い
わ
く
言
い
難
い
不
安
感
や
違
和
感
を
呼
び
起

こ
す
。
そ
の
根
源
に
見
ら
れ
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
こ
の
映
画
は
、
荒
木
を
中
心
と
し
た
信
者
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
森

監
督
が
、
と
き
に
冷
酷
で
辛
辣
な
問
い
を
投
げ
か
け
、
対
象
と
完
全
な

距
離
を
保
ち
つ
つ
、
一
対
一
の
対
話
を
重
ね
る
こ
と
で
あ
ぶ
り
出
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

２
　「
人
格
的
な
る
も
の
」
と
「
非
人
格
的
な
る
も
の
」

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
発
生
以
後
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
た
ち
は
、

た
し
か
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
に
、「
見
え
な
い
存
在
」
な
い
し

は
「
人
間
以
下
の
モ
ノ
」
の
ご
と
き
状
態
へ
と
押
し
や
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
「
モ
ノ
」
は
、
根
絶
す
べ
き
危
険
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、「
権
利
」
と
い
う
観
念
が
い
か

に
も
ろ
い
基
盤
に
立
っ
て
い
る
の
か
を
次
の
よ
う
な
比
喩
を
用
い
て
述

べ
て
い
る
。「
市
場
で
買
い
手
か
ら
不
躾
に
卵
を
買
い
叩
か
れ
た
農
民

は
、
こ
う
答
え
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。『
言
い
値
で
な
け

れ
ば
、
わ
た
し
は
卵
を
売
ら
な
い
権
利
が
あ
る
』、
と
。
だ
が
、
力
づ

く
で
売
春
宿
に
入
れ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
若
い
娘
が
、
自
分
の
権

利
に
つ
い
て
語
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

権
利
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
不
充
分
さ
の
た
め
に
、
滑
稽
に
思
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
」（EL 26-27

）、
と
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
力
づ
く
で
売
春
宿
に
入
れ
ら
れ
そ
う
に
な

っ
て
い
る
若
い
娘
」
と
同
じ
く
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
た
ち
は
、
あ

ら
ゆ
る
人
間
に
守
ら
れ
る
べ
き
、
民
主
主
義
が
標
榜
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

最
低
限
の
人

権
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
社
会
と
い
う
巨
獣
（
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』

493a-494e

）
が
「
剥
奪
し
て
も
よ
い
」
と
承
認
し
た
人
権
は
、
い
と

も
た
や
す
く
塵
芥
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る）

5
（

。
だ
が
こ
の
よ
う
な
暴

力
的
な
制
裁
が
信
者
た
ち
を
端
的
に
弱
体
化
さ
せ
は
し
な
い
。
否
む
し

ろ
、
あ
る
意
味
で
は
か
れ
ら
を
強
化
し
さ
え
す
る
。
あ
る
信
者
は
、
こ

の
逆
境
は
自
分
の
信
仰
が
真
実
か
ど
う
か
の
試
金
石
で
あ
り
、「
も
し

も
麻
原
被
告
が
、
わ
た
し
が
悪
か
っ
た
、
お
願
い
だ
か
ら
自
分
だ
け
は

助
け
て
く
れ
と
懇
願
し
て
も
変
わ
ら
な
い
か
」
と
の
森
監
督
の
辛
辣

な
問
い
か
け
に
対
し
て
、「
変
わ
ら
な
い
で
す
」
と
は
っ
き
り
断
言
し

て
い
る
。
そ
の
人
の
「
人
格
」
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
、
い
っ
さ
い

の
「
権
利
」
を
剥
奪
さ
れ
、
屈
辱
的
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
は
、
も

し
も
そ
の
状
態
へ
の
同
意
が
果
た
さ
れ
る
な
ら
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
さ
し
く
あ
ら
ゆ

る
宗
教
が
そ
の
使
命
と
す
る
「
人
格
的
な
る
も
の
」
か
ら
「
非
人
格
的

な
る
も
の
」
へ
の
、
す
な
わ
ち
「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
移
行
の
絶
好
の

契
機
と
な
る
。
ま
さ
し
く
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
述
べ
る
よ
う
に
、

「
人
間
が
集
団
的
な
も
の
か
ら
逃
れ
う
る
の
は
、
人
格
的
な
も
の
を
超

え
出
て
非
人
格
的
な
も
の
の
う
ち
に
入
り
込
む
と
き
だ
け
」（EL 19

）

で
あ
り
、「
極
度
の
全
的
な
屈
辱
の
状
態
に
長
く
身
を
置
く
こ
と
な
く

し
て
、
真
理
の
う
ち
に
入
る
こ
と
は
な
い
」（EL 34

）
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
映
画
を
観
る
者
が
抱
く
不
安
感
や
違
和
感
は
い
っ

た
い
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
質
的
な
豊
か
さ
を
謳

歌
す
る
浮
つ
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
い
っ
そ
う

募
る
信
者
た
ち
の
「
自
己
無
化
」
へ
の
希
求
は
、
か
れ
ら
の
存
在
を

き
わ
め
て
美
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
銘
記
す
べ
き
は
、
映

画
『
Ａ
』
が
映
し
出
す
荒
木
を
は
じ
め
と
し
た
信
者
た
ち
は
、
け
っ
し

て
オ
ウ
ム
真
理
教
に
固
執
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
だ
か
れ
ら
は
一
様
に
、「
現
代
的
な
価
値
観
に
満
た
さ
れ
た
社

会
に
自
分
の
居
場
所
は
な
い
」、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

実
在
を
真
摯
に
見
つ
め
た
、
自
ら
の
生
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
誠
実
な
態

度
で
あ
ろ
う
。
だ
が
か
れ
ら
の
矛
盾
は
、
本
来
、
自
己
無
化
と
い
う
行

為
の
根
源
的
な
動
機
と
な
る
は
ず
の
「
他
者
へ
の
愛
」
が
欠
如
し
て
い

る
と
い
う
点
に
あ
る）

6
（

。
と
は
い
え
こ
の
こ
と
は
、「
出
家
す
る
者
」
と

「
出
家
さ
れ
る
者
」、「
信
じ
る
者
」
と
「
信
じ
な
い
者
」
と
の
あ
い
だ

に
つ
ね
に
起
こ
る
乖
離
・
相
克
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
か
れ
ら
の
問
題
点

は
、
両
親
や
友
人
と
い
っ
た
親
し
い
人
々
へ
の
愛
情
に
代
わ
っ
て
、
ま

ぎ
れ
も
な
い
虚フ
イ
ク
シ
ヨ
ン構
で
あ
る
「
偶
像
」
へ
の
崇
拝
が
行
為
の
動
機
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
教
祖
が
無
様
な
姿
で

命
乞
い
を
し
た
と
し
て
も
自
分
の
信
仰
は
変
わ
ら
な
い
と
明
言
し
た
信

者
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
自
分
を
解
脱
ま
で
導
い
て
く
れ
る
の
は

尊
師
し
か
い
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
こ
の
信
者
は
、
恋
人
と
別
れ
て
入
信
し
た
理
由
を
、「
最
愛
の
人
と

ど
れ
ほ
ど
幸
せ
な
人
生
を
築
い
た
と
し
て
も
最
後
に
は
死
が
訪
れ
る
。

そ
の
死
か
ら
救
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
相
手
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
だ
」
と

述
べ
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
た
ち
は
「
偶

像
崇
拝
」
を
通
し
て
、
本
来
け
っ
し
て
認
識
し
え
な
い
は
ず
の
「
死
」

を
あ
た
か
も
把
持
し
う
る
か
の
ご
と
く
に
、
か
れ
ら
は
死
を
超
克
す
べ

き
現
象
と
し
て
、
死
を
基
点
と
し
て
生
を
配
置
し
て
い
る
。
シ
モ
ー

ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
「
想
像
上
の
死
」
と
「
実
在
の
死
」
と
の
絶
対
的
な
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差
異
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
心
の
な
か
だ
け
で
死
者

の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
り
、
墓
参
り
を
し
た
り
、
臨
終
に
立
ち
会
っ

た
り
す
る
と
き
、
敬
虔
な
気
持
ち
で
死
に
つ
い
て
考
え
る
。
だ
が
、
不

吉
で
あ
る
の
と
同
時
に
異
様
な
様
相
を
も
つ
戦
場
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て

た
屍
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
恐
怖
に
打
ち
震
え
る
。
死
が
赤
裸
々

に
、
一
糸
ま
と
わ
ず
あ
ら
わ
れ
る
と
、
肉
体
は
震
え
上
が
る
の
で
あ

る
」（EL 35

）。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
穏
や
か
で
温
か
い
佇
ま
い
の
か
れ
ら
が
、
ひ
と

た
び
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で
亡
く
な
っ
た
被
害
者
に
つ
い
て
語
る
と

き
、
そ
の
死
の
リ
ア
ル
な
感
覚
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
お
り
、
そ
の
こ

と
が
、
語
ら
れ
る
穏
や
か
な
表
情
と
対
照
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
異
様
な

不
気
味
さ
を
観
る
者
の
う
ち
に
喚
起
す
る
。
村
岡
達
子
・
オ
ウ
ム
真
理

教
代
表
代
行
（
当
時
）
は
、「
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
す
な
わ
ち
、
多
く
の
人
が
殺
害
さ
れ
た
と
し
て
も
、
戦
時
に
は
殺

人
が
許
容
さ
れ
る
と
い
っ
た
矛
盾
を
解
決
し
て
く
れ
る
の
は
尊
師
し
か

い
な
い
の
で
、
深
い
部
分
で
自
分
の
信
仰
は
揺
る
が
な
い
」
と
述
べ
て

い
る）

7
（

。
か
れ
ら
に
と
っ
て
死
と
い
う
現
象
は
、
よ
り
高
い
ス
テ
ー
ジ
に

向
か
う
た
め
の
一
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
問
題
は
、
生
き
て
い
る

人
間
は
け
っ
し
て
死
を
経
験
し
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
生
死
の
境
界
線
は
死
の
側
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
他
者
の

死
の
苦
し
み
や
痛
み
は
本
来
共
有
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
偶
像
崇
拝
を
通
し
て
あ
た
か
も
死
を
認
識
し
う

る
か
の
ご
と
く
の
確
信
を
得
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
す
な
わ
ち
、
愛
で
は

な
く
、
偶
像
や
「
想
像
上
の
死
」
と
い
う
不
確
か
さ

0

0

0

0

が
根
拠
と
な
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
誠
実
さ
と
真
摯
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ウ
ム

真
理
教
の
信
者
た
ち
は
き
わ
め
て
滑
稽
な
矛
盾
を
露
呈
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
か
れ
ら
の
「
存
在
の
美
」
は
た
ち
ま
ち
灰
燼
に

帰
し
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
生
の
ゆ
ら
め
き
だ
け
が
画
面
に
映
し
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
れ
と
同
様
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
如
」
は
、
地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
か
ら
二
二
年
の
年
月
を
経
た
今
日
、
あ
た
か
も
こ
の
事
件
が
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
日
々
を
生
き
る
わ
た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
へ
と

敷
衍
さ
れ
よ
う
。
実
際
に
「
起
こ
っ
た
こ
と
」
が
「
起
こ
ら
な
か
っ
た

こ
と
」
に
、
実
際
に
「
存
在
し
て
い
た
人
物
」
が
「
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
人
物
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
過
去
の
「
記
憶
」
が
現
在

に
活
き
活
き
と
思
い
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
現
在

に
豊
か
な
「
直
観
」
を
抱
き
え
ず
、
未
来
へ
の
「
期
待
」
を
思
い
描
く

こ
と
が
で
き
な
い）

8
（

。
こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
は
自
ら
の
手
で
自
ら
の

「
生
の
創
造
」
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

３
　「
聖
な
る
も
の
」
の
ゆ
く
え

映
画
『
Ａ
』
後
半
で
は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
か
ら
一
年
半
後
の
一

九
九
六
年
一
一
月
一
二
日
に
、
福
田
雅
章
・
一
橋
大
学
教
授
（
当
時
）

が
自
ら
の
勤
務
す
る
一
橋
大
学
で
荒
木
に
講
演
を
さ
せ
、
さ
ら
に
自
ら

の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
荒
木
と
学
生
た
ち
を
討
論
さ
せ
る
様
子
が
映
し
出
さ

れ
る
。「
他
人
か
ら
見
れ
ば
ど
ん
な
に
ば
か
ら
し
い
と
思
え
る
価
値
で

あ
っ
て
も
、
自
分
で
そ
れ
を
選
択
し
て
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
築
い
て
ゆ

く
自
由
が
、
現
代
の
日
本
に
は
な
い
」
と
述
べ
る
福
田
の
言
葉
は
、
そ

も
そ
も
、
社
会
と
い
う
「
巨
獣
」
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
知
性
の
開
花

す
る
場
所
で
あ
る
は
ず
の
大
学
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
を
問
う
。
そ
し

て
数
日
後
、
破
防
法
反
対
の
ハ
ン
ス
ト
を
や
っ
て
い
る
福
田
ゼ
ミ
の
女

子
学
生
の
ひ
と
り
が
荒
木
に
駆
け
寄
り
、「
荒
木
さ
ん
、
応
援
し
て
い

ま
す
か
ら
」
と
述
べ
る
。
そ
の
学
生
に
向
け
て
森
監
督
は
、「
オ
ウ
ム

真
理
教
の
荒
木
浩
を
応
援
し
て
い
る
の
？
」
と
問
い
か
け
る
。
す
る
と

女
子
学
生
は
は
っ
き
り
と
し
た
口
調
で
、「
い
い
え
、
荒
木
浩
さ
ん
を

応
援
し
ま
す
よ
」
と
言
い
切
る
【
図
4
】。
こ
の
や
り
と
り
の
う
ち
に
は
、

「
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
剥
ぎ
取
ら
れ
、「
荒
木

浩
そ
の
人
」
に
肉
薄
す
る
ひ
と
り
の
人
間
の
姿
が
見
て
取
れ
る
。
こ
こ

に
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
次
の
言
葉
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

目
、
考
え
と
い
っ
た
も
の
す
べ
て
で
あ
る
。
と
て
つ
も
な
く
良
心

が
咎
め
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
何
ひ
と
つ
侵
害
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
人
の
個
性
が
わ
た
し
に
と
っ

て
そ
の
人
の
う
ち
な
る
聖
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は

そ
の
人
の
両
目
を
や
す
や
す
と
え
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

盲
目
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
人
は
、
以
前
と
ま
っ
た
く
変

わ
ら
ず
、
そ
の
人
の
個
性
で
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
の
人
の
個
性
に

は
ま
っ
た
く
手
を
触
れ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は

そ
の
人
の
両
目
を
え
ぐ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。〔
…
…
〕
も
し
そ
の

許
可
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
が
面
白
い
と
し
て
、
正

確
に
は
い
っ
た
い
何
が
わ
た
し
に
そ
の
人
の
目
を
え
ぐ
る
こ
と
を

止
め
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
人
が
わ
た
し
に
と
っ
て
完
全

に
聖
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
関
係
に
お
い
て
、

す
べ
て
の
点
に
お
い
て
、
聖
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
の
腕

は
長
く
、
目
は
青
く
、
お
そ
ら
く
他
愛
の
な
い
あ
れ
こ
れ
を
考
え

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
こ
と
で
そ
の
人
が
わ
た
し
に
と
っ

て
聖
な
る
も
の
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
が
公
爵
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
聖
な
る
も
の
な
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
屑
屋
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
聖
な
る
も
の
な
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
の
手
を
止
め
る
で

あ
ろ
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

わ
た
し
の
手
を
止
め
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
は
、
も
し
誰
か
が
そ
の

人
の
目
を
え
ぐ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
人
は
、
悪
が
な
さ
れ
た
と
い

う
意
識
の
た
め
に
、
魂
が
引
き
裂
か
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
こ
と
な
の
だ
。 

（EL 11-13

）

図 4　『Ａ』，1:53:36

こ
こ
で
、
腕
が
長
く
、
目

が
青
く
、
そ
の
精
神
に
は
、

わ
た
し
の
与
り
知
ら
な
い
、

お
そ
ら
く
他
愛
も
な
い
あ
れ

こ
れ
の
考
え
を
思
い
浮
か
べ

て
い
る
人
が
通
り
で
す
れ
違

う
と
す
る
。
わ
た
し
に
と
っ

て
聖
な
る
も
の
と
は
、
そ
の

人
の
人
格
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
の
人
の
個
性
で
も
な
い
。

そ
れ
は
そ
の
人
で
あ
る
。
そ

の
人
の
す
べ
て
で
あ
る
。
腕
、

別冊水声通信／シモーヌ・ヴェイユ＿初校＿解説 .indd   226-227 17/11/25   11:42



228229

こ
こ
で
は
、
端
的
に
は
言
語
化
し
え
な
い
、「
人
を
殺
さ
な
い
力
」

に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
と
い
う
「
巨
獣
」
が
た

と
え
殺
人
を
認
め
て
い
た
と
し
て
も
、
否
、
奨
励
し
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
れ
で
も
人
を
殺
さ
な
い
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
な
る
力
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
、
と
問
う
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
属
性
が
剥
ぎ
取
ら

れ
た
そ
の
人
自
身
に
ど
の
よ
う
に
し
て
接
近
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ど
れ
だ
け
愛
情
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
の
す
べ
て

に
対
し
て
愛
情
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
様
に
、
ど
れ
ほ
ど

嫌
悪
を
抱
い
て
い
て
も
、
そ
の
人
の
す
べ
て
に
対
し
て
嫌
悪
を
抱
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
す
べ
て
の
属
性
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た
透

明
な
部
分
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
剥
き
出
し
の
生
」
で
も
あ
る
部
分
に

触
れ
得
た
と
き
、
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
自
ら
の
心
の
奥
底
に
自
ら
と
は

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

絶
対
的
に
異
な
る
他
者
が
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れ
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こ
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で
自
ら
の
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が
胎
動
す
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ヴ
ェ
イ
ユ
は
こ
う
続

け
る
。「
生
ま
れ
て
間
も
な
い
頃
か
ら
墓
場
に
至
る
ま
で
、
罪
を
犯
し

た
り
、
罪
を
被
っ
た
り
、
罪
が
な
さ
れ
る
の
を
ま
ざ
ま
ざ
と
観
た
り
と

い
っ
た
経
験
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
の
奥
底

に
は
、
人
は
自
分
に
悪
で
は
な
く
善
を
な
し
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
、

と
ど
う
し
よ
う
も
な
く
期
待
し
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
あ

ら
ゆ
る
人
間
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
な
に
よ
り
も
聖
な
る
も
の
な
の
で
あ

る
」（EL 13

）、
と
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
か
ら
罵
倒
さ
れ
、
人
権
を

剥
奪
さ
れ
、
モ
ノ
の
状
態
に
貶
め
ら
れ
た
荒
木
を
は
じ
め
と
し
た
信

者
た
ち
は
、「
な
ぜ
な
の
か
？
」、「
な
ぜ
人
は
わ
た
し
に
悪
を
な
す
の

か
？
」
と
い
う
子
ど
も
の
よ
う
な
叫
び
声
を
上
げ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
苦
悶
の
叫
び
が
沈
黙
の
う
ち
に
荒
木
の
内
側
か
ら
発
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
感
受
す
る
か
ら
こ
そ
、
福
田
ゼ
ミ
の
討
論
に
お
い
て

荒
木
と
学
生
た
ち
と
が
ど
こ
ま
で
も
平
行
線
を
た
ど
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
女
子
学
生
は
こ
の
叫
び
声
を
沈
黙
に
お
い

て
聞
き
取
り
、「
荒
木
浩
そ
の
人
」
に
肉
薄
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
者
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
条
件
に

よ
っ
て
、
い
と
も
た
や
す
く
、「
な
い
も
の
」、
さ
ら
に
は
「
排
除
す
べ

き
も
の
」
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
う
ち
に
あ
る
「
聖
な

る
も
の
」
と
は
「
人
格
」
で
は
な
く
、「
人
は
自
分
に
悪
で
は
な
く
善

を
な
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
と
ど
う
し
よ
う
も
な
く
期
待
し
て
し
ま

う
心
の
部
分
」
で
あ
り
、
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
部
分
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
映
画
『
Ａ
』
の
映
し
出
す
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者

た
ち
が
出
家
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
善
を
期
待
す
る
心
の
部
分
が

ま
っ
た
く
打
ち
捨
て
ら
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
権
利
の
主
張
や
人
格

の
重
視
を
顕
揚
す
る
戦
後
民
主
主
義
を
背
景
と
し
て
高
度
経
済
成
長
を

遂
げ
た
後
の
バ
ブ
ル
経
済
期
の
社
会
の
う
ち
に
、
堪
え
難
い
虚
無
を
見

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
先
に
教
祖
が
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
自
分

の
信
仰
は
変
わ
ら
な
い
と
述
べ
た
信
者
は
、「
将
来
こ
う
い
う
人
た
ち

が
社
会
を
作
る
の
か
と
失
望
し
、
三
日
で
大
学
を
や
め
た
」
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
別
の
信
者
は
、「
殺
生
の
多
い
会
社
で
働
い
て
い
て
、
動

物
を
殺
し
て
人
間
が
生
き
る
意
味
に
苦
悶
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ

る
い
は
ま
た
別
の
信
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
断
つ
修
行
を
通
し
て
、

「
食
欲
を
徐
々
に
抑
え
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
は
食
べ
ら
れ
な
い
で
も
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
天
上
か
ら
絶
え

間
な
く
降
り
注
ぐ
光
だ
け
が
、
力
強
い
根
を
地
中
深
く
下
ろ
す
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
木
に
供
給
す
る
。
実
の
と
こ
ろ
木
は
、
天
上
に
根
を
張
っ
て
い

る
の
で
あ
る
」（EL 29-30

）
と
い
う
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
葉

の
ひ
と
つ
の
実
践
で
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン

に
接
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
に
お
い
て
、
自
ら
の
生
を
真
摯
に

生
き
よ
う
と
す
る
若
者
の
姿
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

時
系
列
を
追
う
形
式
を
と
る
映
画
『
Ａ
』
全
編
の
各
所
に
挿
入
さ
れ
る
、

森
監
督
の
荒
木
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
し
ば
し
ば
訪
れ
る
荒
木

の
深
く
長
い
沈
黙
は
、
荒
木
が
〈
い
ま
、
こ
こ
〉
で
、「
人
は
自
分
に

悪
で
は
な
く
善
を
な
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
と
ど
う
し
よ
う
も
な
く

期
待
し
て
し
ま
う
心
の
部
分
」
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
物

語
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
述
べ
る
よ
う
に
、

「
こ
の
こ
と
は
、
悪
を
被
っ
て
い
る
と
感
じ
る
機
会
を
頻
繁
に
も
つ
人

が
も
っ
と
も
語
る
術
を
も
た
な
い
人
で
あ
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
避
け
難

い
。
た
と
え
ば
、
軽
罪
裁
判
所
で
、
流
暢
に
気
の
き
い
た
冗
談
を
交
え

て
話
す
裁
判
官
の
前
で
、
ひ
と
り
の
不
幸
な
人
が
も
ご
も
ご
と
口
ご
も

る
光
景
ほ
ど
お
ぞ
ま
し
い
も
の
は
な
い
」（EL 14

）
の
で
あ
る
。
荒
木

は
自
ら
の
苦
悶
を
ど
う
に
も
言
葉
に
「
映
す
／
移
す
」
こ
と
が
で
き
な

い）
9
（

。
た
だ
長
い
沈
黙
と
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
森
監
督
と
、
キ
ャ
メ
ラ

だ
け
が
そ
こ
に
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

森
達
也
監
督
が
現
在
に
至
る
ま
で
格
闘
し
て
い
る
オ
ウ
ム
真
理
教
か

ら
敷
衍
さ
れ
る
諸
問
題
を
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
述
べ
る
「
聖
な
る

も
の
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
ひ
と
た
び

失
っ
た
善
を
取
り
戻
す
と
い
う
意
味
に
お
け
る
刑
罰
の
可
能
性
を
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
刑
罰
に
つ
い
て
こ
う
述
べ

て
い
る
。「
自
分
の
ま
わ
り
に
悪
を
振
り
ま
こ
う
と
す
る
ほ
ど
ま
で
に

善
と
無
縁
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
が
ふ
た
た
び
善
の
う
ち
に
戻
り
う

る
の
は
、
悪
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。『
な
ぜ
、
わ

た
し
に
悪
を
な
さ
れ
る
の
か
？
』
と
、
驚
き
を
も
っ
て
言
わ
れ
る
完
全

に
無
垢
な
声
が
犯
罪
者
の
心
の
奥
底
か
ら
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
ま
で
、
犯

罪
者
に
悪
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
…
…
〕
刑
罰
と
は
も
っ

ぱ
ら
、
そ
れ
を
望
ま
ぬ
人
に
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0

0
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あ
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っ
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あ
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っ
て
さ
え
も
、
純
粋
な
善
へ
の
欲
望
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

」（EL 40

、
強
調
引
用
者
）。
ひ
と
た
び
悪
に
陥
っ
た
人
が
「
な
ぜ

人
は
わ
た
し
に
悪
を
な
す
の
か
？
」
と
い
う
子
ど
も
の
よ
う
な
叫
び
を

上
げ
る
「
聖
な
る
心
の
部
分
」
を
取
り
戻
す
た
め
に
こ
そ
、
刑
罰
が
あ

る
。
極
悪
の
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
、
ふ
た
た
び
善
へ
の
欲
望
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
た
め
に
刑
罰
が
あ
る
と
い
う
考

え
は
、
刑
罰
の
う
ち
に
懲
罰
の
み
を
見
出
し
、
お
ぞ
ま
し
い
こ
と
、
醜

悪
な
こ
と
を
す
ぐ
さ
ま
「
な
か
っ
た
こ
と
」
に
し
よ
う
と
す
る
現
代
社

会
に
、
鋭
い
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

現
代
社
会
を
構
築
し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
心
性
は
、

次
の
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
葉
と
無
縁
で
は
な
い
。「
生
き
た
肉
体
が
死
を
厭

う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
思
考
は
不
幸
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
厭
う
。

別冊水声通信／シモーヌ・ヴェイユ＿初校＿解説 .indd   228-229 17/11/25   11:42



230231

猟
犬
の
群
れ
の
歯
牙
に
か
け
ら
れ
る
た
め
に
鹿
が
一
歩
一
歩
前
に
進
み

出
る
こ
と
が
な
い
の
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
、
そ
う
し
な
く
て
も
す
む
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に0

、
現
実
の
、
間
近
に
迫
っ
た
不
幸
に
つ
い
て
注
意
力
を
向
け
る
行
為

は
不
可
能
で
あ
る
」（EL 29

、
強
調
引
用
者
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
下

鉄
サ
リ
ン
事
件
か
ら
二
二
年
を
経
た
現
在
、「
忘
れ
た
い
」、「
な
か
っ

た
こ
と
に
し
た
い
」
と
い
う
わ
た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
心
性
に
沿

う
よ
う
に
、
真
相
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
事
件
そ
の
も
の
が
風
化

し
て
い
る
。
そ
し
て
森
監
督
の
今
日
に
至
る
ま
で
の
挑
戦
と
は
、
わ
た

し
た
ち
は
「
猟
犬
の
群
れ
の
歯
牙
に
か
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
一
歩
一

歩
前
に
進
み
出
る
鹿
」
に
は
け
っ
し
て
な
り
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
い
う
芸
術
作
品
の
美
の
閃
光
に
お
い
て
、
そ
の

美
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
目
の
前
の
不
幸
を
注
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
く
る
衝
動
が
、
映
画
を
観
る
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
心
の
内
側
か
ら
沸

き
起
こ
っ
て
く
る
の
を
「
待
つ
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お

い
て
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
扱
う
社
会
問
題
が
、
そ
の
具
体
性
の
極

限
に
お
い
て
抽
象
性
の
光
を
獲
得
し
、
ふ
た
た
び
、
ま
っ
た
く
異
な
る

別
の
社
会
問
題
を
照
ら
し
出
す
地
平
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
わ

た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
に
不
可
欠
な
美
と
詩
が
内
側
か
ら
沸
き

起
こ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
を
覚
醒
さ
せ
、
転
回
さ
せ
、
わ
た
し
た
ち
ひ

と
り
ひ
と
り
が
自
ら
の
生
の
創
造
者
と
な
る
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
の

で
あ
る
。

﹇
註
﹈

＊
　« La personne et le sacré  » in Écrits de Londres et dernières lettres, 

Paris, G
allim

ard, 1957.

（「
人
格
と
聖
な
る
も
の
」『
ロ
ン
ド
ン
論
集
と
最

後
の
手
紙
』
所
収
）
か
ら
の
引
用
はEL

と
略
記
し
頁
数
を
記
し
た
。
な

お
訳
文
は
筆
者
の
拙
訳
に
よ
る
。

（
1
） 

ヴ
ェ
イ
ユ
は
プ
ラ
ト
ン
の
う
ち
に
神
秘
主
義
の
源
流
を
見
て
い
る
。
ヴ

ェ
イ
ユ
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
か
ら
の
次
の
翻
訳
・
引
用
を
参
照
の
こ

と
。「
正
義
の
人
は
素
朴
で
寛
大
で
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
言
葉
に
従
え
ば
、

善
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
善
く
あ
る
こ
と
を
望
む
人
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
正
義
の
人
か
ら
正
義
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
除
外
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。〔
…
…
〕
何
ひ
と
つ
不
正
義
を
犯
し
て
い
な
い
の
に
、
不
正

義
で
あ
る
と
い
う
最
大
の
悪
評
を
受
け
さ
せ
る
の
で
す
。〔
…
…
〕
こ
の
よ

う
な
魂
の
状
態
に
あ
っ
て
、
正
義
の
人
は
鞭
打
た
れ
、
拷
問
さ
れ
、
縛
ら
れ
、

目
を
焼
か
れ
、
つ
い
に
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
辛
酸
を
な
め
た
末
に
磔
に
さ

れ
る
で
し
ょ
う
。〔
…
…
〕
正
義
の
人
、
不
正
義
の
人
ど
ち
ら
か
ら
も
そ
れ

を
取
り
除
い
て
外
見
上
の
差
異
を
払
拭
し
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
で
し
ょ

う
。
君
が
讃
え
る
の
は
、
正
義
で
は
な
く
正
義
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

君
が
と
が
め
る
の
は
、
不
正
義
で
は
な
く
不
正
義
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
で
し
ょ
う
」
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』（361b-362a

）: Sim
one W

eil, Intuitions 
Pré-Chrétiennes, Paris, La Colom

be, 1951, p. 79. 

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、

今
村
純
子
訳
『
前
キ
リ
ス
ト
教
的
直
観
―
―
甦
る
ギ
リ
シ
ア
』
法
政
大
学
出

版
局
、
二
〇
一
一
年
、
九
〇
‐
九
一
頁
。

（
2
） 

芸
術
作
品
と
で
は
な
く
、
生
々
し
い
現
実
問
題
と
「
人
格
と
聖
な
る

も
の
」
と
の
往
還
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
拙
論
「
暴
力
と
詩

―
―『
人
格
と
聖
な
る
も
の
』、『
イ
ー
リ
ア
ス
、
あ
る
い
は
力
の
詩
篇
』

を
手
掛
か
り
に
」、
今
村
純
子
『
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
詩
学
』
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
九
七
‐
三
一
一
頁
。
お
よ
び
、
シ

ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
：
最
首
悟
・
川
本
隆
史
・
生
田
武
志
・
今
村
純
子
「
シ
モ

ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
と
〈
い
ま
、
こ
こ
〉
―
―『
人
格
と
聖
な
る
も
の
』
を

め
ぐ
っ
て
」、
今
村
純
子
責
任
編
集
『
現
代
詩
手
帖
特
集
版
　
シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ
ェ
イ
ユ
―
―
詩
を
も
つ
こ
と
』
思
潮
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
二
‐
一

五
三
頁
。

（
3
） 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、「
想
像
力
／
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
力
」
に
帰
着
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
た
め
に
は
想
像
力
が
不
可

欠
で
あ
り
、
想
像
力
が
枯
渇
す
る
と
「
想
像
力
の
紛
い
物
／
想
像
力
ら
し

き
も
の
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日

に
筆
者
が
お
こ
な
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
詩
人
で
あ
り
実
業
家
で

あ
る
辻
井
喬
＝
堤
清
二
（
一
九
二
七
‐
二
〇
一
三
年
）
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
想
像
力
と
い
う
の
は
怖
い
能
力
で
す
。
で
す
か
ら
、
想
像

力
が
人
間
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
し
て
考
え
ら
れ
た
時
代
と
、
想
像
力
を
持

つ
こ
と
は
怖
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
想
像
力
を
捨
て
よ
う

と
し
て
き
た
時
代
と
、
想
像
力
に
つ
い
て
も
歴
史
的
な
動
き
の
な
か
で
変

わ
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
『
核
兵
器
を
使
い
た
い
』

な
ん
て
い
う
の
は
明
ら
か
に
想
像
力
を
捨
て
た
人
間
で
な
け
れ
ば
言
え
な

い
。
し
か
し
そ
の
核
兵
器
を
開
発
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
想
像
力
が
大
き
な

力
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
関
係
で
す
ね
。
だ
か
ら
人
間
的
な
能
力
の

ひ
と
つ
で
あ
る
想
像
力
が
マ
イ
ナ
ス
に
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
よ
う
に
な
っ
た

と
き
か
ら
産
業
社
会
は
終
末
へ
向
か
っ
て
動
き
出
す
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
い
ま
は
産
業
社
会
の
末
期
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。〔
…
…
〕
想
像
力

と
い
う
の
は
何
に
よ
っ
て
豊
か
に
な
る
の
か
と
い
う
の
を
本
当
に
考
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
想
像
力
が
枯
渇
し
て
き
た
時
に

は
、
い
わ
ゆ
る
怪
し
げ
な
宗
教
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。
あ
れ
は
一
種
の

想
像
力
の
枯
渇
を
カ
バ
ー
し
よ
う
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
ず
れ
た
復
元
作
用

み
た
い
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。〔
…
…
〕
二
十
世
紀
は
テ
ー
マ
パ
ー
ク

の
時
代
と
言
わ
れ
て
、
ぼ
く
も
そ
う
い
う
話
を
し
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
は
想
像
力
を
囲
い
込
む
産
業
社
会
の
装
置
と
し
て
は

実
に
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で

見
た
ぐ
ら
い
で
、
日
本
の
も
の
は
見
て
い
な
い
ん
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
想

像
力
が
外
へ
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
囲
わ
れ
た
空
間
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
産
業
社
会
が
想
像
力
を
囲
い
込
む
の
は
、
一
種
の

最
終
的
な
囲
い
込
み
の
形
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」、
辻
井
喬
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
「
詩
と
哲
学
を
結
ぶ
た
め
に
」、
前
掲
『
現
代
詩
手
帖
特
集
版
　
シ
モ

ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
―
―
詩
を
も
つ
こ
と
』、
二
四
‐
二
五
頁
。

（
4
） 

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
発
生
か
ら
五
年
後
に
撮
影
さ
れ
た
『
Ａ
２
』
で

は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
と
地
域
住
民
や
右
翼
団
体
と
の
堅
固
な
境
界
線

が
、
融
和
・
和
解
し
て
い
く
様
が
興
味
深
く
描
か
れ
て
い
る
。

（
5
） 

こ
の
こ
と
は
な
に
よ
り
、
オ
ウ
ム
真
理
教
教
祖
・
麻
原
彰
晃
（
本
名
：

松
本
智
津
夫
、
一
九
五
五
年
‐
）
の
裁
判
が
、
被
告
人
の
精
神
鑑
定
も
採

用
さ
れ
ず
に
一
方
的
に
打
ち
切
ら
れ
、
死
刑
が
確
定
し
た
事
実
の
う
ち
に

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
書
籍
『
Ａ
３
』
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
を
世

に
問
う
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。

（
6
） 

た
と
え
ば
、
多
く
の
人
々
を
魅
了
し
た
宮
崎
駿
監
督
映
画
『
千
と
千

尋
の
神
隠
し
』（
二
〇
〇
一
年
）
に
お
い
て
、
主
人
公
・
千
尋
が
、
そ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
が
変
化
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
第

に
美
し
く
輝
き
出
す
の
は
、
自
分
で
は
な
く
、
両
親
や
親
し
い
友
人
ハ
ク

へ
の
愛
が
彼
女
の
行
動
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
詩
学
―
―
映
画
『
千
と
千
尋

の
神
隠
し
』
を
め
ぐ
っ
て
」、
前
掲
『
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
詩
学
』、
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七
一
‐
八
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
） 
『
Ａ
２
』
で
は
、
こ
の
点
が
よ
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

村
岡
達
子
代
表
代
行
と
幹
部
信
者
ふ
た
り
が
、
メ
デ
ィ
ア
同
行
の
も
と
、

松
本
サ
リ
ン
事
件
の
被
害
者
の
河
野
義
行
さ
ん
宅
を
訪
れ
た
際
、
け
っ
し

て
謝
罪
の
言
葉
を
口
に
せ
ず
、「
引
き
続
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
」

と
繰
り
返
す
か
れ
ら
の
現
実
離
れ
し
た
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

し
ば
し
ば
時
間
論
の
呼
び
水
と
さ
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
一
文

を
引
い
て
お
こ
う
。「
い
ま
や
次
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
疑
い
を
容
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
未
来
も
過
去
も
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
本
来
は
過
去
、

現
在
、
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
間
が
存
在
す
る
と
も
言
え
な
い
。
お
そ
ら

く
本
来
は
、
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
、
未
来
に

つ
い
て
の
現
在
と
い
う
三
つ
の
時
間
が
存
在
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
は
何
ら
か
魂
の
う
ち
に
存
在
し
、
魂
以
外
の

ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
過
去
に
つ
い
て

の
現
在
と
は
『
記
憶
』
で
あ
り
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
『
直
観
』

で
あ
り
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
『
期
待
』
な
の
で
あ
る
」
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』（
一
一
巻
、
二
〇
‐
二
六
節
）。

（
9
） 

こ
の
こ
と
を
、
た
と
え
ば
映
画
『
Ａ
２
』
に
お
い
て
、
荒
木
と
並
ぶ

も
う
ひ
と
り
の
メ
デ
ィ
ア
の
顔
と
な
っ
た
上
裕
史
裕
（
一
九
六
二
年
‐
）

の
姿
と
対
照
さ
せ
る
と
興
味
深
い
。「
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
無
理
を
し
て

俗
世
の
言
葉
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
森
監
督
の
問

い
か
け
に
対
し
て
上
裕
は
、「
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
も
の
が
最
終
的
に

残
る
も
の
な
ん
で
す
よ
ね
」
と
神
妙
な
面
持
ち
で
応
え
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
荒
木
と
同
様
の
沈
黙
も
伴
う
も
の
の
、
荒
木
と
対
照
的
な
、
上
裕
の

存
在
と
言
葉
の
希
薄
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、「
善
で

あ
る
こ
と
」
と
「
善
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」、「
正
義
で
あ
る
こ
と
」
と

「
正
義
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
の
絶
対
的
差
異
を
映
し
出
す
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
に
固
有
の
倫
理
の
働
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
贈
与
の
狂
気

岩
野
卓
司

お
お
、
贈
与
す
る
者
ら
す
べ
て
の
不
幸
！

―
―
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
』

序
近
年
、
贈
与
に
つ
い
て
の
思
想
と
研
究
が
い
ろ
い
ろ
と
注
目
さ
れ
て

い
る
。
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の『
贈
与
論
』、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ

の『
呪
わ
れ
た
部
分
』、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の『
時
間
を
与
え
る
』、
ジ

ャ
ン
゠
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
の『
与
え
ら
れ
て
あ
る
と
』な
ど
、
贈
与

は
人
類
学
の
文
脈
で
も
哲
学
の
文
脈
で
も
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
重
要
な
傾
向
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
交
換
と
贈

与
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
モ
ー
ス
は
未
開
人
の
儀
礼
の
研
究
を
通

し
て
、
マ
ル
ク
ス
ら
の
経
済
学
が
考
え
た
物
々
交
換
成
立
以
前
に
贈
与

交
換
と
い
う
慣
習
が
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
交
換
を
贈
与
と
い
う
文

脈
で
考
え
直
す
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
う
け
、
バ
タ
イ
ユ
や
デ
リ
ダ

は
さ
ら
に
贈
与
の
考
え
を
発
展
さ
せ
、
交
換
に
還
元
さ
れ
な
い
贈
与
の

問
題
を
提
起
し
た
。
ま
た
も
う
ひ
と
つ
の
傾
向
は
、
贈
与
の
根
源
性
で

あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
マ
リ
オ
ン
は
存
在
し
て
い
る
も
の
よ
り
も
根

源
的
な
次
元
で
贈
与
を
考
え
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
形

で
、
贈
与
な
る
も
の
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
想
の
な
か
に
も
贈
与
に
つ
い
て
の
問
題

系
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ヴ
ェ
イ
ユ
の
晩
年
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

「
贈
与
」
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
系
は
「
愛
」

の
問
題
系
と
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
愛
と
贈
与
の
関
係
は
キ
リ
ス

ト
教
の
文
脈
で
は
大
変
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
最
近
で
は
マ
リ
オ
ン
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