
【
ツ
ェ
ラ
ン
の
母
】

父
は
一
人
っ
子
で
あ
っ
た
彼
に
対
し
て
厳
格
に
対
し
た
。
暴
力
を
ふ
る
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
父
と
は
対
照
的
に
母
は

や
さ
し
く
ツ
ェ
ラ
ン
を
包
ん
で
い
た
。
子
ど
も
の
心
は
自
然
に
母
に
寄
り
添
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
若
き
日
の
ツ
ェ
ラ
ン
の
伝
記
を

記
し
た
ハ
ル
フ
ェ
ン
の
描
く
と
こ
ろ
で
は
、
父
を
憎
み
さ
え
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
父
母
と
子
ど
も
、
こ
の
三
人
の
関
係
は
、
周
囲

の
人
間
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
早
く
か
ら
平
衡
を
崩
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ツ
ェ
ラ
ン
は
母
を
深
く
敬
愛
し
て
い
た
。
ツ
ェ
ラ
ン
の
友

人
た
ち
は
、「
ツ
ェ
ラ
ン
は
母
を
崇
め
て
い
た
」
と
そ
う
証
言
し
て
い
る
。

ツ
ェ
ラ
ン
の
母
は
、
母
を
早
く
に
亡
く

し
、
長
女
と
し
て
母
親
代
わ
り
に
幼
い
兄
弟

の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
上
級
学
校
に
行
け
な
か
っ
た
の
で
、

独
学
で
本
を
読
み
、
本
に
親
し
ん
だ
の
で
あ

る
。逃

れ
ら
れ
な
い
制
約
の
下
、
自
由
が
奪
わ

れ
、
そ
の
不
自
由
さ
の
中
で
見
つ
け
た
読
書

と
い
う
楽
し
み
。
そ
の
読
書
に
対
す
る
愛

は
、
制
約
が
厳
し
け
れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
、
強

い
も
の
に
な
っ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
母
は

　出所：1991年 筆者撮影。

図 6　 2つめの家・右手中央建物 2階
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ド
イ
ツ
文
学
を
愛
し
、
や
が
て
文
学
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
息
子
と
、
文
学
作
品
の
一
部
を
暗
唱
し
、「
そ
ら
」
で
引
用
し

合
う
競
争
を
し
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
。

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
時
代
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
友
人
た
ち
は
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
母
が
自
分
た
ち
の
話
題
に
参
加
で
き
る
こ
と
に
驚
い
て
い
た
。
ま

た
ツ
ェ
ラ
ン
が
、
い
か
に
母
親
を
愛
し
尊
敬
し
て
い
る
か
は
、
周
囲
の
人
間
に
と
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
だ
っ
た
。

記
憶
の
中
に
現
れ
て
く
る
母
は
、
ド
イ
ツ
文
学
に
深
く
親
し
ん
で
い
た
母
の
姿
で
あ
る
。
母
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ド
イ
ツ
語
、
ま
た
ド

イ
ツ
文
学
と
固
く
結
び
合
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
自
己
を
形
成
し
自
己
を
生
か
し
て
く
れ
た
ド
イ
ツ
語
や
ド
イ
ツ
文
学
は
、
同
時
に
母

を
殺
し
た
殺
人
者
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
加
え
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
悔
せ
ざ
る
を
得
ぬ
よ
う
な
形
で｢

自
分
一
人
だ
け
が
死
を
免

れ
た｣

こ
と
か
ら
、
罪
の
意
識
、
自
責
の
念
に
生
涯
つ
き
ま
と
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

｢

母｣

の
追
憶
の
場
に
、
た
ち
ど
こ
ろ
に｢

死｣

と｢

罪
の
意
識｣

と
が
重
な
り
合
っ
て
き
て
し
ま
う

―
即
ち
内
面
奥
深
く
に
あ

る
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
亀
裂
が
走
り
、
罅
割
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

彼
の
詩
作
品
の
中
に
は
、「
お
ま
え
」
な
い
し
「
あ
な
た
」
と
で
も
訳
さ
れ
る
、du

と
い
う
呼
び
か
け
の
言
葉
が
頻
出
す
る
。
こ
の

呼
び
か
け
の
相
手
は
、
し
ば
し
ば
「
母
」
と
解
さ
れ
え
る
。
ツ
ェ
ラ
ン
は
し
ば
し
ば
母
で
あ
る
「
あ
な
た
の
た
め
に
、
あ
な
た
の
神
の

た
め
に
、
詩
を
書
い
）
4
（

」
た
の
で
あ
る
。

【
幼
年
時
代
、
土
地
、
そ
し
て
言
葉
】

と
こ
ろ
で
、
あ
る
「
文
化
」
に
属
す
る
個
人
の
、
い
わ
ゆ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
か
た
ち

作
る
も
の
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
文
化

と
個
人
の
関
連
を
考
え
る
時
、
例
え
ば
「
土
地
」
や
「
家
庭
な
い
し
幼
年
時
代
」、
そ
し
て
「
言
葉
」
と
い
っ
た
分
析
視
角
を
挙
げ
る
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こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
人
が
選
び
取
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
生
ま
れ
た
時
に
所
与
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ

れ
ら
の
も
の
を
嫌
悪
し
拒
絶
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
ず
と
そ
れ
ら
の
も
の
に
は
愛
着
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
愛
着
、
そ
れ

は
理
性
で
は
処
理
で
き
ぬ
非
合
理
的
な
力
で
あ
り
、
自
尊
に
も
似
た
自
然
な
感
情
で
あ
る
。　
　
　

自
分
の
生
に
対
し
て
自
覚
的
に
な
る
成
年
以
後
、
自
己
の
生
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
自
己
形
成
要
素
の
何
が
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
で

あ
る
か
、
そ
の
認
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
、
人
は
は
じ
め
て
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
こ

の
認
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
、
心
の
平
衡
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

ツ
ェ
ラ
ン
の
場
合
、
ハ
ル
フ
ェ
ン
な
ど
の
伝
記
を
参
照
す
る
と
、「
家
庭
な
い
し
幼
年
時
代
」
に
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
が
大
き
か
っ

た
の
は
「
母
」
で
あ
っ
た
。
父
は
い
わ
ば
「
付
録
」
だ
っ
た
。
し
か
し
と
に
か
く
、
自
分
が
よ
っ
て
立
つ
、
拠
り
所
と
も
な
り
え
る
「
家

庭
な
い
し
幼
年
時
代
」
は
存
在
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
稀
有
の
街
で
あ
る
、
故
郷
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
い
う
「
土
地
」
も
存
在
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ

て
は
奇
跡
の
街
と
す
ら
言
え
る
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
二
度
と
現
実
に
は
存
在
す
る
こ
と
の
な
い
歴
史
上
の
街
、
滅
び
て
し
ま
っ
た

「
土
地
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。

ツ
ェ
ラ
ン
は
、
一
九
四
五
年
四
月
に
は
街
を
去
り
ブ
カ
レ
ス
ト
に
向
か
い
、
一
九
四
七
年
一
二
月
に
は
、
そ
の
ブ
カ
レ
ス
ト
か
ら

ウ
ィ
ー
ン
を
経
由
し
て
パ
リ
に
赴
き
、
一
九
四
八
年
七
月
以
降
パ
リ
に
定
住
し
た
。
そ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ツ
ェ
ラ

ン
に
も
、「
故
郷
」
と
呼
び
う
る
土
地
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
は
い
え
、
故
郷
を
持
た
ぬ
、
ま
っ

た
く
の
漂
泊
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

パウル・ツェラン（二）
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【
小
世
界
か
ら
酷
薄
な
歴
史
の
只
中
に
】

一
九
四
〇
年
、
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
が
進
駐
し
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
は
、
市
民
を
資
本
家
層
と
、
労
働
者
層
に
二

区
分
し
、
搾
取
者
と
位
置
付
け
た
資
本
家
層
に
対
し
て
、
差
別
的
に
厳
し
く
臨
ん
だ
。
家
の
前
に
車
で
乗
り
付
け
、
老
人
子
ど
も
や
病

人
で
あ
ろ
う
と
容
赦
な
く
、
夜
中
で
あ
れ
ば
相
手
を
た
た
き
起
こ
し
、
一
、
二
時
間
の
う
ち
に
荷
物
を
ま
と
め
さ
せ
、
家
畜
用
貨
車
に

五
〇
人
ず
つ
押
し
込
み
、
シ
ベ
リ
ア
な
ど
に
強
制
移
住
さ
せ
る
こ
と
も
行
っ
た
の
で
あ
る
。
数
年
後
帰
郷
で
き
た
も
の
は
僅
か
で
あ
っ

た
と
い
う
。
結
果
的
に
こ
の
措
置
は
、
町
の
上
層
階
級
を
形
か
た
ち

作
っ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
直
撃
し
た
。
強
制
移
送
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、

四
分
の
三
が
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
と
い
う
。

ツ
ェ
ラ
ン
の
家
族
は
、
こ
の
強
制
移
送
か
ら
は
免
れ
た
が
、
父
は
「
寄
生
階
級
」
の
仕
事
で
あ
る
仲
買
人
の
仕
事
を
や
め
ざ
る
を
得

ず
、
建
築
局
で
下
働
き
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。　

一
九
四
一
年
七
月
に
な
る
と
、
今
度
は
逆
に
ル
ー
マ
ニ
ア
軍
と
、
ド
イ
ツ
軍
特
別
行
動
部
隊
D
が
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
侵
攻
し
て

き
た
。
組
織
的
に
ユ
ダ
ヤ
人
殺
戮
が
行
わ
れ
、
八
月
末
ま
で
に
三
千
人
以
上
が
殺
さ
れ
た
。
一
〇
月
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
チ
ェ
ル
ノ

ヴ
ィ
ッ
ツ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
ゲ
ッ
ト
ー
が
作
ら
れ
、
約
四
万
五
千
人
が
、
街
の
狭
い
一
角
に
押
し
込
め
ら
れ
た
。

そ
の
ゲ
ッ
ト
ー
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
や
が
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ト
ラ
ン
ス
ニ
ス
ト
リ
ア
地
方
に
送
ら
れ
、
強
制
労
働
に
つ
か
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
総
督
領
内
の
レ
ン
ベ
ル
ク
（
図
7Lvov
）
と
南
ウ
ク
ラ
イ
ナ
黒
海
沿
岸
（
図
7R

ostov-on-D
on

）
を
結
ぶ
縦
貫
道

四
号
線
建
設
に
あ
た
ら
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
ト
ッ
ト
機
関
が
建
設
を
請
け
負
い
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
収
容
さ
れ
た
建
物
を
S
S
や
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
補
助
警
察
な
ど
が
監
視
し
た
。

ト
ラ
ン
ス
ニ
ス
ト
リ
ア
へ
の
強
制
移
送
は
、
し
か
し
決
ま
っ
て
土
曜
日
の
夜
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
日
、
ゲ
ッ
ト
ー
か
ら
駆
り
出
さ
れ
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た
人
々
が
、
強
制
移
送
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

そ
の
夜
さ
え
、
他
に
隠
れ
家
を
見
つ
け
れ
ば
、
何
と

か
そ
の
移
送
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ツ
ェ
ラ
ン

一
家
も
そ
の
よ
う
に
し
て
、
強
制
移
送
を
免
れ
た

が
、
や
が
て
そ
れ
に
母
が
疲
れ
て
き
た
。
す
で
に
親

戚
を
含
む
多
く
の
人
々
が
移
送
先
に
お
り
、
そ
こ
で

も
人
々
は
生
活
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
母
が
家
に

残
る
こ
と
を
決
め
た
日
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
恋
人
ル
ー

ト
の
助
け
で
、
す
で
に
隠
れ
家
を
見
つ
け
て
い
た
。

必
死
の
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
母
は
家
に
残
っ

た
。
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
自
分
が
家
か
ら
出
れ
ば
、
後
を

追
っ
て
父
母
も
隠
れ
家
に
来
て
く
れ
る
と
信
じ
て
一

人
家
を
出
た
。
し
か
し
と
う
と
う
父
母
は
こ
ず
、
強

制
移
送
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
恋
人
ル
ー
ト
の
助
力
に

よ
り
、
ト
ラ
ン
ス
ニ
ス
ト
リ
ア
送
り
か
ら
は
免
れ
、

代
わ
っ
て
ル
ー
マ
ニ
ア
内
の
タ
バ
レ
シ
ュ
チ
で
、
強

　出所：G. H. Bennett: The Nazi, The Painter and The Forgotton Story of The SS Road, London, 

2012, p. 6.

図 7　縦貫道 4号線
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制
労
働
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

死
を
覚
悟
し
、
恋
人
に
遺
言
の
よ
う
に
し
て
詩
集
を
残
し
た
り
も
し
た
が
、
結
果
的
に
ツ
ェ
ラ
ン
一
人
が
生
き
延
び
、
父
母
は
殺
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
そ
の
後
一
生
苦
し
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

【
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
】

一
九
四
四
年
四
月
に
な
る
と
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
が
再
び
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
入
り
、
町
は
解
放
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
に
、

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
加
え
ら
れ
た
何
と
様
々
な
迫
害
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
い
わ
ば
外
部
か
ら
強
制
的
に

「
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
の
意
味
」
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
恵
ま
れ
た
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と

い
う
街
、
そ
の
小
世
界
の
中
で
保
護
さ
れ
て
き
た
人
間
が
、
い
き
な
り
酷
薄
な
歴
史
の
真
っ
只
中
に
投
げ
込
ま
れ
、
保
護
を
引
き
剥
が

さ
れ
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
大
状
況
に
晒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
に
よ
り
街
が
解
放
さ
れ
た
こ
の
頃
、
彼
が
突
然
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
寓
話
を
朗
読
し
た
り
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
で
詠
唱
さ
れ

る
、
新
年
の
祈
り
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
口
ず
さ
ん
だ
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
美
し
さ
を
賛
え
る
の
を
友
人
た
ち
が
聞
い
て
い
る
。
ま
た
マ
ル

テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
著
作
を
熱
心
に
読
み
始
め
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
だ
っ
た
。

Ⅱ　

母
の
死
…
…
「
生
き
延
び
た
後
に
」
な
お
生
き
る
こ
と

母
の
死
は
、
尋
常
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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ナ
チ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら
遠
く
離
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
強
制
労
働
収
容
所
に
移
送
さ
れ
、
監
視
兵
お
そ

ら
く
S
S
に
よ
っ
て
、
う
な
じ
に
拳
銃
を
擬
せ
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
撃
た
れ
て
射
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
墓
が
な
い
。
遺
体
は
人
間
の
死
に
ふ
さ
わ
し
い
礼
節
を
も
っ
て
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
人
を
愛
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
痛
み
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
事
実
で
あ
る
。
心
を
領
し
て
い
く
の
は
闇
、
そ
れ
も
漆
黒

の
闇
で
あ
り
、
心
に
広
が
る
色
彩
は
「
黒
」、
そ
し
て
ま
た
血
の
鮮
烈
な
「
赤
」
で
あ
る
。

一
九
四
四
年
七
月
一
日
付
の
ア
イ
ン
ホ
ル
ン
宛
手
紙
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

　
「
君
の
両
親
は
お
元
気
だ
、
エ
ー
リ
ヒ
。
こ
ち
ら
に
来
る
前
お
話
し
し
て
き
た
。
そ
れ
は
と
て
も
大
し
た
こ
と
な
ん
だ
、
エ
ー

リ
ヒ
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
か
君
に
は
わ
か
る
ま
い
。
ぼ
く
の
両
親
は
ド
イ
ツ
人
に
射
殺
さ
れ
た
。
ブ
ー
ク
河
畔
の
ク
ラ
ス

ノ
ポ
ル
カ
で
。
エ
ー
リ
ヒ
、
あ
あ
エ
ー
リ
ヒ
。
話
す
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
君
は
多
く
の
こ
と
を
見
て
来
た
ろ
う
。
ぼ
く
は
た

だ
辱
め
ば
か
り
を
受
け
て
き
た
。
そ
し
て
空
し
さ
、
際
限
の
な
い
空
し
さ
だ
）
5
（

」。

ツ
ェ
ラ
ン
の
母
、
そ
し
て
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
ド
イ
ツ
文
学
に
深
く
親
し
ん
で
い
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
文
学
の
作
家
や
詩
人
た
ち
に
対
し
て

当
然
敬
意
を
払
っ
て
い
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
文
学
を
生
み
だ
し
て
き
た
ド
イ
ツ
民
族
が
、
お
よ
そ
信
じ
ら
れ
ぬ
殺
戮
を
行
い
、
母
と
父
を

殺
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
殺
人
者
の
言
葉
は
、
し
か
し
同
時
に
ツ
ェ
ラ
ン
の
母
語
で
あ
り
、
ま
た
母
の
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

母
語
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
は
母
語
で
し
か
詩
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
ツ
ェ
ラ
ン
の
確
信
だ
っ
た
。
そ
の
母

語
、
即
ち
殺
人
者
の
言
葉
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
母
の
死
を
悼
む
詩
を
書
い
て
い
る
。

パウル・ツェラン（二）
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【
殺
人
者
の
言
葉
で

―
詩
「
墓
の
近
く
で
」】

墓
の
近
く
で）

6
（

南
ブ
ー
ク
川
の
水
は
、
ま
だ
な
お
見
分
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

お
母
さ
ん
、
あ
な
た
の
傷
口
に
打
ち
寄
せ
て
い
た
波
を
？

真
ん
中
に
粉
ひ
き
場
の
あ
る
、
あ
の
野
原
は
、
ま
だ
な
お
解
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

い
か
に
静
か
に
、
あ
な
た
の
心
が
天
使
た
ち
に
耐
え
忍
ん
だ
の
か
を
？

ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
に
も
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
に
も
、
も
は
や
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？

あ
な
た
の
苦
悩
を
取
り
去
り
、
あ
な
た
を
慰
め
る
こ
と
が
？

そ
し
て
神
が
杖
を
ふ
る
い

丘
を
上
り
、
丘
を
下
っ
て
、
緑
を
芽
吹
か
せ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

そ
し
て
お
母
さ
ん
、
あ
な
た
は
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
あ
あ
、
故
郷
で
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あ
の
か
す
か
な
、
ド
イ
ツ
語
の
、
痛
み
を
与
え
る
韻
律
に
耐
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

一
九
六
一
年
六
月
三
〇
日
付
の
ロ
ル
フ
・
シ
ュ
レ
ー
ア
ス
宛
手
紙
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

「
こ
の
詩
を
ぼ
く
は
一
九
四
四
年
の
夏
に
書
い
た
の
だ
、
ロ
ル
フ
、
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
、
キ
エ
フ
旅
行
か
ら
帰
っ
た
時
に
。
ぼ
く
は
、

ぼ
く
の
両
親
が
殺
さ
れ
た
場
所
近
く
を
列
車
で
通
り
過
ぎ
て
き
た

―
た
だ
傍
ら
を
走
り
す
ぎ
た
だ
け
な
の
だ
が
。
収
容
所
は
ミ
ハ
エ

ロ
フ
カ
に
あ
っ
た
。
の
ち
に
ぼ
く
の
母
と
父
は
ハ
イ
シ
ン
に
連
れ
て
行
か
れ
た
の
だ
）
7
（

」。

南
ブ
ー
ク
川
は
、
母
が
殺
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
平
原
を
流
れ
て
い
る
。
故
郷
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
つ
な
が
る
そ
の
平
原
を
思
い

浮
か
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
流
れ
て
い
る
水
、
そ
の
川
の
水
が
岸
辺
に
波
と
な
っ
て
打
ち
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
波
は
、
か
つ
て

は
母
の
傷
口
に
同
じ
よ
う
に
打
ち
寄
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
自
問
し
て
い
る
。
そ
う
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
時
を
過
去
に
戻
し
、

か
つ
て
母
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
改
め
て
記
憶
の
中
に
呼
び
覚
ま
し
、
記
憶
の
中
に
呼
び
覚
ま
す
こ
と
で
、
母
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
実

が
、
た
と
え
無
意
識
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
と
も
、
時
の
砂
原
の
中
に
拡
散
し
風
に
吹
き
散
ら
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
抵
抗
し
て
い
る
。

川
岸
に
打
ち
寄
せ
る
波
に
せ
よ
、
粉
挽
き
場
に
せ
よ
、
野
原
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
柳
の
あ
る
風
景
に
せ
よ
、
母
の
遺
体
が
眠
る
こ
の

心
の
風
景
は
、
現
実
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
う
一
つ
の
場
の
中
に
あ
る
。

天
使
は
、
死
の
天
使
た
ち
を
思
わ
せ
る
。
死
を
母
は
静
か
に
耐
え
忍
ぶ
し
か
な
か
っ
た
。
荒
々
し
く
ま
が
ま
が
し
い
死
と
、
激
し
い

対
比
を
示
す
耐
え
忍
び
方
で
あ
る
。
も
し
仮
に
季
節
が
変
わ
ら
ず
巡
り
、
樹
木
が
ま
た
柔
ら
か
に
芽
吹
い
て
、
緑
が
広
が
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
美
し
い
自
然
は
、
も
は
や
母
が
受
け
た
苦
悩
を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
な
ど
に
現
れ
る
神
が
、
そ
の
杖
を
ふ
る
い
、
再
び
こ
の
野
を
緑
に
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
あ
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り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
は
続
く
の
で
あ
る
。

「
解
っ
て
い
る
」
の
原
語w
eiß

は
、
ま
た
色
彩
の
「
白
」
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
今

心
の
中
に
広
が
っ
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
野
を
、
一
面
白
く
雪
が
覆
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

そ
の
母
は
、
自
ら
を
殺
し
た
ド
イ
ツ
人
が
話
し
、
ま
た
ド
イ
ツ
文
化
を
作
り
あ
げ
て

い
る
ド
イ
ツ
語
の
、
心
に
痛
み
を
与
え
る
か
す
か
な
響
き
、
そ
の
韻
律
を
、
我
慢
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
い
か
け
て
い
る
。

こ
の
最
後
の
問
い
か
け
は
、
ま
さ
に
い
ま
こ
の
よ
う
に
母
を
悼
む
詩
を
、
ド
イ
ツ
語

で
し
か
書
け
な
い
こ
と
を
、
許
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
そ
う
亡
き
母
に
乞
う

て
い
る
問
い
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

【
詩
、「
白
楊
よ
」】

そ
し
て
ま
た
「
ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
よ
）
8
（

」
と
い
う
次
に
あ
げ
る
詩
。

ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
よ
、
お
前
の
葉
は
白
く
闇
に
き
ら
め
い
て
い
る
。

し
か
し
ぼ
く
の
母
の
髪
が
白
く
な
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。

タ
ン
ポ
ポ
の
花
よ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
緑
一
色
だ
。

　出所：筆者作成。

図 8　ウクライナ部分拡大図
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し
か
し
ぼ
く
の
ブ
ロ
ン
ド
の
母
は
家
に
戻
ら
な
か
っ
た
。

雨
雲
よ
、
お
ま
え
は
井
戸
の
傍
ら
で
た
ゆ
た
っ
て
い
る
の
か
？

ぼ
く
の
母
は
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
静
か
に
涙
を
流
し
て
い
る
。

丸
い
形
を
し
た
星
よ
、
お
ま
え
は
金
色
の
蝶
結
び
を
し
て
い
る
。

ぼ
く
の
母
の
心
臓
は
鉛
で
傷
つ
い
て
し
ま
っ
た
。

樫
の
ド
ア
よ
、
誰
が
お
ま
え
を
蝶
つ
が
い
か
ら
外
し
た
の
か
？

ぼ
く
の
優
し
い
母
は
入
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
広
く
み
ら
れ
る
ポ
プ
ラ
の
一
種
で
、
葉
裏
が
白
く
、
風
に
葉
が
ざ
わ
め
く
と
、
葉
裏
の
白
が
き
ら
め

き
、
そ
の
白
が
目
に
鋭
く
映
る
。

そ
の
白
が
、
母
の
髪
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
殺
さ
れ
た
と
き
母
は
ま
だ
四
八
歳
だ
っ
た
。
豊
か
な
ブ
ロ
ン
ド
の
髪
に
白
髪
は
な

か
っ
た
。
髪
が
白
く
な
る
ま
で
母
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

春
を
迎
え
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
野
に
は
、
タ
ン
ポ
ポ
の
花
が
一
面
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
。
鮮
烈
な
黄
色
で
あ
る
。
白
、
緑
、
黄
、
そ
し

て
ブ
ロ
ン
ド
、
金
色
の
蝶
結
び
、
鉛
色
、
心
臓
の
血
の
色
と
、
様
々
な
色
彩
が
こ
の
詩
に
は
溢
れ
て
い
る
。
一
九
四
三
年
の
冬
に
殺
さ
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れ
た
母
は
、
し
か
し
春
を
迎
え
た
家
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

井
戸
は
こ
の
地
方
に
よ
く
見
ら
れ
る
つ
る
べ
井
戸
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
野
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
つ
る
べ

井
戸
。
は
る
か
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
野
の
遠
く
に
雲
と
つ
る
べ
井
戸
が
見
え
る
。

母
は
、
殺
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
泣
い
て
い
る
。
単
に
自
分
が
こ
う
む
っ
た
苦
し
み
の
た
め
だ
け
に
で
は
な
く
、
苦
し
ん

だ
人
々
す
べ
て
の
た
め
に
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
質
的
に
転
換
を
も
た
ら
さ
れ
た
苦
悩
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
ツ
ェ
ラ
ン
の
涙
が
、
母
の
死
に
対
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
全
体
に
降
り
か

か
っ
て
き
た
運
命
に
対
し
て
も
、
注
が
れ
始
め
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

丸
い
形
を
し
た
星
、
と
は
あ
る
い
は
、
ナ
チ
時
代
に
つ
け
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
の
印
、
ダ
ビ
デ
の
星
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
し
か
し
、
蝶
結
び
に
さ
れ
て
美
し
く
金
色
に
輝
い
て
い
る
。

し
か
し
次
の
行
で
い
き
な
り
即
物
的
に
、
ま
た
簡
潔
に
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
金
色
の
輝
き
と
対
照
的
な
鈍
い
鉛
の
色
で
あ
り
、
そ

の
鉛
の
銃
弾
が
母
の
命
を
奪
っ
た
事
実
で
あ
る
。

最
終
連
で
は
第
二
連
に
続
い
て
再
び
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
る
。
本
来
人
間
が
こ
の
世
で
過
ご
す
に
あ
た
っ
て
住
処
と
す
る
場
が
家

で
あ
る
。
最
も
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
そ
の
家
の
、
樫
の
木
で
で
き
た
、
が
っ
し
り
と
し
た
入
り
口
の
ド
ア
は
蝶
つ
が
い
か
ら
外
さ
れ
て
い

る
。
家
が
す
で
に
住
処
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
戦
禍
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

力
の
な
い
華
奢
で
や
さ
し
い
母
は
、
こ
の
動
か
な
い
ド
ア
を
押
し
の
け
て
家
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

事
実
と
し
て
、
殺
さ
れ
て
い
る
母
は
家
に
帰
り
よ
う
が
な
い
。
そ
の
欠
落
を
、
母
の
側
に
視
点
を
据
え
て
示
す
の
で
は
な
く
、
母
が

帰
る
は
ず
の
家
に
視
点
を
置
き
、「
家
に
入
れ
な
い
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
母
の
不
在
、
母
の
欠
落
を
示
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
誰
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が
そ
の
欠
落
、
不
在
を
も
た
ら
し
た
の
か
？　

い
っ
た
い
誰
が
「
ド
ア
の
蝶
つ
が
い
を
外
す
」
と
い
う
暴
力
を
用
い
て
母
を
家
の
中
に

入
れ
な
く
し
た
の
か
？　

そ
の
行
為
者
へ
の
糾
弾
、
あ
る
い
は
そ
の
行
為
に
い
た
っ
た
原
因
の
究
明
を
要
求
す
る
疑
問
詞
を
付
し
て
、

詩
は
終
え
ら
れ
て
い
る
。

【
黒
い
雪
片
】

ト
ラ
ン
ス
ニ
ス
ト
リ
ア
の
強
制
収
容
所
か
ら
、
一
通
だ
け
母
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
手
紙
が
あ
っ
た
。
父
の
死
を
伝
え
、
自
身
の
置
か

れ
た
状
況
を
示
す
手
紙
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
の
内
容
を
暗
示
す
る
文
言
を
含
む
次
の
詩
「
黒
い
雪
片
）
9
（

」
は
痛
切
で
あ
る
。

黒
い
雪
片

雪
が
降
っ
た
、
光
も
な
く
。
ひ
と
月

あ
る
い
は
ふ
た
月
が
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
の
だ
、
秋
が
修
道
服
に
隠
し
て

ぼ
く
に
便
り
を
も
た
ら
し
て
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
緩
や
か
な
山
腹
の
斜
面
か
ら
の

―

「
考
え
て
み
て
、
こ
こ
も
冬
に
な
っ
た
こ
と
を
、
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
冬
が

一
番
大
き
な
河
が
流
れ
て
い
る
こ
の
地
に
も
や
っ
て
来
た

―

斧
に
祝
福
さ
れ
た
、
ヤ
コ
ブ
の
天
の
血
…
…

あ
あ
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
赤
い
色
を
し
た
氷
よ

―
コ
サ
ッ
ク
の
首
領
が
部
下
の
す
べ
て
を
引
き
連
れ
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黒
く
翳
っ
て
い
く
太
陽
に
昇
り
渡
っ
て
行
く
…
…
わ
が
子
よ
、
一
枚
の
布
を
、

鉄
兜
が
煌
め
く
と
き
、
わ
が
身
を
包
む
た
め
の
、

土
塊
が
、
バ
ラ
色
を
し
た
土
塊
が
割
れ
、

ウ
マ
の
蹄
の
下
で

ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
の
歌
が

押
し
潰
さ
れ
、
お
前
の
父
の
身
体
が
雪
の
よ
う
に
飛
散
し
て
い
く
時
の
た
め
の
…
…

一
枚
の
布
、
ほ
ん
と
う
に
薄
い
僅
か
な
布
で
い
い
、
い
ま
私
が
、

緑
芽
ぐ
む
世
界
を
二
度
と
迎
え
る
こ
と
が
な
い
、
逃
げ
場
の
な
い
身
近
な
こ
の
世
界
を
耐
え
る
た
め
の
、

お
前
は
泣
く
こ
と
を
覚
え
る
だ
ろ
う
か
ら
、

わ
が
子
よ
、
お
前
の
子
ど
も
の
た
め
に
！
」

母
よ
、
過
ぎ
去
っ
た
秋
は
、
血
を
流
し
て
い
ま
し
た
、
雪
は
私
に
火
傷
さ
せ
ま
し
た

―

心
が
泣
く
こ
と
を
ぼ
く
は
求
め
ま
し
た
、
そ
し
て
か
す
か
な
風
の
そ
よ
ぎ
を
見
い
出
し
た
の
で
す
、
夏
の
か
す
か
な
風
の
そ
よ
ぎを

、

そ
れ
は
あ
な
た
の
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。

涙
が
溢
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
は
小
さ
な
布
を
織
っ
た
の
で
す
。
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使
い
の
者
が
ひ
そ
か
に
手
紙
を
運
ん
で
き
た
の
は
一
九
四
二
年
秋
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
す
で
に
父
母

の
死
を
知
っ
た
一
九
四
四
年
七
月
以
降
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

ヤ
コ
ブ
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ふ
る
わ
れ
る
「
斧
」
と
、
傷
か
ら
流
れ
る
「
血
」
は
、
不
吉
な
暴
力
を

想
像
さ
せ
る
。
コ
サ
ッ
ク
は
、
ロ
シ
ア
で
繰
り
返
し
起
こ
っ
た
ポ
グ
ロ
ム
の
際
に
、
先
頭
に
立
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
を
迫
害
し
て
き
た
。
黒

く
翳
っ
て
い
く
太
陽
（
複
数
形
で
示
さ
れ
て
い
る
）
に
昇
り
渡
っ
て
行
く
形
象
も
、
同
じ
く
不
吉
の
象
徴
で
あ
る
。
ま
さ
に
い
ま
自
分
が

そ
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
戦
争
の
惨
禍
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
鉄
兜
の
煌
め
き
も
同
様
で
あ
る
。

「
一
番
大
き
な
河
」
と
は
、
収
容
所
近
く
を
流
れ
る
南
ブ
ー
ク
川
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

パ
レ
ス
チ
ナ
に
繁
茂
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
の
歌
は
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の
父
と
呼
ば
れ
る
ヘ
ル
ツ
ル
﹇
一
八
六
〇
―

一
九
〇
四
﹈
が
生
き
て
い
た
時
代
か
ら
、
シ
オ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
き
た
歌
で
あ
る
。
ツ
ェ
ラ
ン
の
父
は
シ
オ
ニ
ス
ト
で
あ
っ

た
。
父
は
チ
フ
ス
に
よ
る
死
亡
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
の
詩
句
か
ら
は
、
馬
の
下
敷
き
に
な
っ
た
こ
と
が
死
を
招
い
た
原
因

で
あ
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。

母
は
、
息
子
に
布
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
懇
願
し
て
い
る
。
厳
し
い
冬
の
寒
さ
に
耐
え
る
た
め
で
あ
る
。「
布
、
そ
れ
も
薄
い
僅
か
な

布
き
れ
」
で
よ
い
の
だ
と
。

秋
は
、
血
を
流
し
て
い
る
。
そ
し
て
白
く
冷
た
い
は
ず
の
雪
は
、
母
や
父
の
死
を
反
射
的
に
想
起
さ
せ
る
た
め
に
、
火
の
よ
う
に
熱

く
感
じ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
火
傷
を
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
涙
溢
れ
る
「
ぼ
く
」
が
織
り
あ
げ
る
「
小
さ
な
布
」
は
、
言
葉
で
織
り
上
げ

る
詩
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

パウル・ツェラン（二）
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【
自
分
一
人
だ
け
が
】

母
や
父
の
死
を
よ
り
耐
え
難
く
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
だ
け
が
死
を
免
れ
た
と
い
う
事
実
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
両
親
と
運
命

を
共
に
せ
ず
、
一
人
だ
け
家
を
逃
げ
出
し
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
は
、
ゲ
ッ
ト
ー
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ナ
チ
侵
攻
後
初
め
て
ゲ
ッ
ト
ー
が
作
ら
れ
、
そ
の
ゲ
ッ
ト
ー

か
ら
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
奥
地
ブ
ー
ク
川
近
辺
に
設
け
ら
れ
た
強
制
労
働
収
容
所
に
向
け
て
、
強
制
移
送
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ル
フ
ェ
ン
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
強
制
移
送
が
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
た
夜
に
な
る
と
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
友
人
が
用
意
し
て
く

れ
た
隠
れ
家
に
両
親
と
も
ど
も
身
を
隠
し
て
い
た
。
し
か
し
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
身
を
隠
す
こ
と
に
両
親
、
と
り
わ
け
母
が
疲
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
親
し
い
親
戚
の
者
が
移
送
さ
れ
た
後
に
は
、
も
は
や
ツ
ェ
ラ
ン
の
説
得
に
応
じ
て
、
隠
れ
家
に
身
を
隠
そ
う
と
は
し

な
く
な
っ
た
。
自
分
が
出
れ
ば
二
人
は
後
で
来
て
く
れ
る
と
信
じ
た
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
一
人
家
を
後
に
し
た
。
し
か
し
両
親
は
家
に
残
り
、

外
出
禁
止
令
の
解
け
た
翌
朝
帰
宅
し
た
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
家
が
無
人
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ツ
ェ
ラ
ン
の
妻
ジ
ゼ
ル
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
ハ
ル
フ
ェ
ン
の
こ
の
説
明
を
ツ
ェ
ラ
ン
は
否
定
し
て
い
た
の
だ
と
い
う）
10
（

。

ま
た
ツ
ェ
ラ
ン
の
幼
馴
染
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
を
ひ
そ
か
に
恋
し
て
い
た
年
下
の
エ
ー
デ
ッ
ト
・
ジ
ル
バ
ー
マ
ン
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
移

送
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
た
び
に
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
両
親
と
別
れ
、
一
人
家
を
出
て
身
を
隠
す
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
両
親
の
た

め
の
隠
れ
家
を
別
に
用
意
し
な
が
ら）
11
（

。

ツ
ェ
ラ
ン
が
一
人
だ
け
両
親
と
別
に
行
動
す
る
こ
と
が
か
な
り
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ハ
ル
フ
ェ
ン
が
そ
う
伝
え
た
い
と
願
っ
て

い
る
よ
う
に
、
た
っ
た
一
度
き
り
の
そ
の
折
に
運
悪
く
両
親
が
移
送
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

ツ
ェ
ラ
ン
お
よ
び
エ
ー
デ
ッ
ト
の
共
通
の
友
人
イ
ル
ゼ
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
証
言
を
、
エ
ー
デ
ッ
ト
が
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
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ツ
ェ
ラ
ン
は
、
移
送
が
行
わ
れ
る
と
い
う
噂
が
立
つ
た
び
に
、
自
分
の
身
を
隠
す
た
め
の
隠
れ
家
を
探
し
た
の
だ
と
い
う
。
あ
る
晩
イ

ル
ゼ
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
家
に
来
た
が
、
夜
十
時
ご
ろ
に
突
然
立
ち
上
が
る
と
、「
い
や
む
し
ろ
ぼ
く
は
エ
ー
デ
ッ
ト
の
家
に
行
く
）
12
（

」
と
言
っ

て
出
て
行
っ
た
。
こ
の
彼
の
本
能
が
彼
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
ル
ゼ
の
家
は
そ
の
晩
移
送
の
対
象
に
な
り
、
イ
ル
ゼ
の
家

族
は
強
制
移
送
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
イ
ル
ゼ
は
生
き
て
帰
り
、
こ
の
証
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

あ
る
い
は
ま
た
、
戦
後
一
九
六
〇
年
に
、
ツ
ェ
ラ
ン
が
ネ
リ
ー
・
ザ
ッ
ク
ス
に
会
っ
た
折
、
ザ
ッ
ク
ス
に
同
行
し
て
い
た
エ
ー

フ
ァ
・
レ
ー
サ
・
レ
ナ
ッ
ル
ソ
ン
に
語
っ
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
証
言
も
あ
る
。

　
「
強
制
移
送
の
直
前
、
鉄
条
網
の
向
こ
う
側
に
い
る
父
母
を
見
つ
け
、
何
と
か
傍
ら
に
行
き
父
の
手
を
握
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
で
も
そ
の
時
、
監
視
が
私
を
見
と
が
め
私
の
手
を
強
い
力
で
つ
か
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
は
父
の
手
を
振
り
払
っ
て
そ
こ
か

ら
逃
げ
出
し
た
の
で
す

―
考
え
て
も
み
て
く
だ
さ
い
。
私
は
父
の
手
を
振
り
払
っ
て
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
し
た
の
で
す
よ
！
）
13
（

」

事
実
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
ツ
ェ
ラ
ン
が
言
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
ツ
ェ
ラ
ン
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
事
実

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
そ
の
判
断
を
下
す
す
べ
は
な
い
。
一
つ
の
記
録
と
し
て
受
け
止
め
る
し
か
な
い
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
は
別
に
、
生
涯
ツ
ェ
ラ
ン
の
親
し
い
友
人
と
し
て
ツ
ェ
ラ
ン
を
支
え
て
い
た
ク
ラ
ウ
ス
・

デ
ー
ム
ス
と
、
そ
し
て
後
半
生
に
か
な
り
親
し
く
つ
き
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ル
ム
に
、
ツ
ェ
ラ
ン
が
殆
ど
同
一
の
内
容

の
話
を
し
て
い
る
こ
と
も
気
に
な
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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「
あ
る
労
働
収
容
所
に
い
た
と
き
、
よ
り
厳
し
い
条
件
の
収
容
所
に
収
容
者
を
送
り
だ
す
た
め
の
選
別
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
時
ツ
ェ

ラ
ン
が
選
別
を
受
け
な
い
よ
う
身
を
隠
し
た
た
め
、
収
容
者
の
人
員
の
数
が
一
人
合
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
広
場
に
収
容
者

が
集
め
ら
れ
、
点
呼
を
受
け
た
者
が
広
場
を
横
切
っ
て
、
広
場
の
反
対
側
の
集
団
に
向
か
っ
て
歩
か
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て

名
前
が
呼
び
あ
げ
ら
れ
て
い
る
時
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
あ
る
一
人
の
者
の
名
前
が
呼
び
あ
げ
ら
れ
て
か
ら
次
の
者
の
名
前
が
呼
び
あ

げ
ら
れ
る
間
に
、
広
場
を
横
切
っ
て
反
対
側
の
集
団
に
向
か
っ
て
歩
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
歩
い
て
い
る
間
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
ば

れ
な
い
よ
う
に
爪
で
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
ま
じ
な
い
を
し
て
い
た
。
こ
の
彼
の
行
動
は
、
幸
い
監
視
の
者
に
気
づ
か
れ
ず
に
済
ん
だ

が
、
人
員
確
認
で
ま
た
人
数
が
合
わ
な
か
っ
た
の
で
、
再
度
点
呼
が
行
わ
れ
、
同
様
な
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
ツ
ェ
ラ
ン
は
ま
た
同
様
な
行
動
を
し
て
、
結
局
幸
い
な
こ
と
に
選
別
を
免
れ
た
）
14
（

」。

こ
れ
が
事
実
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
に
う
ま
く
い
く
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
ツ
ェ
ラ
ン
が
選
別
を
免
れ
た

結
果
、
代
わ
り
に
「
犠
牲
」
と
な
っ
た
者
が
出
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
一
切
わ
か
ら
な
い
。
本
人
が
二
人
の
人
間
に
話
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
見
て
、
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
非
日
常
的
な
状
況
の
中
で
、
助
か
る
た
め
に
策
略
を
巡
ら
す
こ
と
、
そ
れ
は
「
弱
さ
」
に
満
ち
た
人
間
と
い
う
生
き
物

に
と
っ
て
は
、
自
分
の
命
を
守
る
た
め
の
「
自
然
な
」
行
為
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
状
況
に
身
を
置
い
て
い
な
い
人
間
が
批
判
で
き
る

こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
状
況
が
過
ぎ
去
っ
た
後
に
、
振
り
返
っ
て
自
分
の
行
為
を
吟
味
す
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
耐

え
難
い
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
父
母
の
死
を
巡
る
こ
う
い
っ
た
事
情
が
、
単
に
母
や
父
が
ナ
チ
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
以
上
に
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
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心
を
さ
ら
に
深
く
傷
つ
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

【
友
人
ヴ
ァ
イ
ス
グ
ラ
ス
の
場
合
】

と
こ
ろ
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
同
学
年
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
が
親
し
く
し
て
い
た
文
学
上
の
友
人
に
、
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・

ヴ
ァ
イ
ス
グ
ラ
ス
が
い
た
。
彼
は
ピ
ア
ノ
も
良
く
弾
き
、
ひ
た
す
ら
音
楽
と
文
学
に
情
熱
を
注
ぎ
、
つ
い
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
を
卒
業
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
ま
た
ヴ
ァ
イ
ス
グ
ラ
ス
と
ツ
ェ
ラ
ン
の
双
方
を
知
る
、
文
学
上
の
一
四
歳
年
長
の
友
人
に
、
ア
ル
フ

レ
ー
ト
・
キ
ッ
ト
ナ
ー
が
い
た
。
彼
ら
二
人
は
、
家
族
と
も
ど
も
強
制
移
送
さ
れ
た
が
、
幸
運
な
こ
と
に
二
人
と
も
家
族
そ
ろ
っ
て
無

事
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

後
に
キ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
「
我
々
が
苦
難
と
災
厄
の
何
年
か
の
後
に
、
我
々
の
家
族
と
共
に
、
ヴ
ァ
イ
ス
グ
ラ
ス
の
場
合
、
両
親
と
共
に
帰
る
こ
と
が
で

き
た
の
を
見
て
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
決
し
て
克
服
し
得
な
い
重
い
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
彼
の
良
心
は
ひ
ど
い
呵
責
を
受
け
た

に
違
い
な
い
。
自
分
が
一
緒
に
つ
い
て
い
れ
ば
、
も
し
か
す
る
と
両
親
が
殺
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え

た
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
罪
の
意
識
が
、
彼
の
後
半
生
に
お
け
る
重
い
精
神
的
病
を
引
き
起
こ
す
最
初
の
き
っ
か
け
と
な
り
、

ひ
い
て
は
自
殺
に
導
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
15
（

」
と
。

こ
の
キ
ッ
ト
ナ
ー
の
言
葉
が
正
確
に
ツ
ェ
ラ
ン
の
精
神
状
況
を
言
い
当
て
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
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い
。
し
か
し
後
に
精
神
科
を
受
診
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ツ
ェ
ラ
ン
は
、「
医
者
は
自
分
の
病
気
が
自
分
の
過
去
の
体
験
と
関
係
し
て
い

る
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
）
16
（

」
と
不
満
を
述
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
母
と
父
の
死
、
ま
た
そ
の
死
を
巡
る
状
況
が
、
ツ
ェ
ラ

ン
の
精
神
に
不
幸
な
影
を
投
げ
か
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

【
生
き
延
び
た
者
】

「
生
き
延
び
た
者
」
と
し
て
、
生
き
延
び
た
後
の
生
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
し
か
し
ツ
ェ
ラ
ン
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。
シ
ョ
ア
ー
を
生
き
延
び
て
き
た
人
た
ち
に
共
通
す
る
の
は
、
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
深
い
罪
責
感
で
あ
る
。

『
夜
と
霧
』
を
著
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。「
最
も
よ
き
人
は
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
）
17
（

」
と
。

ま
た
、
生
き
残
っ
た
者
の
一
人
で
あ
る
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
は
、
低
く
静
か
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
語
っ
て
い
た
。

「
私
が
語
る
の
は
常
に
私
自
身
の
罪
状
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
私
は
彼
ら
が
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
の
を
見
た
。
そ
し
て
私
は
後
ろ
に

留
ま
っ
た
。
私
は
自
分
に
対
し
て
そ
の
こ
と
を
許
せ
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
）
18
（

」
と
。

「
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
」
そ
の
自
分
が
、「
生
き
残
っ
た
者
と
し
て
の
負
い
目
」
を
感
じ
、「
罪
責
感
」
を
持
っ
て
し

ま
う
こ
と
、
そ
れ
は
シ
ョ
ア
ー
を
生
き
延
び
て
き
た
人
た
ち
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

こ
の
章
の
副
題
と
し
た
「
生
き
延
び
た
後
に
な
お
生
き
る
こ
と
」
は
、
ベ
ル
リ
ン
生
ま
れ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
『
わ
が
闘
争
』
な
ど
を
製
作
し
た
映
画
監
督
、
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ラ
イ
ザ
ー
の
著
作
『
生
き
延
び
た
後
の
生

―
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
を
逃
れ
て
・
出
会
い
と
運
命
）
19
（

』
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
ラ
イ
ザ
ー
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
生
き
延
び
た
者
が
、
い
か
に
深
く
死
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者
に
対
す
る
罪
責
感
を
持
ち
続
け
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
故
に
い
か
に
「
生
き
づ
ら
さ
」
を
、
生
き
延
び
た
後
に
も
な
お
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
か
、
生
き
延
び
た
人
々
の
戦
後
の
実
人
生
に
つ
い
て
報
告
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
。
こ
の
罪
責
感
は
ま
た
ツ
ェ
ラ
ン
か
ら
も
一

生
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

【
母
の
墓
碑
銘
「
死
の
フ
ー
ガ
」、
あ
る
い
は
一
つ
の
告
発
】

ツ
ェ
ラ
ン
を
有
名
に
す
る
う
え
で
、
お
そ
ら
く
最
も
力
あ
っ
た
の
は
「
死
の
フ
ー
ガ
」
と
い
う
詩
で
あ
り
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
の
中
で

最
も
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

死
の
フ
ー
ガ）
20
（

明
け
方
の
黒
い
ミ
ル
ク
私
た
ち
は
飲
む
そ
れ
を
晩
に

私
た
ち
は
飲
む
そ
れ
を
昼
に
そ
し
て
朝
に
私
た
ち
は
飲
む
そ
れ
を
夜
に

私
た
ち
は
飲
む
そ
し
て
飲
む

私
た
ち
は
穴
を
掘
る
空
中
に
そ
こ
は
横
に
な
る
の
に
狭
く
な
い

一
人
の
男
が
家
に
住
ん
で
い
る
そ
の
男
は
蛇
と
戯
れ
て
い
る
そ
の
男
は
手
紙
を
書
く

そ
の
男
は
手
紙
を
書
く
あ
た
り
が
暗
く
な
っ
て
く
る
と
ド
イ
ツ
に
お
ま
え
の
金
髪
の
髪
マ
ル
ガ
レ
ー
テ

彼
は
手
紙
を
書
く
そ
し
て
家
の
外
に
出
る
星
が
輝
い
て
い
る
彼
は
犬
を
口
笛
で
呼
び
寄
せ
る
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彼
は
笛
で
ユ
ダ
ヤ
人
を
呼
び
寄
せ
る
地
面
に
シ
ャ
ベ
ル
で
穴
を
掘
ら
せ
る

彼
は
私
た
ち
に
命
令
を
下
す
さ
あ
ダ
ン
ス
の
伴
奏
に
音
楽
を
奏
で
ろ

明
け
方
の
黒
い
ミ
ル
ク
私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
夜
に

私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
朝
に
そ
し
て
昼
に
私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
晩
に

私
た
ち
は
飲
む
そ
し
て
飲
む

一
人
の
男
が
家
に
住
ん
で
い
る
そ
し
て
そ
の
男
は
蛇
と
戯
れ
て
い
る
そ
の
男
は
手
紙
を
書
く

そ
の
男
は
手
紙
を
書
く
あ
た
り
が
暗
く
な
っ
て
く
る
と
ド
イ
ツ
に
お
ま
え
の
金
髪
の
髪
マ
ル
ガ
レ
ー
テ

お
ま
え
の
灰
色
の
髪
ズ
ラ
ミ
ー
ト
私
た
ち
は
穴
を
掘
る
空
中
に
そ
こ
は
横
に
な
る
の
に
狭
く
な
い

彼
は
叫
ぶ
地
中
深
く
突
き
刺
せ
お
ま
え
た
ち
他
の
者
た
ち
は
歌
え
そ
し
て
音
楽
を
奏
で
ろ

彼
は
ベ
ル
ト
の
武
器
に
手
を
伸
ば
し
そ
れ
を
振
り
回
す
彼
の
眼
は
青
い

シ
ャ
ベ
ル
を
深
く
突
き
刺
せ
お
ま
え
た
ち
他
の
者
た
ち
は
ダ
ン
ス
の
伴
奏
を
続
け
ろ

明
け
方
の
黒
い
ミ
ル
ク
私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
夜
に

私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
昼
に
そ
し
て
朝
に
私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
晩
に

私
た
ち
は
飲
む
そ
し
て
飲
む

一
人
の
男
が
家
に
住
ん
で
い
る
お
ま
え
の
金
髪
の
髪
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
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お
ま
え
の
灰
色
の
髪
ズ
ラ
ミ
ー
ト
彼
は
蛇
と
戯
れ
て
い
る

彼
は
叫
ぶ
も
っ
と
甘
く
死
を
奏
で
ろ
死
は
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
名
人

彼
は
叫
ぶ
も
っ
と
暗
く
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
け
そ
う
す
れ
ば
お
ま
え
た
ち
は
煙
と
な
っ
て
空
に
昇
る

そ
う
す
れ
ば
お
ま
え
た
ち
は
雲
の
中
に
墓
を
持
つ
そ
こ
は
横
に
な
る
の
に
狭
く
な
い

明
け
方
の
黒
い
ミ
ル
ク
私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
夜
に

私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
昼
に
死
は
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
名
人

私
た
ち
は
飲
む
お
ま
え
を
晩
に
そ
し
て
朝
に
私
た
ち
は
飲
む
そ
し
て
飲
む

死
は
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
名
人
そ
の
眼
は
青
い

彼
は
鉛
の
弾
で
お
ま
え
を
撃
つ
彼
は
お
ま
え
に
命
中
さ
せ
る

一
人
の
男
が
家
に
住
ん
で
い
る
お
ま
え
の
金
髪
の
髪
マ
ル
ガ
レ
ー
テ

彼
は
犬
を
私
た
ち
に
け
し
か
け
る
彼
は
私
た
ち
に
空
中
の
墓
を
贈
っ
て
よ
こ
す

彼
は
蛇
と
戯
れ
て
い
る
そ
し
て
夢
見
て
い
る
死
は
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
名
人

お
ま
え
の
金
髪
の
髪
マ
ル
ガ
レ
ー
テ

お
ま
え
の
灰
色
の
髪
ズ
ラ
ミ
ー
ト
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ま
ず
題
名
の
「
死
の
フ
ー
ガ
」
か
ら
し
て
す
で
に
異
様
で
あ
る
。
何
の
関
係
も
な
い
死
と
フ
ー
ガ
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
結
び
付
け
ら
れ
方
に
強
い
違
和
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
読
み
進
め
て
行
く
う
ち
に
、
同
一
の
フ
レ
ー
ズ
が
異
な
る
場
所
に
繰
り
返
し
現
れ
、
そ
の
繰
り
返
し
が
詩
の
流
れ
に
リ
ズ
ム

を
与
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ま
さ
に
フ
ー
ガ
の
技
法
で
あ
る
。
し
か
も
繰
り
返
さ
れ
る
表
現
内
容
は
全
く
同
一
と
は
な
ら

ず
、
僅
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
違
い
を
持
た
さ
れ
、
い
わ
ば
少
し
ず
つ
ず
ら
さ
れ
て
行
き
、
転
調
し
て
複
雑
な
響
き
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、「
私
た
ち
」
と
「
一
人
の
男
」
と
が
対
句
を
な
し
、
対
位
法
的
構
造
を
取
り
な
が
ら
、
多
声
部
を
形
か
た
ち

作
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
が
総
体
と
し
て
詩
の
全
体
に
働
き
か
け
、
詩
の
リ
ズ
ム
と
複
雑
な
構
造
を
作
り
あ
げ
て
行
く
の
で
あ
る
。

冒
頭
の
、「
黒
い
ミ
ル
ク
」
と
い
う
表
現
も
、
ミ
ル
ク
は
白
い
は
ず
、
と
い
う
常
套
的
な
思
い
込
み
か
ら
す
る
と
、
意
表
を
突
く
逆

説
的
表
現
と
な
り
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
黒
は
「
死
」
の
色
で
あ
る
。
早
く
も
詩
の
冒
頭
か
ら
「
死
の
フ
ー
ガ
」
の

「
死
」
が
漂
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

私
た
ち
が
「
空
中
に
掘
る
穴
」
と
は
、「
煙
と
な
っ
て
」
空
に
昇
っ
た
私
た
ち
が
、「
雲
の
中
に
持
っ
た
墓
穴
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
そ

こ
は
横
に
な
る
の
に
狭
く
な
い
」。

【
イ
ズ
ベ
ス
チ
ア
一
九
四
四
年
一
二
月
二
三
日
号
の
記
事
】

ソ
ビ
エ
ト
軍
が
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
街
を
占
領
し
た
の
は
一
九
四
〇
年
六
月
で
あ
っ
た
。
ツ
ェ
ラ
ン
は
同
年
の
夏
頃
か
ら
ロ
シ
ア

語
を
学
び
始
め
、
ハ
ル
フ
ェ
ン
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
間
も
な
く
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
戦
争
と
平
和
』
な
ど
を
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
後
、
ド
イ
ツ
と
ル
ー
マ
ニ
ア
に
よ
る
占
領
を
経
て
、
一
九
四
四
年
四
月
再
び
ソ
ビ
エ
ト
軍
が
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
占
領
し
、

以
後
同
地
は
ソ
連
の
一
部
と
な
っ
た
。
再
占
領
以
後
の
主
な
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
は
、
日
刊
紙
の
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ア
』
や
、
ま
た
『
プ
ラ

ウ
ダ
』
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ロ
シ
ア
語
の
十
分
な
語
学
力
が
あ
り
、
ま
た
ル
ー
マ
ニ
ア
国
内
の
強
制
労
働
収
容
所
か
ら
街
に
戻
り
、
ニ
ュ
ー

ス
を
渇
望
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
ツ
ェ
ラ
ン
が
、『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ア
』
に
目
を
通
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
自
然
な
推
測
で
あ
る
。
ツ
ェ

ラ
ン
自
身
も
後
に
な
っ
て
、
当
時
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
』
で
、
レ
ン
ベ
ル
ク
の
ゲ
ッ
ト
ー
に
関
す
る
記
事
を
読
ん
だ
と
の
メ
モ
を
書
い
て

い
た）
21
（

。
以
下
ツ
ェ
ラ
ン
が
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ア
』
一
九
四
四
年
一
二
月
二
三
日
号
の
長
文
記
事
か
ら
、
本
当

に
僅
か
な
部
分
を
抜
粋
し
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
文
章
を
引
用
す
る）
22
（

。

　
「
一
九
四
一
年
一
一
月
、
レ
ン
ベ
ル
ク
の
ヤ
ノ
フ
ス
カ
通
り
に
、
い
わ
ゆ
る
強
制
労
働
収
容
所
が
建
設
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
人
は

こ
こ
に
非
武
装
民
間
人
と
捕
虜
を
追
い
集
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
収
容
者
た
ち
は
飢
え
に
く
る
し
み
、
手
に
負
え
ぬ
ほ
ど
の
労
働

を
強
い
ら
れ
、
棒
で
ひ
ど
く
殴
打
さ
れ
、
チ
フ
ス
や
赤
痢
に
苦
し
ん
で
い
た
。
一
日
の
配
給
は
、
お
が
屑
か
ら
作
ら
れ
た
〈
黒
い

コ
ー
ヒ
ー
〉
コ
ッ
プ
二
杯
、
や
は
り
お
が
屑
の
混
じ
っ
た
パ
ン
百
グ
ラ
ム
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
屑
の
ス
ー
プ
一
皿
で
あ
り
、
飢
え
死
に

し
な
い
最
低
限
の
食
料
す
ら
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
」。

　
「
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
、
拷
問
や
虐
待
、
射
殺
を
行
う
際
に
音
楽
を
奏
で
さ
せ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
収
容
者
か
ら
な
る
特
別
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
作
曲
家
は
、〈
死
の
タ
ン
ゴ
〉
と
呼
ば
れ
た
特
別
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
作
曲
す
る
よ
う
に
命

じ
ら
れ
て
い
た
。
収
容
所
閉
鎖
直
前
、
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
全
員
を
射
殺
し
て
い
る
」。
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「
ヤ
ノ
フ
ス
カ
収
容
所
で
大
量
射
殺
が
行
わ
れ
た
主
な
場
所
は
、
収
容
者

た
ち
か
ら
〈
死
の
谷
〉
と
呼
ば
れ
た
、
収
容
所
か
ら
半
キ
ロ
の
距
離
に
あ
る

窪
地
だ
っ
た
」。

　
「
赤
軍
に
よ
る
攻
撃
、
ド
イ
ツ
軍
の
退
却
を
受
け
て
、
ナ
チ
ス
政
府
と
軍

司
令
部
は
、
大
量
殺
戮
に
関
す
る
途
方
も
な
い
大
罪
の
隠
ぺ
い
に
着
手
し

た
。
一
九
四
三
年
六
月
、
殺
害
さ
れ
た
遺
体
の
掘
り
出
し
と
焼
却
の
た
め
に
、

特
務
班
が
組
織
さ
れ
た
。
穴
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
遺
体
は
、
特
別
な
広
場
に
、

そ
れ
ぞ
れ
遺
体
千
二
百
か
ら
千
六
百
か
ら
な
る
山
に
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
、

ガ
ソ
リ
ン
を
か
け
ら
れ
て
焼
却
さ
れ
た
。
灰
は
耕
作
地
に
撒
か
れ
た
り
、
地

面
に
埋
め
ら
れ
も
し
た
が
、
大
き
な
骨
は
別
に
集
め
ら
れ
て
、〈
作
業
〉
の

高
速
化
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
骨
粉
砕
機
で
砕
か
れ
た
」。

　
「
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
卑
劣
さ
、
野
蛮
さ
、
残
酷
さ
が
、
収
容
所
の
ド
イ

ツ
人
た
ち
の
際
立
っ
た
特
徴
だ
っ
た
」。

最
初
の
引
用
文
に
記
さ
れ
て
い
る
「
黒
い
コ
ー
ヒ
ー
」
は
、
す
ぐ
さ
ま
「
黒
い
ミ
ル
ク
」
を
連
想
さ
せ
る
。

ま
た
詩
「
死
の
フ
ー
ガ
」
は
、
最
初
ツ
ェ
ラ
ン
が
ブ
カ
レ
ス
ト
で
ル
ー
マ
ニ
ア
の
雑
誌
に
ル
ー
マ
ニ
ア
語
で
発
表
し
た
と
き
に
は
、

「
死
の
タ
ン
ゴ
」
と
題
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
記
事
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
音
楽
の
演
奏
は
、
凄
惨
な
収
容
所
の
現

　出所：『イズベスチア』1944年12月23日号。

図9　「死のタンゴ」を演奏する収容者のオーケストラ
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実
と
極
端
な
対
比
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
極
端
な
対
比
が
そ
れ
を
知
っ
た
者
に
衝
撃
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
を
ツ
ェ
ラ
ン

は
こ
の
記
事
を
介
し
て
知
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
で
き
る
。

記
事
に
あ
る
よ
う
に
大
量
の
遺
体
を
掘
り
返
し
焼
却
す
る
な
ら
、
遺
体
は
「
煙
と
な
っ
て
空
に
昇
り
」「
雲
の
中
に
墓
を
持
つ
」
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。

骨
粉
砕
機
は
、
詩
集
『
ケ
シ
と
記
憶
』
に
収
め
ら
れ
た
詩
「
遅
く
深
く
」
に
あ
る
、「
約
束
の
白
い
粉
を
引
く
死
の
碾
き
臼
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
生
み
出
す
も
と
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

広
く
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
存
在
が
知
ら
れ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
な
い
し
シ
ョ
ア
と

言
え
ば
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
と
反
射
的
に
お
う
む
返
し
を
し
が
ち
な
現
代
の
世
に

生
き
る
私
た
ち
は
、「
煙
と
な
っ
て
空
に
昇
る
」「
雲
の
中
に
墓
を
持
つ
」
と
言
う
表

現
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま
絶
滅
収
容
所
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
焼
却
炉
か
ら
空
に
昇
る
煙

を
連
想
す
る
。「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
出
口
は
な
い
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
煙

突
だ
け
だ
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
の
で
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

し
か
し
大
量
殺
戮
や
死
体
焼
却
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
象
徴
と
し
て
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば

こ
の
記
事
に
記
載
さ
れ
た
レ
ン
ベ
ル
ク
や
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
父
母
を
含
む
多
く
の
チ
ェ

ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
市
民
が
殺
さ
れ
た
ト
ラ
ン
ス
ニ
ス
ト
リ
ア
で
の
出
来
事
に
結
果
的
に

眼
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
の
闇
の
中
に
隠
れ

　出所：『イズベスチア』1944年12月23日号。

図10　骨粉砕機
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て
い
る
部
分
の
方
こ
そ
、
知
ら
れ
て
い
る
部
分
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
存
在
し
、
殆
ど
無
際
限
と
す
ら
言
え
る
の
だ
か
ら
。

筆
者
は
詩
「
死
の
フ
ー
ガ
」
に
関
す
る
ツ
ェ
ラ
ン
の
情
報
源
と
し
て
は
、
こ
の
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ア
』
の
記
事
を
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
ツ
ェ
ラ
ン
が
後
に
手
紙
の
中
で
「〈
死
の
フ
ー
ガ
〉
に
よ
っ
て
、
ガ
ス
殺
人
と
い
う
恐
る
べ
き
こ
と

を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
）
23
（

」
と
書
い
て
い
る
こ
と
や
、「
一
九
四
五
年
の
春
に
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
と
い

う
女
性
に
食
物
を
恵
ん
だ
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
エ
ー
デ
ッ
ト
の
証
言
も
あ
り）
24
（

、
ま
た
絶
滅
収
容
所
に
関
し
て
色
々
な
噂
も

広
ま
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、「
死
の
フ
ー
ガ
」
を
書
い
て
い
た
時
期
に
、
ツ
ェ
ラ
ン
が
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に

関
す
る
何
ら
か
の
情
報
を
得
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

【
一
人
の
男

―
凡
庸
な
悪
】

「
一
人
の
男
」
は
「
家
に
住
ん
で
い
る
」。
家
は
外
部
世
界
か
ら
護
ら
れ
た
安
全
で
快
適
な
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
私
た
ち
」

は
、
身
を
護
る
何
物
も
持
た
ず
に
外
の
世
界
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
家
と
外
の
世
界
に
住
む
者
と
の
、
そ
の
対
比
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
男
は
「
蛇
と
戯
れ
て
い
る
」。
蛇
は
旧
約
聖
書
創
世
記
に
あ
る
よ
う
に
、
悪
の
誘
惑
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
男
は
、

単
純
な
善
悪
の
二
元
論
で
割
り
切
っ
て
す
む
、
い
わ
ば
図
式
的
な
「
悪
」
を
代
表
す
る
者
で
は
な
い
。
彼
は
ド
イ
ツ
に
い
る
女
性
マ
ル

ガ
レ
ー
テ
に
、
お
そ
ら
く
は
心
を
こ
め
て
愛
情
溢
れ
る
手
紙
を
書
く
人
間
で
も
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
何
ら
「
普
通
」
の
人
間
と
変
わ
ら

ぬ
平
凡
な
人
間
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

連
想
さ
れ
る
の
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
で
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
た
「
悪
の
凡
庸
性
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
長
で
あ
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ス
が
、
戦
後
拘
留
中
に
手
記
に
記
し
て
見
せ
た
よ
う
な
「
誠
実
に
真
面
目
に
職
務
と
し
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て
殺
人
を
遂
行
し
た
」
人
間
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
男
が
家
の
外
に
出
る
と
す
で
に
あ
た
り
は
夜
、
空
に
は
星
が
輝
い
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
に
夜
空
の
星
が
持
ち
出
さ
れ
て

く
る
の
は
、
こ
の
男
の
感
傷
性
、
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
派
性
を
特
に
切
り
取
っ
て
き
て
、
こ
こ
に
示
し
た
い
の
で
は
な
い
か
。
ド
イ
ツ
人

は
感
傷
的
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
派
を
愛
す
る
者
だ
、
と
い
う
ク
リ
ッ
シ
ェ
ー
の
表
現
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
男
は
犬
を
口
笛
で
呼
び
寄
せ
る
。
犬
は
S
S
の
飼
う
犬
、
収
容
者
を
追
い
立
て
狩
り
た
て
る
犬
で
も
あ
り
、
ま
た
動
物

好
き
、
犬
好
き
が
可
愛
が
っ
て
い
る
犬
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
も
犬
好
き
だ
っ
た
。

「
死
は
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
名
人
」
と
は
実
に
簡
潔
直
截
な
表
現
で
あ
る
。
名
人
の
原
語
は
マ
イ
ス
タ
ー
。
ド
イ
ツ
の
伝
統
的

な
職
人
の
親
方
に
対
す
る
称
号
で
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
職
人
の
仕
事
の
確
か
さ
、
堅
牢
さ
は
つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
仕
事
ぶ
り
は

変
わ
ら
ず
収
容
所
で
も
発
揮
さ
れ
た
の
だ
と
言
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
の
象
徴
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

【
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
と
ズ
ラ
ミ
ー
ト
】

女
性
名
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
の
短
縮
形
は
、
グ
レ
ー
テ
。
そ
の
グ
レ
ー
テ
の
愛
称
形
は
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

に
出
て
く
る
女
性
の
名
前
で
あ
り
、
い
わ
ば
ド
イ
ツ
女
性
の
代
表
で
あ
る
。
金
髪
も
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
。ズ

ラ
ミ
ー
ト
は
、
旧
約
聖
書
雅
歌
第
七
章
第
六
節
か
ら
第
七
節
に
示
さ
れ
て
い
る
女
性
で
あ
り
、
理
想
の
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
で
あ
る
。

パウル・ツェラン（二）
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「
高
く
起
こ
し
た
頭
は
カ
ル
メ
ル
の
山
。
長
い
紫
の
髪
、
王
は
そ
の
房
の
と
り
こ
に
な
っ
た
。
喜
び
に
満
ち
た
愛
よ
、
あ
な
た
は
な
ん

と
美
し
く
楽
し
い
お
と
め
か
）
25
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ズ
ラ
ミ
ー
ト
の
髪
は
「
灰
色
」
で
あ
る
。
灰
は
、
あ
る
い
は
「
死
」
を
表
し
、

あ
る
い
は
苦
悩
に
満
ち
た
体
験
の
故
に
老
年
と
同
じ
く
白
く
な
っ
た
髪
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

男
と
私
た
ち
、
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
と
ズ
ラ
ミ
ー
ト
、
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
、
そ
の
対
比
が
、
変
奏
さ
れ
な
が
ら
、
た
た
み
か
け
る
よ

う
に
し
て
、
詩
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
、
詩
の
主
題
を
フ
ー
ガ
の
ご
と
く
奏
で
て
い
く
の
で
あ
る
。

【
墓
碑
銘
と
し
て
の
詩
】

ツ
ェ
ラ
ン
は
、
恋
人
で
あ
っ
た
高
名
な
女
流
詩
人
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
や
、
友
人
で
あ
っ
た
ロ
ル
フ
・
シ
ュ
レ
ー
ア
ス
に

対
し
て
、
こ
の
詩
が
「
母
の
墓
碑
銘
」
で
あ
り
、「
墓
そ
の
も
の
な
の
だ
」
と
そ
う
説
明
し
て
い
た）
26
（

。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
野
で
殺
さ
れ
た
母
は
、
ど
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
墓
は
な
い
。
そ
の
母
の
た
め

に
、
せ
め
て
詩
と
い
う
形
で
、
墓
碑
銘
を
残
そ
う
、
と
い
う
思
い
な
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
五
九
年
一
〇
月
一
一
日
、
ベ
ル
リ
ン
の
新
聞
『
タ
ー
ゲ
ス
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
に
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ブ
レ
ッ
カ
ー
の
ツ
ェ
ラ
ン
の

詩
集
『
言
葉
と
い
う
格
子
』
に
対
す
る
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
書
評
の
中
で
ブ
レ
ッ
カ
ー
は
、「
死
の
フ
ー
ガ
」
も
「
エ
ン
グ
フ
ュ
ー

ル
ン
グ
」
も
い
ず
れ
も
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
楽
譜
を
実
験
的
に
演
奏
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
酷
評
し
て
い

た
）
27
（

。こ
の
書
評
に
ツ
ェ
ラ
ン
は
怒
り
、
ま
た
深
く
傷
つ
い
た
。
こ
の
書
評
に
答
え
て
書
か
れ
た
の
が
、
つ
い
に
公
刊
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

死
後
未
完
詩
編
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
詩
「
オ
オ
カ
ミ
マ
メ
）
28
（

」
で
あ
る
。
そ
の
初
め
の
部
分
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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閂
を
下
ろ
せ

―

家
の
中
に
は
薔
薇
が
あ
る
。

家
の
中
に
は

七
本
の
薔
薇
が
あ
る
。

そ
れ
は
家
の
中
に
あ
る

メ
ノ
ラ
だ
。

私
た
ち
の

子
ど
も
は

そ
れ
を
知
り
な
が
ら
眠
っ
て
い
る
。

（
遠
く
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
カ
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
、

彼
ら
が
父
と
母
を
殺
し
た

―

何
が

咲
い
て
い
た
ろ
う
、
そ
こ
に
、
何
が

咲
い
て
い
る
だ
ろ
う
、
今
は
？　

何
の

花
が
、
お
母
さ
ん

パウル・ツェラン（二）
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そ
こ
で
あ
な
た
に
辛
い
思
い
を
か
け
た
の
だ
ろ
う

そ
の
名
の
故
に
？

ね
え
、
お
母
さ
ん

あ
な
た
は
そ
の
花
を
オ
オ
カ
ミ
マ
メ
と
呼
ん
で
い
た
、

そ
れ
を
ル
ピ
ナ
ス
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。

き
の
う

彼
ら
の
中
の
一
人
が
や
っ
て
き
て

あ
な
た
を
殺
し
た

も
う
一
度

私
の
詩
の
中
で
。

お
母
さ
ん
。

お
母
さ
ん
、
誰
の
手
と

ぼ
く
は
握
手
し
た
の
だ
ろ
う
、

あ
な
た
の

言
葉
を
携
え
て

ド
イ
ツ
へ
赴
い
た
と
い
う
の
に
？
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ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
に
直
截
的
で
わ
か
り
や
す
い
。

第
三
連
で
、
詩
の
中
で
母
を
も
う
一
度
殺
し
た
、
と
記
し
て
い
る
の
が
ブ
レ
ッ
カ
ー
の
批
評
に
対
す
る
ツ
ェ
ラ
ン
の
怒
り
の
表
明
で

あ
る
。
現
実
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
た
詩
句
を
、
現
実
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
、
存
在
し
た
現
実
を
認
め
ず
否

定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
母
の
存
在
の
否
定
、
母
が
殺
さ
れ
た
こ
と
の
否
定
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
母
は
「
も
う
一
度
殺
さ

れ
た
」
の
で
あ
る
。

ツ
ェ
ラ
ン
は
ア
イ
ン
ホ
ル
ン
宛
の
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。「
ぼ
く
は
自
分
の
存
在
と
無
関
係
な
詩
句
は
こ
れ
ま
で

一
度
た
り
と
も
書
い
た
こ
と
は
な
い

―
君
は
わ
か
っ
て
く
れ
る
と
思
う
が
、
ぼ
く
は
ぼ
く
な
り
の
仕
方
で
リ
ア
リ
ス
ト
な
の
だ
）
29
（

」
と
。

つ
ま
り
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
は
、
現
実
に
傷
つ
き
な
が
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
虚
構
と
は
対
蹠
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ツ
ェ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
詩
は
真
実
な
も
の
で
あ
る
。
ハ
ン
ス
・
ベ
ン
ダ
ー
宛
の
手
紙
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
は
一
人
の
人
間

が
真
実
と
信
じ
た
も
の
を
、
読
み
手
の
心
、
魂
に
伝
え
よ
う
と
す
る
「
真
実
の
握
手
）
30
（

」
な
の
だ
。
真
実
な
も
の
な
ら
受
け
渡
し
が
で
き

る
は
ず
と
信
じ
、
真
実
の
手
を
差
し
伸
べ
握
手
を
求
め
た
自
分
に
、
浅
薄
皮
相
な
次
元
で
の
言
葉
が
返
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
母
の
死

と
言
う
現
実
を
「
母
の
言
葉
」
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
で
伝
え
よ
う
と
、
ド
イ
ツ
語
を
母
語
と
す
る
人
間
に
向
か
い
合
っ
た
と
き
に
！　

し

か
も
そ
の
母
を
殺
し
た
の
は
ド
イ
ツ
語
を
母
語
と
す
る
人
間
だ
っ
た
の
だ
。

一
体
自
分
は
誰
と
握
手
し
よ
う
と
し
た
の
か
？　

握
手
が
で
き
る
と
信
じ
た
自
分
が
愚
か
だ
っ
た
の
か
？　

ツ
ェ
ラ
ン
の
絶
望
や
怒

り
に
満
ち
た
自
問
自
答
が
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
。
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【
内
か
ら
で
は
な
く
外
か
ら
の
描
写
に
孕
ま
れ
る
イ
ロ
ニ
ー
】

墓
碑
銘
で
も
あ
る
こ
の
「
死
の
フ
ー
ガ
」
と
い
う
詩
は
、
し
か
し
ま
た
一
方
で
は
実
に
技
巧
的
で
あ
り
、
律
動
的
に
作
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
技
巧
性
や
律
動
性
に
違
和
感
を
抱
い
た
人
間
が
い
た
。
先
に
記
し
た
キ
ッ
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
彼
は
ツ
ェ
ラ
ン

の
朗
読
を
聞
い
た
時
、
詩
が
あ
ま
り
に
技
巧
過
剰
で
あ
り
、
完
成
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
自
分
た
ち
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
時
に
、

反
射
的
に
「
こ
れ
は
違
う
」
と
感
じ
た
の
で
あ
る）
31
（

。

「
死
の
フ
ー
ガ
」
か
ら
は
、
収
容
所
で
経
験
さ
れ
た
苦
悩
を
あ
ま
り
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
キ
ッ
ト
ナ
ー
の
感
想
は

お
そ
ら
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
は
、
あ
る
明
確
で
硬
質
な
輪
郭
を
描
い
て
お
り
、
内
側
に
存
在
す
る
闇
に
向
か
っ

て
求
心
的
に
押
し
進
み
、
眼
前
に
広
が
っ
て
く
る
暗
く
重
い
闇
を
、
抉
り
取
り
な
が
ら
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

で
は
な
い
。

ど
こ
か
で
鋭
く
「
切
れ
て
」
い
る
の
だ
。

即
ち
、
こ
の
技
巧
性
、
律
動
性
が
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
批
判
」
な
い
し
「
告
発
」
と
考
え
た
方
が
適
切
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
律
動
、
技
巧
性
を
、
手
厳
し
い
イ
ロ
ニ
ー
と
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
丁
度
強
制
収
容
所
で
音

楽
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
倒
錯
と
で
も
言
う
べ
き
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
よ
う
に
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
対
比
さ
れ
示
さ
れ
て
い
た
、「
男
」
と
「
私
た
ち
」
の
姿
で
あ
り
、「
ド
イ
ツ
人
」

と
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
姿
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
に
対
す
る
批
判
と
告
発
。
あ
る
い
は
歴
史
の
一
時
期
に
示
さ
れ
た
、
あ
る
政
治
の
下
で
の
、
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あ
る
種
の
ド
イ
ツ
人
の
行
為
に
対
す
る
批
判
、
な
い
し
告
発
の
意
志
。
そ
れ
が
知
的
な
衣
装
の
下
で
貫
き
通
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
闇
に
向
か
っ
て
滲
み
だ
す
苦
悩
を
、
直
接
的
に
あ
ま
り
感
じ
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
。

ま
た
正
視
で
き
な
い
ほ
ど
の
悲
惨
極
ま
り
な
い
現
実
を
、
審
美
的
に
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
形
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
対

し
て
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
、
倫
理
的
疑
問
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ア
ド
ル
ノ
の
余
り
に
も
有
名
に
な
っ
た
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
に
な
お
抒
情
詩
を
書
く
の
は
野
蛮
だ
）
32
（

」
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
、
い

わ
ば
対
を
な
す
よ
う
に
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
「
死
の
フ
ー
ガ
」
で
あ
る
。
そ
の
せ
い
か
、
ツ
ェ
ラ
ン
自
身
が
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
体
験
者
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ツ
ェ
ラ
ン
自
身
は
、
絶
滅
収
容
所
は
体
験

し
て
い
な
い
。

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
そ
の
著
作
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
残
り
の
も
の
』
で
、「
死
に
瀕
し
た
回
教
徒
の
位
置
か
ら
し
か
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
現
実
は
見
え
て
こ
な
い
し
、
ま
た
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
）
33
（

」
と
断
言
し
て
い
た
。「
回

教
徒
」
と
は
、
死
を
迎
え
る
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
収
容
者
、
も
は
や
人
間
と
は
言
い
難
い
存
在
と
化
し
た
収
容
者
を
指
し
示
す
、
収

容
所
内
の
隠
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
し
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言
を
肯
う
な
ら
ば
、
収
容
所
か
ら
生
き
て
帰
っ
た
者
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
の
真
の
現
実
を
ま
だ
見
て
お
ら
ず
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
言
語
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
こ
の
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
見
解
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
プ
リ
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ー
の
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は

終
わ
ら
な
い
）
34
（

』
や
、
ジ
ャ
ン
・
ア
メ
リ
ー
の
『
罪
と
罰
の
彼
岸
）
35
（

』
な
ど
、
ま
さ
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
の
只
中
か
ら
の
、
か
け

が
え
の
な
い
証
言
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
証
言
と
比
較
す
る
な
ら
、
詩
「
死
の
フ
ー
ガ
」
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
象
徴
さ
れ
る
シ
ョ
ア
の
現
実
を
表
現
し
て

パウル・ツェラン（二）
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い
る
と
は
言
え
な
い
。
ツ
ェ
ラ
ン
が
成
し
遂
げ
た
の
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
象
徴
さ
れ
る
シ
ョ
ア
を
「
外
側
か
ら
描
写
す
る
こ
と
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
見
事
に
技
巧
的
で
、
韻
律
的
な
イ
ロ
ニ
ー
よ
っ
て
。

＊
な
お
こ
の
論
考
は
、「
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ー
ン
の
伝
記
的
ス
ケ
ッ
チ
」（『
ユ
ダ
ヤ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）
二
一
―
三
〇

頁
と
、「
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン　

母
の
死･･･

〈
生
き
の
び
た
後
に
〉
な
お
生
き
る
こ
と
」（『
ド
イ
ツ
文
化
』
第
六
七
号
、
二
〇
一
二
年
）
一
―

二
三
頁
を
改
稿
し
、
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
2
、
4
はLiteraturhaus B

erlin

か
ら
、
図
3
は
写
真
の
版
権
所
有
者K

usdat

氏
か
ら
、
図

7
は
同
じ
く
版
権
所
有
者B

ennett

氏
か
ら
転
載
許
可
を
得
て
い
る
。

注
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
や
ツ
ェ
ラ
ン
の
伝
記
的
事
実
に
関
し
て
は
以
下
の
資
料
に
よ
っ
て
い
る
。

H
ugo G

old(H
rsg.): G

eschichte der Juden in der B
ukow

ina, B
d. 1. O

lm
enu Verlag, Tel A

viv, 1958, B
d. 2, 1962.

A
ndreiC

orba, M
ichaelA

stner(H
rsg.): K

ulturlandschaftB
ukow

ina. Jassyer U
niversität, 1990.

D
ietm

ar G
oltschnigg, A

nton Schw
ob(H

rsg.): D
ie B

ukow
ina, Francke Verlag, 1990.

Israel C
halfen: Paul C

elan. E
ine B

iographie seiner Jugend, nsel Verlag, Frankfurt am
 M

ain, 1979.
W

ofgang E
m

m
erich:Paul C

elan, R
einbek bei H

am
burg, 1999.

John Felstiner: Paul C
elan, E

ine B
iographie, M

ünchen, 2000.
E

dith Silberm
ann: B

egegnungen m
it Paul C

elan, A
achen, R

im
baud Verlag, 1993.

（
1
） R

ose A
usländer: A

lles kann M
otiv sein, In: R

ose A
usländer, G

esam
m

elte W
erke, In 7 B

änden, Fischer Verlag, Frankfurt am
 

M
ain, B

d. 3, S. 285.

（
2
） E

bd. B
d. 3, S. 289.

（
3
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
『
出
会
い
―
自
伝
的
断
片
』
理
想
社
、
一
九
六
六
年
、
五
一
頁
。

（
4
） Paul C

elan: D
ie G

edichte aus dem
 N

achlass, Suhrkam
p, Frankfurt am

 M
ain, 1997, S. 45f.
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（
5
） Paul C

elan

―E
rich E

inhorn: B
riefw

echsel, Friedenauer Presse B
erlin, B

erlin, 1999, S. 3.
（
6
） Paul C

elan: D
as Frühw

erk, Suhrkam
p, Frankfurt am

 M
ain, 1989, S. 136.

（
7
） Paul C

elan, H
einrich B

öll, Paul Schallück, R
olf Schroers: B

riefw
echsel m

it den rheinischen Freunden, Suhrkam
p, n, 2011, S. 

220.

（
8
） Paul C

elan: G
esam

m
elte W

erke in 5 B
dn. B

d. 1. Frankfurt am
 M

ain. 1983. S. 19.

（
9
） Paul C

elan: D
as Frühw

erk, Suhrkam
p, Frankfurt am

 M
ain, 1989, S. 129.

（
10
） PaulC

elan, G
isèle-C

elan-Lestrange: B
riefw

echsel, B
d. 2, Frankfurt am

 M
ain, 2001, S. 396.

（
11
） A

m
y-D

inna C
olin, E

dith Silberm
ann(H

rsg.): Paul C
elan-E

dith Silberm
ann, M

ünchen, 2010, S. 48.

（
12
） E

bd. S. 48.

（
13
） E

va-Lisa Lennartson: N
elly Sachs och H

ennes Vanner, In: Fenix(Stockholm
), B

d. 2, N
r. 3, 1984, S. 94.

（
14
） A

nja S. H
ühner, D

etler Schöttker: G
espräch m

it K
laus D

em
us über Paul C

elan, In: Sinn und Form
, 63. Jg. H

.. 4, 2011, 7/8, S. 
479. Franz W

urm
: E

rinnerung an Paul C
elan. In: N

eue Zürcher Zeitung. 23. 11. 1990.

（
15
） A

lfred K
ittner: E

rinnerungen an den jungen Paul C
elan, In: Zeitschrift für K

ulturaustausch, 32. Jg. 1982/3, V
j, S. 218.

（
16
） Jam

es K
. L

yon: Judentum
, A

ntisem
itism

us, Verfolgungsw
ahn-C

elans “K
rise” 1960-1962, In: C

elans Jahrbuch, 3, 1989, S. 
203.

（
17
）
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
夜
と
霧
』（
霜
田
徳
爾
訳
）
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
八
年
、
一
九
頁
。

（
18
）
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
『
死
者
の
歌
』
晶
文
社
、
一
九
五
九
年
、
二
一
八
頁
。

（
19
） E

rw
in Leiser: Leben nach dem

 Ü
berleben, D

em
 H

olocaust entronnen-B
egegnungen und Schicksale, B

eltz A
thenäum

, 2. 
A

ufl., 1955.

（
20
） Paul C

elan: G
. W

., B
d. 1, S. 41.

（
21
） Paul C

elan:D
er M

eridian, E
ndfassung-E

ntw
ürfe-M

aterialien, T
übinger A

usgabe, Suhrkam
p Verlag,Frankfurt am

 M
ain, 

1999, S. 131.

（
22
）
関
岳
彦
、
森
光
広
治
訳
「
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
の
侵
略
者
に
よ
る
犯
罪
行
為
の
立
証
と
調
査
に
関
す
る
国
家
非
常
委
員
会
の
報
告
」『
イ
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ズ
ベ
ス
チ
ア
』
一
九
四
四
年
一
二
月
二
三
日
号
、（『
ナ
マ
ー
ル
』
神
戸
・
ユ
ダ
ヤ
文
化
研
究
会
、
第
一
七
号
、
二
〇
一
二
年
）
九
五
―
一
〇
八
頁
。

ツ
ェ
ラ
ン
は
『
子
午
線
』
草
稿
メ
モ
の
中
で
は
、「
一
九
四
五
年
五
月
に
〈
死
の
フ
ー
ガ
〉
を
書
い
た
」
と
記
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
『
イ
ズ

ベ
ス
チ
ア
』
の
記
事
も
一
九
四
五
年
五
月
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
お
ぼ
し
き
記
事
は
見
つ
か
っ
て
い
な
か
っ

た
。
検
索
対
象
を
一
九
四
四
年
に
ま
で
広
げ
、
こ
の
記
事
を
発
見
し
た
の
は
、
研
究
者
の
バ
ル
バ
ラ
・
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
で
あ
る
。B

arbara 

W
iedem

ann: E
nthüllt. E

rstm
als sind die Q

uellen aufgedeckt, nach denen Paul C
elan seine “Todesfuge” schrieb. In: D

ie W
elt, 

2010. 10. 9.

（
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） Paul C

elan: D
ie G

edichte, K
om

m
entierte G

esam
tausgabe in einem

 B
and, Suhrkam

p Verlag, Frankfurt am
 M

ain, 2003, S. 
608.

（
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） A

m
y-D

inna C
olin, E

dith Silberm
ann(H
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. S. 57f.

（
25
）
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七
六
五
頁
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riefw

echsel, Surkam
p, Frankfurt am

 M
ain, 2008, S. 120.

 
 

Paul C
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., S. 218.
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esam
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p Verlag, Frankfurt am
 M

ain, 1977, S. 30.
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ジ
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ア
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ィ
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ツ
の
残
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の
』
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曜
社
、
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〇
〇
一
年
、
八
四
頁
。

（
34
）
プ
リ
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ー
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
終
わ
ら
な
い
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
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四
年
。

（
35
）
ジ
ャ
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メ
リ
ー
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罰
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』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
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年
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