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は
じ
め
に

開
高
健
の
研
究
史
に
お
い
て
、
一
九
六
四
年
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
体
験
は
最

も
大
き
な
画
期
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
吉
田
春
生
は
開
高
を
総
合
的
に
捉
え

る
試
み
に
お
い
て
、
生
涯
を
五
期
に
分
け
つ
つ
、「
開
高
文
学
の
全
体
を
知
ろ

う
と
す
る
な
ら
ば
〔
中
略
〕
第
三
期
の
、
ベ
ト
ナ
ム
が
数
年
か
か
っ
て
咀
嚼
し

直
さ
れ
る
時
代
の
検
討
な
し
で
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
）
1
（

」
と
述
べ
た
。

同
様
に
開
高
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
取
り
組
ん
だ
平
野
栄
久
は
、
第
一
章
を
「
運
命

の
結
節
点
」
と
題
し
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
体
験
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
で
、

そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
）
2
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
重
視
は
、
そ
の
直
前
、
一
九
六

〇
年
代
前
半
の
作
品
に
対
す
る
軽
視
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。
吉
田
は
『
ロ
ビ

ン
ソ
ン
の
末
裔
』（『
中
央
公
論
』
一
九
六
〇
・
五
‐
一
一
）
と
「
太
っ
た
」（『
文

学
界
』
一
九
六
三
・
二
）
を
結
び
つ
け
、
こ
の
三
年
間
を
「
小
説
の
造
形
へ
の

意
志
」
が
消
失
す
る
過
程
と
の
み
捉
え
）
3
（

、
平
野
は
一
九
五
八
年
の
「
フ
ン
コ
ロ

ガ
シ
」（『
新
潮
』、
一
九
五
八
・
五
）
か
ら
「
エ
ス
キ
モ
ー
」（『
文
学
界
』
一

九
六
二
・
七
）
ま
で
を
ま
と
め
て
「
そ
れ
ぞ
れ
読
ま
せ
る
し
、
多
方
面
な
才
能

と
筆
力
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
ど
こ
か
弱
い
）
4
（

」
と
断
じ
る
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
体

験
を
画
期
と
す
る
ゆ
え
に
、
そ
の
直
前
の
作
品
は
模
索
の
時
期
と
し
て
簡
単
に

し
か
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
九
五
七
年
の
芥
川
賞
受
賞
に
よ
る
華
々
し
い
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
と

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
従
軍
取
材
の
狭
間
に
あ
た
る
一
九
六
〇
年
代
前
半
、
開

高
は
最
も
多
産
な
時
期
を
迎
え
て
い
た
と
見
ら
れ
な
く
は
な
い
。
小
説
以
外
に

も
『
過
去
と
未
来
の
国
々
』（『
世
界
』
一
九
六
〇
・
一
〇
‐
一
九
六
一
・
四
）

や
『
日
本
人
の
遊
び
場
』（『
週
刊
朝
日
』
一
九
六
三
・
七
‐
九
）
な
ど
の
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
に
挑
戦
し
、
紀
行
文
も
上
梓
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
は
じ
め
て
の

新
聞
連
載
で
あ
る
『
片
隅
の
迷
路
』（「
毎
日
新
聞
」
一
九
六
一
・
五
‐
一
一
）

な
ど
長
編
小
説
を
二
作
、
短
編
作
品
も
十
作
品
以
上
発
表
し
て
い
る
。
後
年
の

遅
筆
を
自
称
す
る
開
高
か
ら
す
る
と
、
意
外
な
ほ
ど
豊
富
な
作
品
数
で
あ
る
。

開
高
健
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
論

│
│
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
再
検
討
│
│
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本
稿
で
は
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
活
動
か
ら
短
編
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
を
取
り

上
げ
、「
模
索
」
の
時
期
に
あ
っ
た
開
高
が
追
究
し
て
い
た
課
題
を
提
示
す
る
。

そ
の
上
で
、
そ
の
主
題
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
関
連
作
品
へ
の
連
続
性
を
示
す
こ

と
で
、
画
期
を
迎
え
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
点
を
再
発
見
し
た
い
。

一
、「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
発
想

「
エ
ス
キ
モ
ー
」
は
次
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。

何
ら
か
の
「
事
故
」
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
保
有
す
る
核
を
搭
載
し
た
大
陸

間
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
発
射
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
ソ
連
の
反
撃
、
そ
し
て
両
国

の
応
酬
に
よ
っ
て
地
表
は
壊
滅
的
な
状
態
と
な
っ
た
。
偶
然
日
本
に
滞
在
中
で

あ
っ
た
西
ド
イ
ツ
、
ソ
連
、
フ
ラ
ン
ス
の
ひ
と
び
と
に
加
え
、
飛
行
機
の
窓
か

ら
ミ
サ
イ
ル
を
見
た
ア
メ
リ
カ
人
、
さ
ら
に
小
説
家
（
開
高
健
と
い
う
名
で
あ

る
）
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
人
数
名
は
、
東
京
に
天
幕
小
屋
を
作
っ
て
暮
ら
し

て
い
た
。
破
裂
し
た
水
道
管
か
ら
噴
き
出
る
水
を
飲
み
、
百
貨
店
の
跡
地
か
ら

罐
詰
や
酒
を
集
め
、
死
者
が
出
れ
ば
埋
葬
す
る
。
そ
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た

あ
る
日
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ハ
ッ
ク
が
「
い
っ
た
い
誰
に
責
任
が
あ
る
ん
だ
ろ
う

な
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
開
高
は
そ
れ
が
禁
句
で
あ
る
と
注
意
す
る
。
し
か
し

納
得
で
き
な
い
ハ
ッ
ク
は
天
幕
小
屋
の
な
か
を
聞
い
て
ま
わ
る
が
、
満
足
す
る

答
え
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
に
知
恵
を
借
り

る
と
い
う
案
が
出
さ
れ
、「
エ
ス
キ
モ
ー
）
5
（

」
を
召
喚
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。

連
れ
て
こ
ら
れ
た
の
が
若
者
の
ヨ
ク
ヨ
ク
と
父
の
老
人
ト
ク
ト
ク
で
あ
る
。
し

か
し
彼
ら
か
ら
逆
に
責
任
を
問
い
た
だ
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
上
手
く
反
論
す

る
こ
と
も
で
き
ず
、
状
況
は
停
滞
し
た
ま
ま
二
人
の
エ
ス
キ
モ
ー
は
帰
っ
て

い
っ
て
し
ま
う
。
残
さ
れ
た
ひ
と
び
と
は
相
変
わ
ら
ず
緩
慢
に
衰
弱
し
て
い
く

生
活
を
続
け
る
の
だ
っ
た
。

何
ら
か
の
誤
り
か
ら
核
の
ス
イ
ッ
チ
が
押
さ
れ
、
焦
土
と
化
し
た
日
本
に
残

さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
、
ド
イ
ツ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
ソ
連
人
、
日
本
人
が
議
論

の
末
、
エ
ス
キ
モ
ー
を
召
喚
し
て
そ
の
意
見
を
仰
ぐ
│
│
こ
の
よ
う
な
物
語
の

筋
に
は
、
発
想
の
跡
を
明
確
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
六
一
年
七
月
か
ら
、

イ
ェ
ル
サ
レ
ム
で
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
」
を
傍
聴
し
た
開
高
が
、
次

の
よ
う
な
文
章
を
残
し
て
い
る
か
ら
だ
。

も
し
い
ま
こ
こ
で
偶
然
の
錯
誤
に
よ
っ
て
両
者
の
ボ
タ
ン
が
押
さ
れ
、

か
り
に
何
人
か
の
〝
文
明
〞
圏
の
人
間
が
生
き
の
こ
っ
た
と
し
て
、
誰
が

誰
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
エ
ス
キ
モ
ー
か
ピ
グ
ミ
ー
を
裁
判
長

に
で
も
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
…
…
。

（「
過
去
を
語
ら
ぬ
あ
い
つ
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
六
二
・
三
）

こ
の
一
文
に
示
さ
れ
る
構
図
が
そ
の
ま
ま
転
写
さ
れ
た
よ
う
な
露
骨
な
主
題

性
は
、
し
か
し
発
表
当
時
あ
ま
り
好
意
的
に
は
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
）
6
（

。
と
く

に
江
藤
淳
は
「
文
芸
時
評
〈
下
〉」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
二
・
六
・
二
七
）

で
厳
し
く
批
判
し
、
同
作
で
「
エ
ス
キ
モ
ー
語
に
は
現
在
形
し
か
な
い
」
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
展
開
さ
れ
る
、「
な
ぜ
現
在
核
戦
争
防
止
に
立
上
が
ら
な
い
か
」
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と
い
う
大
義
名
分
の
立
派
さ
は
認
め
つ
つ
も
、
一
機
だ
け
残
さ
れ
た
航
空
機
が

エ
ス
キ
モ
ー
を
運
ぶ
た
め
に
使
わ
れ
る
点
な
ど
物
語
上
の
「
御
都
合
主
義
」
を

挙
げ
、「
調
子
の
低
い
宣
伝
文
学
」
と
断
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
江
藤
は
核
戦
争
防
止
と
い
う
大
義
名
分
を
同
作
か
ら
読
み
取
っ
て
い

る
。
し
か
し
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
つ
い
て
の
一
文
を
源
流
に
置
く
こ
と
が
で
き

る
と
す
れ
ば
、
ポ
イ
ン
ト
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
語
ら
れ
て
い
た
の
は
む
し
ろ
〝
普
遍
的
な
正
義
〞
の
根
拠
を
探
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
一
文
と
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
が
完
全
に
対
応
す
る
と
安
易
に
言
い

切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
齟
齬
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

例
え
ば
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
お
い
て
抱
い
た
〝
正
義
〞
の
根
拠
へ
の
疑
い
を

解
決
す
る
べ
く
、「
エ
ス
キ
モ
ー
か
ピ
グ
ミ
ー
」
と
い
う
「
第
三
者
」
を
召
喚

す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
同
作
で
仮
想
的
に
実
行
さ
れ
た
の
だ
と
仮
定
し
て
み

る
。
し
か
し
そ
の
と
き
奇
妙
な
の
は
、
結
末
部
に
至
っ
て
も
明
確
な
解
決
が
得

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
右
の
提
案
は
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
か
。
果
た
し
て
こ
の
両
文
の
距
離
に
は
何
が
し
か
の
意
味
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

二
、
エ
ス
キ
モ
ー
像
の
問
題

ま
ず
は
本
作
の
成
り
立
ち
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
同
時
代
の
エ
ス
キ

モ
ー
観
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
エ
ス
キ
モ
ー
が
第
三
者
と
し
て
特
に
選
ば
れ

た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
こ
に
は
同
時
代
的
な
関
心

と
の
共
振
が
見
ら
れ
る
。

開
高
が
エ
ス
キ
モ
ー
の
存
在
に
注
目
し
た
一
九
六
〇
年
代
初
頭
は
、
日
本
に

お
い
て
エ
ス
キ
モ
ー
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年

に
は
渡
辺
操
を
団
長
と
す
る
明
治
大
学
ア
ラ
ス
カ
学
術
調
査
団
に
よ
る
広
範
な

現
地
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
様
子
は
連
日
『
読
売
新
聞
』
紙
上
で
報
告
さ
れ

た
ほ
か
、
民
族
学
班
と
し
て
参
加
し
た
祖
父
江
孝
男
は
帰
国
後
、
光
文
社
カ
ッ

パ
ブ
ッ
ク
ス
か
ら
一
般
向
け
に
『
エ
ス
キ
モ
ー
人
』（
光
文
社
、
一
九
六
一
・
八
）

を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
発
表
よ
り
後
に
な
る
が
、
一
九
六

三
年
七
月
一
一
日
に
は
『
朝
日
新
聞
』
紙
上
で
本
多
勝
一
に
よ
る
「
カ
ナ
ダ
・

エ
ス
キ
モ
ー
」
の
連
載
が
始
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
エ
ス
キ
モ
ー
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
支
え
た
の

は
、
エ
ス
キ
モ
ー
が
ア
ジ
ア
系
の
民
族
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
学
説
と
し

て
提
唱
さ
れ
て
い
た
エ
ス
キ
モ
ー
‐
ア
ジ
ア
起
源
説
を
も
と
に
、
彼
ら
に
対
す

る
日
本
人
の
奇
妙
な
郷
愁
と
親
近
感
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
祖
父
江
の
著
作
は

副
題
に
「
日
本
人
の
郷
愁
を
さ
そ
う
北
方
民
族
」
と
掲
げ
、
章
の
ひ
と
つ
は
「
エ

ス
キ
モ
ー
は
ア
ジ
ア
か
ら
き
た
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
論
拠
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
ど
の
顔
も
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
日
本
人
に
そ
っ
く
り
な
の

で
あ
る
」（
一
七
頁
）、「
エ
ス
キ
モ
ー
の
顔
が
こ
と
の
ほ
か
ア
ジ
ア
人
に
よ
く

似
て
い
る
」（
二
一
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
容
貌
の
日
本
人
的
、
ア
ジ

ア
的
特
徴
が
度
々
触
れ
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
が
一
般
的
に
も
流
通
し
て
い
た
こ

と
は
、
子
供
向
け
の
書
籍
で
も
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
れ
る
。
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前
に
か
か
げ
た
何
枚
か
の
写
真
で
、
み
な
さ
ん
も
気
づ
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
が
、
エ
ス
キ
モ
ー
は
、
日
本
人
と
よ
く
似
た
顔
つ
き
を
し
て
い
ま
す
ね
）
7
（

。

こ
の
よ
う
な
知
見
と
軌
を
一
に
し
て
、
開
高
も
ま
た
彼
ら
の
特
徴
を
ま
ず
そ

の
ア
ジ
ア
的
な
風
貌
か
ら
描
写
し
て
い
る
。

頬
骨
が
高
く
、
鼻
が
ひ
く
く
、
眼
の
細
く
て
走
っ
た
、
彼
ら
の
ア
ジ
ア
系

の
顔
に
は
、
激
し
さ
と
平
静
さ
が
と
け
あ
い
、
気
品
と
呼
ん
で
い
い
も
の

が
た
だ
よ
っ
て
い
た
。

し
か
し
開
高
が
連
れ
出
し
た
二
人
が
強
い
未
開
性
を
帯
び
て
い
る
の
に
比
し

て
、
当
時
の
文
献
か
ら
は
既
に
エ
ス
キ
モ
ー
が
文
明
化
さ
れ
て
い
た
様
子
が

は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
ヨ
ク
ヨ
ク
は
ア
ザ
ラ
シ
狩
り
の
道
具
に
つ

い
て
「
弓
で
す
よ
。
鉄
砲
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
鉄
砲
に
対
す
る
嫌
悪

感
を
示
す
が
、
む
し
ろ
狩
り
の
中
心
的
な
道
具
が
鉄
砲
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、

明
治
大
学
ア
ラ
ス
カ
学
術
調
査
団
の
報
告
を
ま
と
め
た
『
ア
ラ
ス
カ
』（
古
今

書
院
、
一
九
六
一
・
一
一
、
二
八
頁
）
に
は
出
て
い
る
。
罐
詰
の
帆
立
貝
の
匂

い
を
「
腐
っ
て
い
る
」
と
評
す
る
、
つ
ま
り
加
工
食
品
に
馴
染
ん
で
い
な
い
様

子
な
ど
も
、
エ
ス
キ
モ
ー
が
罐
詰
を
喜
ぶ
様
子
が
い
く
つ
か
の
報
告
で
見
ら
れ

る
た
め
現
実
と
隔
た
り
が
あ
る
）
8
（

。

ま
た
ヨ
ク
ヨ
ク
も
ト
ク
ト
ク
も
性
格
は
陰
鬱
に
描
か
れ
る
が
、
エ
ス
キ
モ
ー

が
一
般
に
明
る
く
社
交
的
で
あ
る
こ
と
は
暗
く
厳
し
い
氷
原
と
の
対
比
で
調
査

者
に
強
い
印
象
を
与
え
、
エ
ス
キ
モ
ー
に
関
す
る
文
献
で
は
頻
出
の
こ
と
で
あ

る
し
）
9
（

、
江
藤
の
批
判
を
呼
ん
だ
「
現
在
形
し
か
な
い
」
と
い
う
言
語
的
な
特
徴

も
事
実
で
は
な
い
）
10
（

。

こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
み
る
と
、
当
時
の
関
心
と
方
向
性
は
共
有
し
つ
つ
も
、

強
く
未
開
性
を
印
象
付
け
る
よ
う
に
同
時
代
の
言
説
と
は
乖
離
し
た
か
た
ち
で

描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
エ
ス
キ
モ
ー
自
体

0

0

0

0

0

0

0

に
は
重
き
は
置
か
れ
ず
、

未
開
性
を
書
き
込
む
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
エ
ス
キ
モ
ー
は
導
入
さ
れ
た
に
過

ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
出
現
す
る
国
際
情
勢
と
は
関
わ
り
の
な
い
存
在
と

し
て
の
「
未
開
人
」
こ
そ
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
未
開
人
」
表
象
を
利
用
し
た
文
明
批
評
と
言
い
切
れ
な
い
奇
妙

な
点
が
あ
る
。「
気
品
」
と
い
う
言
葉
遣
い
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
高
貴
な
野
蛮

人
」
の
典
型
的
な
描
写
と
し
て
問
題
含
み
で
も
あ
る
が
、「
高
貴
な
野
蛮
人
」

が
普
通
近
代
文
明
に
対
立
す
る
存
在
と
し
て
（
そ
し
て
近
代
文
明
を
打
破
す
る

存
在
と
し
て
）
召
喚
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
作
は
彼
ら
に
よ
っ
て
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
彼
ら
の
言
葉
は
切
実
で
あ
る
よ
り
は

空
転
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
振
る
舞
い
は
批
判
と
し
て
十
全
に
機
能

せ
ず
、
単
な
る
困
惑
を
し
か
呼
ば
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
核
戦
争
防
止
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
し
た
結
末
を
用

意
し
て
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
噛
み
合
わ
な
い
構
図
は
作
品
全
体
の
人
物

造
形
か
ら
理
由
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
、
論
争
の
構
図

既
に
あ
ら
す
じ
で
紹
介
し
た
よ
う
に
本
作
に
は
「
開
高
健
」
と
名
付
け
ら
れ

た
人
物
が
登
場
す
る
が
、
彼
は
名
前
だ
け
で
は
な
く
思
想
や
経
験
も
作
者
・
開

高
と
共
有
し
て
い
る
。
核
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
開
高
そ
の
も
の
で
、
ど
う
し

て
核
を
防
が
な
い
か
と
問
い
質
さ
れ
た
際
に
は
「
私
は
こ
の
四
月
に
東
京
の
外

語
大
学
と
京
都
の
同
志
社
大
学
と
そ
の
ほ
か
三
つ
の
大
学
へ
行
っ
て
ア
メ
リ
カ

の
実
験
に
反
対
す
る
よ
う
、
講
演
を
し
ま
し
た
が
、
学
生
は
ほ
ん
の
僅
か
し
か

集
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
述
べ
、
そ
の
原
因
を
学
生
に
と
っ
て
は
ラ
ー
メ
ン

を
食
べ
る
こ
と
の
方
が
大
事
だ
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
『
声
の
狩
人
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
・
一
一
）
の
あ
と
が
き

で
「
四
つ
ほ
ど
の
大
学
へ
私
は
講
演
に
で
か
け
た
」
が
、
核
に
関
す
る
主
張
に

賛
成
し
て
く
れ
た
「
み
な
さ
ん
の
数
は
、
食
堂
に
い
た
み
な
さ
ん
の
数
に
く
ら

べ
る
と
、
お
話
に
な
ら
ぬ
く
ら
い
少
数
で
あ
っ
た
。
想
像
力
は
ラ
ー
メ
ン
の
鉢

か
ら
外
へ
出
ら
れ
な
い
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
事
情

を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
と
の
対
話
に
疲
弊
し
横
た
わ
っ
た
と
き
陥
る
貧
血
状

態
は
し
ば
し
ば
開
高
が
「
滅
形
」
と
呼
ん
で
描
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
）
11
（

。
こ
れ

は
自
伝
的
小
説
「
見
た
」（『
文
藝
』
一
九
六
三
・
五
）
の
体
験
と
並
べ
る
と
、

類
似
が
明
確
に
な
る
。

ま
ず
は
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
で
は
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

お
れ
は
頭
を
毛
布
に
お
と
し
た
瞬
間
に
眼
が
く
ら
む
の
を
感
じ
た
。
銀
粉

が
散
っ
て
踊
っ
た
。
た
ち
ま
ち
視
界
が
ま
わ
り
か
ら
レ
ン
ズ
を
絞
る
よ
う

に
小
さ
く
、
暗
く
な
り
、
た
だ
黄
ば
ん
だ
靄
の
な
か
を
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の

よ
う
に
無
数
の
銀
片
が
ゆ
っ
く
り
流
れ
交
う
の
を
見
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

脳
や
肩
や
胸
か
ら
血
が
ひ
い
て
、
体
じ
ゅ
う
の
肉
と
膜
が
見
る
見
る
白

ち
ゃ
け
て
い
く
の
を
あ
り
あ
り
と
感
じ
た
。
戦
争
中
に
栄
養
失
調
で
貧
血

を
起
し
、
何
度
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
駅
の
ベ
ン
チ
や
電
柱
の
か
げ
な
ど
に

か
が
み
こ
ん
だ
こ
と
か
。
お
れ
の
体
は
病
葉
の
葉
脈
の
よ
う
に
透
け
て
見

え
る
の
だ
と
い
う
考
え
を
そ
の
頃
持
っ
た
。

次
に
「
見
た
」
で
は
こ
う
で
あ
る
。

道
を
歩
い
た
り
、
超
満
員
電
車
に
の
っ
た
り
す
る
た
び
に
、
た
ち
ぐ
ら
み

が
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
急
な
動
作
の
は
ず
み
に
は
、

き
っ
と
、
発
作
が
起
っ
た
。
と
つ
ぜ
ん
手
や
足
か
ら
血
が
ひ
い
て
ゆ
く
。

く
ら
く
ら
と
体
が
ゆ
れ
、
眼
が
見
え
な
く
な
る
。
写
真
機
の
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
絞
る
よ
う
に
視
界
が
急
に
周
囲
か
ら
黒
く
な
り
、
小
さ
く
な
り
、
縮
ま

る
。
人
や
電
柱
や
壁
が
た
ち
ま
ち
遠
ざ
か
り
、
つ
い
に
見
え
な
く
な
る
。

そ
の
暗
が
り
の
な
か
を
無
数
の
金
属
粉
が
、
キ
ラ
キ
ラ
と
閃
き
つ
つ
ゆ
っ

く
り
右
に
左
に
、
上
に
下
に
流
れ
交
っ
て
、
舞
い
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
開
高
自
身
の
言
説
と
の
一
致
は
「
小
説
家
・
開
高
健
」
に
限
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
僕
は
日
本
文
学
の
専
攻
だ
か
ら
と
き
ど
き

現
代
日
本
文
学
を
読
み
ま
し
た
が
、
日
本
の
批
評
家
も
何
か
に
気
が
ね
し
て
い

る
よ
う
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
も
そ
う
で
す
。
批
評
を
読
む
と
毎
年
傑

作
が
生
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
に
、
い
っ
ぽ
う
で
は
お
な
じ
人
が
現
代
文

学
に
は
何
も
な
い
と
言
っ
て
ま
す
」
と
い
う
発
言
は
ニ
コ
ジ
ム
の
も
の
だ
が
、

「
フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
も
そ
う
で
す
」
と
い
う
文
言
を
取
り
除
い
て
し
ま
え
ば
、

開
高
が
し
ば
し
ば
漏
ら
す
口
吻
と
一
致
す
る
。
ま
た
同
じ
く
ニ
コ
ジ
ム
が
ソ
連

の
文
化
的
な
解
放
に
希
望
を
見
出
し
な
が
ら
も
抱
く
、「
も
し
政
府
が
、キ
ュ
ー

バ
へ
ゆ
く
義
勇
軍
を
募
っ
た
ら
、
僕
ら
は
よ
ろ
こ
ん
で
参
加
し
よ
う
と
も
思
っ

て
い
た
。
僕
ら
は
革
命
を
知
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
ほ
ん
と
に
そ
う
思
っ
て
い
た

ん
で
す
」
と
い
う
矛
盾
し
た
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
も
ま
た
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
油
で

飛
行
機
を
飛
ば
そ
う
と
す
る
大
人
の
策
を
嘲
笑
す
る
一
方
で
「
い
ざ
と
な
れ
ば

地
雷
を
抱
い
て
戦
車
の
下
腹
へ
か
け
こ
む
覚
悟
で
い
た
）
12
（

」
第
二
次
世
界
大
戦
中

の
開
高
自
身
の
変
奏
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
コ
ン
タ
ン
は
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

み
ん
な
が
あ
の
火
の
こ
と
で
無
関
心
に
な
っ
た
の
は
、
私
流
に
表
現
し
ま

す
と
、
言
葉
が
疲
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。『
平
和
』
も
、

『
自
由
』
も
、『
正
義
』
も
、『
戦
争
』
も
、
そ
れ
に
『
ニ
シ
ン
』
も
で
す
な
、

す
べ
て
言
葉
が
あ
ま
り
使
わ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
ど
の
言
葉
も
蒼
ざ
め
て
、

や
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
な
。『
孤
独
』
も
『
絶
望
』
も
あ
ま
り
裸
に
し

た
も
ん
だ
か
ら
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

「
孤
独
」
や
「
絶
望
」
と
い
う
言
葉
の
無
効
力
感
は
、
先
行
す
る
小
説
「
流

亡
記
」（『
中
央
公
論
』
一
九
五
九
・
一
）
で
、「
孤
独
や
絶
望
や
不
安
に
つ
い

て
特
権
を
も
つ
も
の
が
ひ
と
り
も
い
な
く
な
っ
た
」
時
代
に
は
「
言
葉
は
壺
の

か
け
ら
」
の
よ
う
だ
っ
た
、
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
を
取
り
上
げ
た
「
眼
の
ス
ケ
ッ
チ
」（『
新
潮
』
一
九
六

一
・
五
）
に
は
「
人
び
と
は
こ
の
戦
後
、
ま
る
で
豚
の
よ
う
に
〝
孤
独
〞
や
〝
絶

望
〞
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
に
ふ
け
っ
た
。
こ
の
言
葉
ほ
ど
よ
ご
れ
て
使
い
古
さ
れ

な
が
ら
い
つ
も
市
場
で
売
れ
る
言
葉
は
な
い
」
と
い
う
一
節
も
あ
る
。
ま
た

「
生
者
が
去
る
と
き
」（『
新
潮
』
一
九
六
四
・
五
）
で
は
「
言
葉
が
塵
と
床
油

に
ま
み
れ
て
こ
ろ
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
」、「
お
れ
の
言
葉
も
騎
士
の

言
葉
も
こ
わ
れ
た
古
い
裏
庭
の
玩
具
の
よ
う
に
足
も
と
で
ご
ろ
ご
ろ
と
し
て
い

た
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
を
実
体
化
・
擬
人
化
し
て
そ
の
疲
弊
し
た
様
子
を

言
う
手
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
絶
対
の
他
者
で
あ
る
は
ず
の
エ
ス
キ
モ
ー
に
す
ら
、
開
高
の
影
が
差

し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
江
藤
が
論
難
し
た
時
制
の
ほ
か
に
も
、

エ
ス
キ
モ
ー
の
言
語
に
は
あ
る
特
徴
が
存
在
し
て
い
た
。
コ
ン
タ
ン
が
「『
平

和
』
と
『
自
由
』
の
解
釈
」
に
つ
い
て
口
に
す
る
と
、
ヨ
ク
ヨ
ク
は
敏
感
に
反

応
す
る
。
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父
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
私
に
も
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
エ
ス
キ
モ
ー
の

言
葉
で
は
、
ト
ナ
カ
イ
は
ト
ナ
カ
イ
で
、
ニ
シ
ン
は
ニ
シ
ン
で
す
。
一
つ

の
言
葉
に
は
一
つ
の
意
味
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
私
の
言

葉
で
す
が
、
あ
な
た
の
言
う
『
平
和
』
と
『
自
由
』
と
い
う
言
葉
を
父
に

訳
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す

ト
ナ
カ
イ
や
ニ
シ
ン
と
い
っ
た
言
葉
が
一
つ
の
も
の
し
か
指
示
し
な
い
こ
と
。

ま
た
ヨ
ク
ヨ
ク
が
続
け
て
言
う
「
そ
れ
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら

れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
言
葉
を
つ
く
る
必
要

が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
、
言
葉
の
確
実
性
。
こ
の
よ
う
な
性
質
は
、
以
下
で

詳
細
に
述
べ
る
が
開
高
が
言
葉
に
求
め
て
果
た
せ
な
か
っ
た
夢
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
作
の
登
場
人
物
の
体
験
や
開
陳
さ
れ
る
意
見
は
、
そ
の

多
く
を
開
高
自
身
の
経
験
や
思
想
に
負
っ
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
開
高
自
身

が
抱
い
て
い
た
い
く
つ
か
の
見
解
を
各
登
場
人
物
に
割
り
振
っ
て
構
成
さ
れ
た

よ
う
な
小
説
な
の
だ
。「
御
都
合
主
義
」
や
「
図
式
的
」
と
い
う
批
判
は
そ
れ

ゆ
え
に
生
じ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
作
品
の
出
来
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
自
問
自
答
」
の

意
味
は
問
う
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
他
者
の
口
を
借
り
て
自
ら
の
言
説
を
語
っ
た

の
か
。
こ
こ
に
は
可
能
性
と
、
そ
の
一
方
で
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
、
夢
の
言
葉

ま
ず
は
可
能
性
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
エ
ス
キ
モ
ー
の
言
語
は
そ
れ
自
体
一

種
の
可
能
性
と
し
て
あ
っ
た
。
開
高
に
と
っ
て
そ
の
確
実
な
、
実
感
を
帯
び
た

言
葉
は
一
度
探
究
し
、
そ
し
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
に
よ
り
か
よ
り
、
男
に
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
や
ふ
や

す
ぎ
て
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
ち
ば
ん
手
ご
た
え

の
あ
り
そ
う
な
『
木
』
と
か
、『
山
』
と
か
、『
風
』
と
か
、『
船
』
と
か
い
っ

た
よ
う
な
も
の
で
も
、
た
め
し
に
そ
れ
を
口
の
な
か
で
十
回
く
ら
い
く
り

か
え
し
く
り
か
え
し
つ
ぶ
や
い
て
み
る
と
、
た
ち
ま
ち
正
体
が
さ
ら
け
だ

さ
れ
る
。
な
に
も
か
も
砕
け
て
、
散
っ
て
、
ぼ
や
け
て
し
ま
う
よ
う
な
の

だ
。
キ
、
キ
、
キ
、
キ
、
キ
、
キ
。
ヤ
マ
、
ヤ
マ
、
ヤ
マ
、
ヤ
マ
、
ヤ
マ
、

ヤ
マ
。
カ
ゼ
、
カ
ゼ
、
カ
ゼ
、
カ
ゼ
、
カ
ゼ
。
な
ぜ
木
が
『
キ
』
な
の
か
、

な
ぜ
山
が
『
ヤ
マ
』
な
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
の
ど
が
つ
ま
っ
て
つ
め
た
い

汗
の
で
る
こ
と
を
『
ク
ウ
フ
ク
』
と
呼
ぶ
の
か
。
ど
う
に
も
こ
う
に
も
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

自
伝
的
小
説
「
笑
わ
れ
た
」（『
新
潮
』
一
九
六
三
・
三
）
の
一
節
で
あ
る
。「
こ

れ
以
上
は
ど
う
解
釈
し
よ
う
も
な
い
、
究
極
の
固
さ
を
も
つ
」
言
葉
、「
い
つ

さ
わ
っ
て
も
お
な
じ
固
さ
と
、
鋭
さ
と
、
お
な
じ
手
ご
た
え
を
も
っ
て
彼
の
く
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ち
び
る
や
、
胸
や
脳
の
皮
な
ど
に
ふ
れ
て
く
る
」
言
葉
を
求
め
る
試
み
の
な
か

で
、
男
＝
開
高
は
右
の
よ
う
な
事
態
に
立
ち
至
っ
た
。
理
想
的
な
言
語
の
追
究

は
洗
練
や
発
展
を
促
す
よ
り
も
、
言
語
へ
の
疑
い
の
昂
進
を
の
み
惹
き
起
こ
す
。

「
笑
わ
れ
た
」
で
は
、
こ
の
後
、
娘
の
誕
生
が
語
ら
れ
、
押
し
と
ど
め
る
こ
と

の
で
き
な
い
現
実
の
進
行
に
そ
う
し
た
疑
い
を
紛
ら
す
ほ
か
な
い
「
男
」
の
悲

し
み
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
エ
ス
キ
モ
ー
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
る
言
語
観
は
開
高
が
追
い
求
め
て

い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
探
究
に
一
度
挫
折
し
た
開
高
（
が
書
く
人
物
）
に

と
っ
て
、
そ
れ
に
上
手
く
切
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
道
理
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
求
め
て
も
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
り
切
っ
た
理

想
を
「
未
開
」
の
側
に
与
え
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
批
判
が
十
全
に
機
能
し
な
い

理
由
が
あ
る
。「
笑
わ
れ
た
」
に
お
い
て
純
粋
な
言
葉
で
は
な
く
猥
雑
な
言
葉

の
使
用
が
許
さ
れ
た
の
は
、
状
況
に
強
い
ら
れ
て
断
念
や
諦
め
に
追
い
込
ま
れ

た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
開
高
に
と
っ
て
そ
れ
は
乗
り
越
え
や
弁
証
法
的
な
発
展

に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
一
文
の
「
提
案
」
か
ら
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
「
無
効
化
」

へ
と
移
行
す
る
際
に
導
入
さ
れ
た
こ
の
言
語
観
は
、
問
わ
れ
て
い
た
正
義
の
根

拠
に
つ
い
て
解
決
を
与
え
て
は
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
作
は
核
戦
争
と

い
う
国
際
的
な
問
題
に
対
す
る
実
践
的
な
〝
正
義
〞
を
提
示
す
る
小
説
と
し
て

は
作
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
言
語
観
の
出
来
と
核
戦
争
と
い
う
一
見
奇

妙
な
結
合
に
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
川
村
正
典
の
指
摘
が
手
掛
か
り
に
な
る
）
13
（

。
川
村
は
、
右
に
引
い
た
開

高
の
言
語
意
識
を
「
迷
路
」
と
評
し
た
。
言
葉
が
持
つ
「
意
味
、
像
と
い
う
抽

象
的
な
側
面
と
音
、
文
字
と
い
う
具
象
的
な
フ
ォ
ル
ム
」
の
恣
意
的
な
結
び
つ

き
を
意
識
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
紐
帯
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
事
態

を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
さ
き
の
描
写
を
捉
え
て
い
る
。「
迷
路
」
の
語
は
グ

ス
タ
フ
・
ル
ネ
・
ホ
ッ
ケ
か
ら
引
か
れ
て
い
る
が
、
ホ
ッ
ケ
の
『
迷
宮
と
し
て

の
世
界
』（
種
村
季
弘
・
矢
川
澄
子
訳
、
美
術
出
版
社
、
一
九
六
六
・
二
）
で
は
、

そ
れ
が
あ
る
歴
史
的
条
件
下
で
生
れ
る
精
神
的
態
度
の
表
徴
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
同
書
で
扱
わ
れ
る
「
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
美
術
」
は
一
般
的
な
美
術
史
に
お
い

て
は
後
期
ル
ネ
サ
ン
ス
に
現
れ
た
技
マ
ニ
エ
リ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ

巧
的
と
言
わ
れ
る
作
品
群
を
指
す
が
、

彼
は
そ
れ
を
一
五
二
七
年
の
カ
ー
ル
五
世
に
よ
る
ロ
ー
マ
劫
掠
が
惹
起
し
た
あ

る
種
の
精
神
状
態
の
表
出
と
見
る
。
侵
攻
、
破
壊
、
略
奪
に
よ
っ
て
荒
地
と
化

し
た
ロ
ー
マ
を
前
に
し
た
ひ
と
び
と
の
感
じ
た
世
界
に
対
す
る
絶
望

0

0

0

0

0

0

0

0

を
引
金
と

し
て
充
満
し
た
不
信
の
感
情
。
こ
の
絶
望
を
歴
史
上
繰
り
返
さ
れ
る
「
常
数
」

と
し
て
歴
史
的
な
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
間
論
を
展
開
す
る
の
が
同
書
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
感
情
は
ひ
と
つ
に
は
迷
路
愛
好
と
し
て
現
れ
る
、
と
ホ
ッ

ケ
は
述
べ
る
。

川
村
の
指
摘
を
敷
衍
し
て
絶
望
の
精
神
を
導
き
出
す
の
は
、
開
高
に
つ
い
て

も
必
ず
し
も
的
外
れ
で
は
な
い
。「
見
た
」
を
は
じ
め
と
す
る
自
伝
的
小
説
の

背
景
に
は
戦
争
に
よ
っ
て
出
現
し
た
荒
地
＝
〈
焼
け
跡
〉
が
存
在
す
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、「
驚
き
た
い
」
と
い
う
驚
異
へ
の
傾
性
、「
笑
わ
れ
た
」
に
お
け
る
言

語
意
識
、「
太
っ
た
」
に
お
け
る
「
お
れ
は
嘘
つ
き
や
ぞ
！
」
と
い
う
発
言
の

パ
ラ
ド
ク
ス
…
…
こ
れ
ら
は
ホ
ッ
ケ
が
『
迷
宮
と
し
て
の
世
界
』
で
語
る
「
マ
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ニ
エ
リ
ス
ム
」
の
諸
特
徴
と
よ
く
合
致
す
る
。

そ
し
て
一
部
は
既
に
挙
げ
た
が
、「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
記
述
は
自
伝
的
小
説

群
と
多
く
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
際
確
認
し
た
よ
う
に
、
エ
ス
キ
モ
ー
の
言

語
観
が
自
伝
的
小
説
と
重
な
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
と
猥
雑
の
相
克
の
背
後
に
想

定
さ
れ
る
〝
荒
地
を
前
に
し
た
絶
望
〞
と
い
う
精
神
状
態
も
ま
た
、「
エ
ス
キ

モ
ー
」
に
移
入
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

自
伝
的
小
説
に
お
け
る
言
語
の
解
体
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
と
い
う
荒
地

に
起
源
を
持
っ
た
。
こ
の
関
係
性
が
核
戦
争
後
に
移
し
替
え
ら
れ
た
の
が
「
エ

ス
キ
モ
ー
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
に
目
に
し
た
戦
後
の
風
景
を
核
戦

争
〈
後
〉
と
い
う
未
来
に
置
い
て
み
せ
、
そ
の
際
の
「
迷
路
」
的
な
精
神
状
態

を
望
見
す
る
こ
と
。
こ
の
破
壊
と
言
語
の
解
体
が
結
び
つ
く
精
神
的
風
景
を
示

し
得
た
と
こ
ろ
を
、
本
作
の
ひ
と
つ
の
達
成
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
言
葉
の
夢
を
エ
ス
キ
モ
ー
に
語
ら
せ
る
と
い
う
仕
掛
け
に
は
問
題

が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
他
者
」
に
理
想
を
話
す
こ
の
方
法
は
現
実
の
関
係
性
を

単
純
化
し
て
表
象
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
核
時
代
の
国
際
関
係
を

書
い
た
た
め
に
、
提
案
か
ら
無
効
化
へ
と
後
退
し
た
の
だ
と
こ
の
作
品
を
批
判

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
他
者
」
の
取
り
扱
い
の
問
題
は
の

ち
の
ち
ま
で
尾
を
引
く
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
度
本
作
の
構
図
を
確
認
し
て
お
く
と
、
日
本
に
残
さ
れ
た
日
本
人

（
開
高
）、
ア
メ
リ
カ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
ソ
連
人
、
ド
イ
ツ
人
が
、
第
三
者
と

し
て
エ
ス
キ
モ
ー
を
呼
び
、
話
を
聞
き
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
発
言
内
容
と
し

て
、
前
者
に
開
高
の
現
実
、
後
者
に
開
高
の
夢
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時

点
で
ひ
と
つ
明
ら
か
な
の
は
、
開
高
が
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
西
洋

の
国
々
と
同
じ
側
に
立
っ
て
エ
ス
キ
モ
ー
に
対
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
彼
ら
の
ア
ジ
ア
系
の
顔
」
を
認
め
つ
つ
も
、
開
高
の
位
置
は
ア
ジ
ア
の

側
で
は
な
く
、
西
洋
に
あ
っ
た
。

そ
の
際
、
言
語
が
特
異
な
も
の
と
さ
れ
た
の
も
徴
候
的
と
言
え
る
。
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ピ
ン
カ
ー
が
挙
げ
た
よ
う
に
、
エ
ス
キ
モ
ー
に
は
し
ば
し
ば
言

語
的
な
「
夢
」
が
託
さ
れ
て
き
た
。
雪
を
言
い
表
す
語
が
英
語
以
上
に
豊
富
で
、

四
〇
〇
以
上
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
ピ
ン
カ
ー
は
こ
れ
が
事
実
誤
認
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
こ
に
あ
る
「
他
の
文
化
圏
の
も
の
の
考
え
方

を
西
欧
の
そ
れ
に
比
べ
て
異
様
で
奇
怪
だ
と
見
下
げ
た
が
る
人
々
の
興
味
」
を

指
摘
し
て
い
る
。
エ
ス
キ
モ
ー
の
持
つ
雪
の
語
彙
が
た
と
え
実
際
に
豊
富
だ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
印
刷
業
者
が
活
字
の
形
に
い
ろ
い
ろ
な
名
前
を
つ
け
て

い
る
こ
と
と
何
ほ
ど
の
差
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
エ
ス
キ

モ
ー
の
雪
の
説
に
は
「
エ
ス
キ
モ
ー
が
特
に
奇
異
な
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
差

別
的
な
ま
な
ざ
し
が
前
提
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ピ
ン
カ
ー
は
、
エ

ス
キ
モ
ー
の
語
彙
の
嘘
の
批
判
者
の
ひ
と
り
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
プ
ラ
ム
の
言
葉

を
借
り
て
説
明
す
る
）
14
（

。

開
高
も
ま
た
、
全
く
無
根
拠
な
内
容
で
は
あ
る
が
、
エ
ス
キ
モ
ー
に
言
語
の

夢
を
託
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
ま
ず
ピ
ン
カ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
な
類
型
化
の

傾
向
を
共
有
す
る
。
さ
ら
に
、
作
中
で
は
エ
ス
キ
モ
ー
を
「
ア
ジ
ア
系
」
と
描

写
し
た
上
で
、
日
本
人
（
開
高
）
が
西
洋
人
と
と
も
に
彼
ら
と
対
す
る
構
図
が

設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
日
本
と
ア
ジ
ア
が
対
立
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す
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

開
高
健
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
は
同
時
代
の
エ
ス
キ
モ
ー
へ
の
関
心
と
共
鳴
し
つ

つ
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
も
の
と
は
隔
た
っ
た
極
端
に
未
開
性
を
帯
び
た
エ
ス

キ
モ
ー
を
描
い
た
。
こ
れ
は
一
見
〝
未
開
と
文
明
〞
の
二
項
対
立
の
構
図
に

よ
っ
て
現
代
を
批
判
す
る
（
あ
る
い
は
核
戦
争
防
止
を
訴
え
る
）
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
作
は
一
方
で
開
高
自
身
の
言
説
を
散
り
ば
め
た
よ
う

な
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
未
開
性
を
期
待
さ
れ
た
は
ず
の
エ
ス
キ
モ
ー

に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
エ
ス
キ
モ
ー
と
生
き
残
り
の
人
々
の
対

立
は
「
未
開
と
文
明
」
と
だ
け
言
い
表
し
て
済
む
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。エ

ス
キ
モ
ー
が
口
に
す
る
言
語
観
は
開
高
自
身
に
挫
折
を
も
た
ら
し
た
「
純

粋
な
言
葉
」
の
理
想
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
本
作
の
二
項
対
立
は
〝
未
開
と
文
明
〞

で
は
な
く
「
純
粋
と
猥
雑
」
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
対
立
は
止
揚
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
単
な
る
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
し
か
扱
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
ど
ち
ら
か
が
正
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ

う
し
た
意
味
で
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
で
展
開
さ
れ
る
議
論
は
正
当
性
を
見
つ
け
る

と
い
う
よ
り
も
一
種
の
心
象
風
景
の
描
写
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
点
に
一
種
の
可
能
性
を
見
た
が
、
夢
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
エ
ス
キ

モ
ー
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
仕
組
み
は
問
題
含
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
構
図

と
し
て
は
開
高
は
西
洋
の
側
に
立
っ
て
エ
ス
キ
モ
ー
に
対
す
る
こ
と
に
な
り
、

エ
ス
キ
モ
ー
を
ア
ジ
ア
的
な
姿
で
描
写
し
つ
つ
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
「
他

者
」
と
し
て
表
象
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
日
本
を
ア
ジ
ア
か
ら
切
断
す
る
ま
な

ざ
し
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
立
場
に
関
す
る
認
識
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
回
帰
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
関
係
を
最
後
に
述
べ
て
お
こ

う
。開

高
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
を
描
い
た
作
品
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

《
正
義
》
の
観
念
が
あ
れ
ば
残
酷
は
昂
揚
を
誘
い
だ
す
が
、
い
つ
も
久
瀬

は
死
者
の
こ
ち
ら
に
佇
み
、
と
ど
ま
り
、
そ
の
ひ
ら
き
っ
ぱ
な
し
の
乾
い

た
眼
を
ま
た
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
光
景
に
出
会
う
た
び
に
彼
は
闘

牛
の
死
を
観
客
席
か
ら
見
お
ろ
し
て
い
る
人
を
感
ず
る
。
悲
愁
、
痛
惨
、

何
を
目
撃
し
よ
う
が
彼
は
つ
い
に
こ
の
国
で
は
第
三
者
で
し
か
な
い
。
帰

り
の
航
空
券
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
る
男
に
、
こ
こ
に
生
れ
、
こ
こ
に

住
み
、
死
ん
で
い
く
し
か
な
い
人
が
、
ど
う
触
れ
ら
れ
よ
う
。

（「
岸
辺
の
祭
り
」『
文
学
界
』
一
九
六
七
・
九
）

「
正
義
」「
第
三
者
」
と
い
っ
た
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
に

類
し
た
単
語
が
現
れ
る
こ
の
文
章
か
ら
は
、「
正
義
の
観
念
」
や
「
第
三
者
」

と
い
っ
た
問
題
が
引
き
続
き
思
考
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
あ
る
い
は

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
報
道
に
関
し
て
、
そ
の
情
報
の
曖
昧
さ
を
強
調
し
た
感
想
に
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は
、
し
ば
し
ば
言
語
の
確
実
さ
の
希
求
が
見
ら
れ
る
。
言
語
観
に
つ
い
て
も
解

決
を
見
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
主
に
前
者
の
「
第
三
者
」
の
問
題
が
注
目
さ
れ
て
き

た
。
イ
レ
ー
ナ
・
パ
ウ
エ
ル
は
、「
こ
の
「
視
姦
者
」
の
役
割
へ
の
限
定
に
対

す
る
持
続
的
な
不
安
は
、『
ベ
ト
ナ
ム
戦
記
』
と
『
輝
け
る
闇
』
か
ら
後
の
「
岸

辺
の
祭
り
」
に
わ
た
る
開
高
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
関
連
作
品
を
貫
流
す
る
テ
ー
マ
で

あ
る
）
15
（

」
と
端
的
に
述
べ
て
い
る
し
、
中
井
亜
佐
子
は
『
ベ
ト
ナ
ム
戦
記
』（『
週

刊
朝
日
』
一
九
六
五
・
一
‐
三
）
か
ら
『
輝
け
る
闇
』（
新
潮
社
、
一
九
六
八
・

四
）
へ
の
書
き
直
し
の
過
程
に
お
い
て
変
更
が
加
え
ら
れ
た
処
刑
シ
ー
ン
（
前

者
で
は
一
度
、
後
者
で
は
二
度
行
わ
れ
る
）
を
取
り
上
げ
、
後
者
の
二
度
目
の

処
刑
で
の
主
人
公
の
反
応
か
ら
、
開
高
が
安
全
な
第
三
者
と
い
う
立
場
を
避
け

が
た
い
も
の
と
し
て
強
調
し
、
受
容
し
た
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
）
16
（

。

し
か
し
日
本
人
で
あ
る
開
高
が
自
ら
を
「
第
三
者
」
と
規
定
す
る
点
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
日
本
と

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
（
作
中
で
は
戦
争
中
か
ら

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
暮
ら
す
日
本
人
に
つ
い
て
若
干
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
）。
開
高

が
従
軍
記
者
と
し
て
取
材
を
す
る
際
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
許
可
を
得
、
ア
メ
リ

カ
軍
と
行
動
を
と
も
に
し
た
こ
と
。
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦
線
と
ア
メ
リ

カ
と
の
間
で
戦
わ
れ
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
」
と
と
も

に
あ
る
時
点
で
、
既
に
「
第
三
者
性
」
は
無
垢
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ

こ
に
は
ア
ジ
ア
と
日
本
を
切
り
離
し
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
他
者
と
し
て
表
象
す

る
傾
向
と
、
日
本
を
西
洋
の
側
に
置
く
視
点
と
い
う
、「
エ
ス
キ
モ
ー
」
か
ら

連
な
る
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。

従
来
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
体
験
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
第
三
者
」
の
問

題
は
、「
エ
ス
キ
モ
ー
」
か
ら
既
に
主
題
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
間
に
画
期
が

あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
連
続
が
認
め
ら
れ
る
の
み
な
の
か
、
こ
れ
は
の

ち
の
作
品
と
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な

く
と
も
そ
の
前
提
と
し
て
、「
エ
ス
キ
モ
ー
」
は
決
し
て
見
過
ご
し
て
は
な
ら

な
い
作
品
な
の
で
あ
る
。

注

（
１

）
吉
田
春
生
『
開
高
健
・
旅
と
表
現
者
』（
彩
流
社
、
一
九
九
二
・
一
）、
一
一
頁
。

（
２

）
平
野
栄
久
『
開
高
健

闇
を
は
せ
る
光
芒
』（
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九

一
・
九
）。

（
３

）
前
掲
吉
田
『
開
高
健
・
旅
と
表
現
者
』、
六
四
頁
。

（
４

）
前
掲
平
野
『
開
高
健
』、
一
三
六
頁
。

（
５

）
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
と
い
う
呼
称
は
現
在
差
別
的
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
正
確
に

対
応
す
る
語
が
存
在
し
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
作
中
の
言
葉
と
し
て
「
エ
ス
キ
モ
ー
」

を
用
い
る
。
た
だ
し
作
品
名
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
な
し
で
表
記
す

る
。

（
６

）
白
井
浩
司
は
「
観
念
が
図
式
的
で
い
っ
こ
う
に
面
白
く
な
い
」（「
民
主
主
義
文
学
と

私
小
説
〈
文
芸
時
評
〉」『
文
学
界
』、
一
九
六
二
・
八
）、
河
上
徹
太
郎
は
「
公
式
主

義
文
学
の
一
形
式
で
あ
り
、
自
由
な
創
造
も
想
像
も
許
さ
れ
な
い
」（「
文
芸
時
評

下
」

（『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
六
二
・
六
・
三
〇
）、
と
述
べ
て
い
る
。
あ
り
き
た
り
で

あ
る
と
い
う
批
判
は
村
松
剛
「
文
学
の
冒
険
と
形
式

問
題
ふ
く
む
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判

７

月
号
の
文
芸
時
評
」（『
北
海
道
新
聞
』、
一
九
六
二
・
六
・
二
五
）、
磯
田
光
一
「
文

芸
時
評
」（『
東
京
大
学
新
聞
』、
一
九
六
二
・
六
・
二
〇
）
に
あ
る
。
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（
７

）
朝
倉
隆
太
郎
『
世
界
の
風
土
』（
国
民
図
書
刊
行
会
、
一
九
六
〇
・
五
）。
日
本
人
だ

か
ら
「
ア
ジ
ア
系
」
と
見
る
わ
け
で
は
な
く
、
西
洋
の
観
察
記
録
に
お
い
て
も
共
通
の

特
徴
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。「
婦
人
は
男
子
よ
り
も
小
柄
が
普
通
だ
。
ど
ち
ら
も
頭
が

大
き
く
、
円
く
、
顔
は
偏
平
で
頬
骨
は
目
立
っ
て
高
い
。
鼻
は
小
さ
く
眼
は
狭
い
割
れ

め
の
よ
う
だ
。」（
パ
ウ
ロ
・
シ
ュ
ル
テ
『
白
い
地
獄
』
東
良
三
・
北
沢
章
平
訳
、
二
玄

社
、
一
九
五
九
・
九
、
四
三
頁
）。
Ｇ
・
ド
・
ポ
ン
サ
ン
『
極
北
の
放
浪
者
』（
近
藤
等

訳
、
新
潮
社
、
一
九
五
七
・
一
〇
）
も
「
エ
ス
キ
モ
ー
人
」
を
「
ア
ジ
ア
人
」「
東
洋
的
」

と
評
し
て
い
る
。

（
８

）
祖
父
江
が
エ
ス
キ
モ
ー
を
歓
待
し
た
と
き
の
様
子
を
次
に
示
す
。「
急
造
の
テ
ー
ブ

ル
に
ク
ラ
ッ
カ
ー
や
ら
バ
タ
ー
や
ら
並
べ
た
が
、
と
く
に
日
本
製
の
チ
ー
ズ
や
罐
詰
の

た
ぐ
い
は
す
て
き
に
好
評
で
、
盛
ん
に
た
い
ら
げ
る
」（
前
掲
祖
父
江
『
エ
ス
キ
モ
ー

人
』
二
七
頁
）。

（
９

）
前
掲
ポ
ン
サ
ン
『
極
北
の
放
浪
者
』
は
と
く
に
印
象
的
に
描
写
し
て
い
る
。「
彼
ら
は
、

気
落
ち
し
た
、
陰
気
で
、
自
殺
で
も
し
そ
う
な
人
た
ち
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
だ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
朗
ら
か
で
、
笑
っ
て
ば
か
り
い
る
連
中
な
の
だ
。」（
八

〇
頁
）

（
10
）
前
掲
シ
ュ
ル
テ
『
白
い
地
獄
』
に
は
「
エ
ス
キ
モ
ー
語
」
に
触
れ
た
部
分
が
あ
る
が

（
三
九
‐
四
二
頁
）、
こ
の
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。「
動
詞
の
変
化
」
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
過
去
形
は
あ
る
よ
う
に
推
測
で
き
る
。
前
掲
ポ
ン
サ

ン
『
極
北
の
放
浪
者
』
に
は
「
エ
ス
キ
モ
ー
の
言
葉
と
い
う
の
は
、
一
語
一
語
が
、
こ

の
眼
の
光
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
起
っ
た
こ
と
と
、
こ
れ
か
ら
起
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
、

同
時
に
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
」（
一
五
四
頁
）
と
い
う
発
言
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
種

の
「
含
み
」
を
意
味
し
て
お
り
、
過
去
形
と
未
来
形
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。

（
11
）
「
見
た
」
ほ
ど
の
一
致
は
な
い
が
、「
フ
ン
コ
ロ
ガ
シ
」
に
も
「
自
分
が
薄
く
透
明
な

膜
に
つ
つ
ま
れ
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
音
や
物
の
侵
入
す
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
身
体
の
透
明
感
と
し
て
「
滅
形
」
の
表
現
は
現
れ
て
い
る
。

（
12
）
『
輝
け
る
闇
』（
新
潮
社
、
一
九
六
八
・
四
）。
同
じ
部
分
に
「
そ
の
愚
劣
と
一
日
も

早
く
玉
砕
し
た
い
と
い
う
憧
れ
と
は
矛
盾
し
な
か
っ
た
」
と
も
あ
る
。

（
13
）
川
村
正
典
「
迷
路
か
ら
│
│
開
高
健
論
（
３

）」（『
水
脈
』、
一
九
七
九
・
六
）。

（
14
）
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ピ
ン
カ
ー
『
言
語
を
生
み
だ
す
本
能
﹇
上
﹈』（
椋
田
直
子
訳
、
日

本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
五
・
六
）、
八
五
‐
八
七
頁
。
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ell, Japanese W
riter in V

ietnam
: T
he T

w
o W

ars of K
aiko 

K
en (1931-89) (M

odern A
sian Studies, V

ol.32, N
o.1. Cam

bridge U
niver-

sity Press, Feb., 1998).

（
16
）A

sako N
akai, T

he E
nglish Book and Its M

arginalia: Colonial/Postcolo-

nial Literatures after H
eart of D

arkness (Rodopi, 2000).




