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そ
の
よ
う
な
誤
謬
か
ら
解
放
さ
れ
る
唯
一
の
出
発
点
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
か
つ

歴
史
的
で
な
い
も
の
な
ど
、
な
に
ひ
と
つ
存
在
し
な
い
の
だ
と
。
じ
つ
に
、
分
析
の
究
極
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は

政
治
的
な
の
だ
。
だ
か
ら
政
治
的
無
意
識
の
要
請
は
、
こ
う
で
あ
る

︱
そ
う
し
た
究
極
的
な
分
析
を
遂
行
す
る
こ
と
で
、

文
化
的
な
産
物
と
は
社
会
に
お
け
る
象
徴
的
な
行ア
ク
ト為
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
暴
く
い
く
つ
も
の
回

路
を
探
訪
し
て
ゆ
こ
う
で
は
な
い
か
。

�

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
『
政
治
的
無
意
識

︱
社
会
的
象
徴
行
為
と
し
て
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
』
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例

・
英
語
文
献
の
翻
訳
は
す
べ
て
著
者
に
よ
る
。

・
引
用
文
中
の
﹇
…
﹈
は
筆
者
に
よ
る
省
略
を
示
す
。

・
各
章
に
お
い
て
論
じ
る
作
品
か
ら
の
引
用
の
み
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
て
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。



本書『ナラティヴの被害学』に収められた９つの章はそれぞれが独立した論文
であり、各章のイントロダクションが、その章を読むために必要な文脈を用意
している。だが同時に、それらは専門誌に掲載された学術論文であるため、基
本的な前提事項については説明されておらず、一般むけの人文書としては不
親切なところがある。というわけで、本書全体のイントロダクションにあた
る書き下ろしの第１章では、「ナラティヴ」という人文学の基本概念、ならび
に、わたしが本書によって新たに人文学の対話に導入しようとしている「被害
学 victimology」という枠組み、この２つについて、なるべく平易に説明したい。
その過程で、各章を読むための最低限の準備を提供するばかりでなく、本書全
体の核となるアーギュメントを述べることになるだろう。すなわち—われわ
れは暴力を「やつら」の手から奪還し、加害性を社会全体に再配分せねばなら
ない。

11
ナラティヴの被害学

Narrative and Victimology 





9

第 1章　ナラティヴの被害学

　

一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
、
日
本
政
府
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
。
昭
和
天
皇
裕
仁
が
帝
国
臣
民
に
む
け
て
レ

コ
ー
ド
に
吹
き
込
ん
だ
「
大
東
亜
戦
争
終
結
に
関
す
る
詔
書
」、
い
わ
ゆ
る
「
玉
音
放
送
」
が
ラ
ジ
オ
で
全
国
放
送
さ

れ
た
の
は
、
そ
の
翌
日
で
あ
る
。
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
も
か
な
り
読
み
に
く
い
文
章
な
の
だ
が
、
そ
の
前
半
部
分

に
、
ひ
と
ま
ず
目
を
と
お
し
て
み
よ
う

―

そ
も
そ
も
帝
国
臣
民
の
康こ
う

寧ね
い

を
は
か
り
万
邦
共
栄
の
楽
し
み
を
共
に
す
る
は
皇
祖
皇
宗
の
遺
範
に
し
て
朕
の

拳け
ん

々け
ん

措
か
ざ
る
所
／
さ
き
に
米
英
二
国
に
宣
戦
せ
る
所
以
も
ま
た
実
に
帝
国
の
自
存
と
東
亜
の
安
定
と
を
庶
幾

す
る
に
出
で
て
他
国
の
主
権
を
排
し
領
土
を
侵
す
が
如
き
は
も
と
よ
り
朕
が
志
に
あ
ら
ず
／
然
る
に
交
戦
既
に

四し

歳さ
い

を
閲け
み

し
朕
が
陸
海
将
兵
の
勇
戦
朕
が
百
僚
有
司
の
励
精
朕
が
一
億
衆
庶
の
奉
公
各
々
最
善
を
尽
く
せ
る
に

拘
ら
ず
戦
局
必
ず
し
も
好
転
せ
ず
／
世
界
の
大
勢
ま
た
我
に
利
あ
ら
ず
／
し
か
の
み
な
ら
ず
敵
は
新
た
に
残
虐

な
る
爆
弾
を
使
用
し
て
し
き
り
に
無む

辜こ

を
殺
傷
し
惨
害
の
及
ぶ
と
こ
ろ
真
に
測
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
／
し
か

も
な
お
交
戦
を
継
続
せ
ん
か
遂
に
我
が
民
族
の
滅
亡
を
招
来
す
る
の
み
な
ら
ず
ひ
い
て
人
類
の
文
明
を
も
破
却

す
べ
し
／
か
く
の
如
く
は
朕
何
を
も
っ
て
か
億
兆
の
赤せ

き

子し

を
保ほ

し
皇
祖
皇
宗
の
神
霊
に
謝
せ
ん
や
／
是
れ
朕
が

帝
国
政
府
を
し
て
共
同
宣
言
に
応
せ
し
む
る
に
至
れ
る
所
以
な
り

た
だ
ち
に
わ
か
る
の
は
、
こ
れ
は
敗
戦
の
事
実
を
告
げ
る
と
い
う
用
途
を
果
た
す
だ
け
の
文
章
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
裕
仁
は
こ
の
文
章
で
、
い
っ
た
い
な
に
を
し
て
い
る
の
か
。
と
り
あ
え
ず
簡
単
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
こ
こ

で
は
、
す
く
な
く
と
も
三
つ
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
大
東
亜
戦
争
の
目
的
は
侵
略
で
は
な
い
と
い
う
こ
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と
。
第
二
に
、
戦
局
が
不
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
原
子
爆
弾
の
投
下
に
よ
っ
て
人
類
の
滅
亡
の
可
能
性
が

出
て
き
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
第
二
の
戦
局
が
不
利
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
も
ち
ろ
ん
事
実
で

あ
り
、
ま
た
第
三
の
原
爆
が
人
類
の
滅
亡
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
凶
悪
な
兵
器
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
、
お
よ
そ

正
し
い
認
識
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
第
一
の
、
大
東
亜
戦
争
の
目
的
は
侵
略
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、

史
実
に
て
ら
せ
ば
誤
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
文
章
は
内
容
的
に
、
①
は
偽
、
②
と
③
は
真
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
シ
ン
プ
ル
な
読
解
を
念
頭
に
、
ま
ず
は
本
書
の
タ
イ
ト
ル
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
』
に
含
ま
れ
る
前
半
部
分

「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
み
た
い
。「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
と
は
日
本
語
に
訳
せ
ば
「
物
語
」
と
い
う
意
味
に
な

る
が
、
本
書
で
は
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
に
、
も
う
す
こ
し
限
定
的
な
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
と
は
、
あ
る
事
象
に
与
え
ら
れ
る
、「
こ
の
よ
う
な
原
因
や
動
機
や
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
出

来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
」
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
対
象
に
つ
い
て
知
る

0

0

た
め
の
回
路
で
あ
り
、

「
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
原
因
と
動
機
と
順
序
で
、
そ
う
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
か
」
と
人
が
理
解

0

0

す
る
た
め
の
装

置
で
あ
る
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
は
解
釈
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
「
窓
」
を
介
し
て
対
象
に
ア

ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
対
象
か
ら
意
味
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
は
、

知
識
の
形
式

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
装
置
に
着
目
す
る
わ
け
だ
が
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
着
目
す

る
と
は
つ
ま
り
、
誰
が
な
に
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誰
が
な
に
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
、
そ

の
知
の
伝
達

0

0

0

0

の
次
元
に
着
目
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
分
析
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
自
称
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
真
実
で
あ
る
か
虚
偽
で
あ
る
か
ど
う
か
と
は
、
本
質
的
に
は
関
係
が
な
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い
。
ウ
ソ
だ
ろ
う
と
本
当
だ
ろ
う
と
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
紡
い
だ
の
か
、
そ
し
て
い
か
に

わ
れ
わ
れ
の
認
識
や
思
想
や
感
情
が
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
知
識
の
形
式
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ

が
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
次
元
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
問
題
だ
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

批ク
リ
テ
ィ
カ
ル

判
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
「
玉
音
放
送
」
に
戻
ろ
う
。
こ
れ
を
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
次
元
で
分
析
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

分
析
の
ゴ
ー
ル
は
、
た
と
え
ば
「
大
東
亜
戦
争
の
目
的
は
侵
略
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
い
っ
た

真
偽
の
判
定
で
は
な
い
。
同
様
に
、
戦
局
の
不
利
、
原
爆
の
終
末
的
な
破
壊
力
、
こ
れ
ら
も
、
正
し
い
か
ら
と
い
っ

て
問
題
に
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
次
元
に
着
目
す
る
と
は
、
裕
仁
（
あ
る
い
は
日
本
政
府
）
が
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
の
受
諾
す
な
わ
ち
敗
戦
と
い
う
帰
結
を
国
民
に
告
白
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
終
わ
る
の
だ

と
彼
が
国
民
に
思
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
敗
戦
を
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
か
、
こ
の
次
元
に
着
目
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
真
偽
を
問
わ
ず
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
内

容
、
配
置
、
語
彙
、
さ
ら
に
は
声
色
、
口
調
、
速
度
、
そ
し
て
伝
達
に
用
い
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
全
要
素
が
問
題

に
な
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
問
う
べ
き
は
、
こ
こ
で
「
侵
略
戦
争
の
つ
も
り
な
ど
な
か
っ
た
」、「
み
ん
な
頑
張
っ
て

く
れ
た
け
れ
ど
戦
局
は
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
た
」、「
ア
メ
リ
カ
が
原
子
爆
弾
と
い
う
新
兵
器
で
世
界
を
滅
亡
さ
せ
か
ね

な
い
」、
こ
う
い
っ
た
一
連
の
説
明
を
、
当
時
は
天
皇
の
顔
を
見
る
こ
と
も
声
を
聞
く
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

ボ
ロ
ボ
ロ
の
帝
国
臣
民
が
聞
か
さ
れ
、
あ
る
い
は
読
ま
さ
れ
た
と
き
、
大
東
亜
戦
争
に
つ
い
て
、
裕
仁
の
責
任
に
つ
い

て
、
敗
戦
の
理
由
と
意
味
に
つ
い
て
、
そ
し
て
日
本
の
過
去
と
現
在
と
未
来
に
つ
い
て
、
人
び
と
に
ど
の
よ
う
な
理
解

が
発
生
し
て
し
ま
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
受
け
と
り
手
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
知
っ
て
し
ま
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
は
、
日
常
的
な
言
葉
遣
い
の
次
元
で
は
、「
物
語
」
や
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
言
う
と
き
に
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
近
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
形
式
上
は
物
語
と
し
て
伝

達
さ
れ
る
点
が
重
要
な
の
で
、
本
書
で
は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
呼
ぼ
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で

は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
知
識
の
形
式
そ
の
も
の
が
批
判
対
象
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ

れ
を
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
あ
る
種
の
媒
介
物
な
し
に
な
に
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

だ
。
た
と
え
ば
大
東
亜
戦
争
、
あ
る
い
は
現
在
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
と
呼
ば
れ
る
こ
の
戦
争
に
つ
い
て
な
ら
、
そ
れ

が
戦
争
を
統
括
し
て
い
た
裕
仁
に
よ
っ
て
語
ら
れ
よ
う
と
、
帰
還
兵
に
よ
る
実
体
験
に
も
と
づ
い
た
リ
ア
ル
な
証
言
だ

ろ
う
と
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
立
場
で
書
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
歴
史
の
教
科
書
だ
ろ
う
と
、
保
守
的
な
政
治
家
に
よ
る

問
題
発
言
だ
ろ
う
と
、
リ
ベ
ラ
ル
な
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
研
究
書
だ
ろ
う
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
さ
れ
る
誤
認

と
差
別
ま
み
れ
の
歴
史
認
識
だ
ろ
う
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
公
言
す
る
小
説
や
映
画
だ
ろ
う
と
、
そ
の
す

べ
て
が
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
そ
の
も
の

0

0

0

0

に
は
誰
ひ
と
り
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
の
で

あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
知
る

0

0

と
は
、
あ
る
特
定
の
視
点
か
ら
あ
る
特
定
の
価
値
観
に
も
と
づ
い
て
あ
る
特
定

の
側
面
を
切
り
取
っ
た
、
そ
の
一
部
を
選
択
的
に
知
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
知
は
偏
っ
て
い
る

―
そ
れ
は
歴
史
的
な
出
来
事
に
か
ぎ
ら
ず
、
ど
ん
な
対
象
で
も
そ
う
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か

ら
、
通
常
は
異
な
る
レ
イ
ヤ
ー
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
政
治
」
や
「
歴
史
」
や
「
文
化
」
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ

る
形
態
の
知
を
同
一
平
面
上
で
論
じ
る
こ
と

―
ど
ん
な
知
も
特
権
化
せ
ず
、
ま
た
矮
小
化
も
し
な
い
こ
と

―
を
可

能
に
す
る
の
が
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
着
眼
点
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
着
眼
点
で
の
議
論
を
可
能
に
す
る
の
が
人
文
学
に
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お
け
る
文
化
研
究
と
い
う
学
問
領
域
な
の
だ
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

　

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
「
批ク

リ
テ
ィ
カ
ル

判
的
に
」
捉
え
る
、
と
書
い
た
。
こ
こ
で
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
へ
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
態
度
と

は
、「
こ
れ
は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
だ
か
ら
偏
っ
て
い
て
ダ
メ
で
す
ね
」
と
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ

わ
れ
が
目
指
す
べ
き
な
の
は
、
第
一
に
あ
ら
ゆ
る
説
明
が
偏
っ
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
な
の
だ
と

―
ど
こ
に
も
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
な
立
場
な
ど
存
在
し
な
い
の
だ
と

―
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
で
は
そ
の
偏
っ
て
い
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が

ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ
の
よ
う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
介
し
て
世
界
に
つ
い
て
知
る
と
き
、
ほ
か
の
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
を
介
し
て
知
る
場
合
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
反ク

リ
テ
ィ
カ
ル

省
的
な
視
点
を
得
る
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
こ
う
い
う
理
由
で
ダ
メ
で
あ
る

―
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て
の
裕

仁
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
歴
史
修
正
主
義
だ
か
ら
ダ
メ
で
あ
る

―
と
い
っ
た
判
断
を
く
だ
す
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
も
一
種

の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
や
れ
ば
よ
い
。
た
だ
、
い
ま
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
へ
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル

な
態
度
と
い
う
表
現
で
と
く
に
わ
た
し
が
名
指
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
次
元
と
そ
の
作
動
や
効

果
な
ど
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
自ク

リ
テ
ィ
カ
ル

覚
的
で
あ
る
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
と
に
も
か
く
に
も
当
然
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
な
の
だ
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
次
元
に
つ
い
て
相ク

リ
テ
ィ
カ
ル

対
的
に
検
討
で
き
る
よ
う

な
、
そ
う
い
う
態
度
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
知
は
政
治
的
な
の
だ
と
知
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
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ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
重
要
な
の
か
。
そ
れ
は
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
も
た
ら
れ
る
完
結
性

の
あ
る
説
明
に
は
、
き
わ
め
て
強
力
な
説
得
力
が
宿
る
た
め
で
あ
る
。「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
、
日
本
は
甚

大
な
被
害
を
被
っ
た
。
多
く
の
若
き
命
が
戦
場
で
散
り
、
そ
の
国
土
は
焼
け
野
原
と
な
っ
た
。
最
終
的
に
は
ア
メ
リ
カ

の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
決
定
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
、
日
本
は
降
伏
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」

―
た
と
え
ば
こ

の
よ
う
に
「
正
し
く
」
戦
争
を
説
明
さ
れ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
、
日
本
は
酷
い
め
に

あ
っ
た
ん
だ
な
あ
と
か
、
悲
惨
な
戦
争
は
二
度
と
く
り
か
え
す
べ
き
で
な
い
と
か
、
平
和
な
時
代
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ

た
な
と
か
、
ア
メ
リ
カ
の
原
爆
使
用
は
許
せ
な
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
喚
起
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

じ
っ
さ
い
、
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
間
違
っ
て
い
な
い
し
、
列
挙
し
た
諸
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
も
、
ま
っ
た
く
お
か
し
な
と

こ
ろ
は
な
い
。
で
は
な
に
が
問
題

0

0

な
の
か
。
そ
こ
に
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
、「
被
害
学
」
が
絡
ん
で
く

る
。
玉
音
放
送
の
つ
づ
き
を
読
ん
で
み
よ
う

―

朕
は
帝
国
と
共
に
終
始
東
亜
の
解
放
に
協
力
せ
る
諸
盟
邦
に
対
し
遺
憾
の
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
ず
／
帝
国
臣
民

に
し
て
戦
陣
に
死
し
職
域
に
殉
じ
非
命
に
倒
れ
た
る
者
及
び
其
の
遺
族
に
想
い
を
致
せ
ば
五ご

内な
い

為
に
裂
く
／
且か

つ
戦
傷
を
負
い
災
禍
を
被
り
家
業
を
失
い
た
る
者
の
厚
生
に
至
り
て
は
朕
の
深
く
軫し
ん

念ね
ん

す
る
所
な
り
／
思
う
に

今
後
帝
国
の
受
く
べ
き
苦
難
は
も
と
よ
り
尋
常
に
あ
ら
ず
／
汝
臣
民
の
衷
情
も
朕
よ
く
是
れ
を
知
る
／
然
れ
ど

も
朕
は
時
運
の
赴お

も
むく
所
堪
え
難
き
を
堪
え
忍
び
難
き
を
忍
び
も
っ
て
万
世
の
為
に
太
平
を
開
か
ん
と
欲
す



15

第 1章　ナラティヴの被害学

こ
こ
で
裕
仁
は
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
し
て
、
日
本
が
嘗
め
て
き
た
（
そ
し
て
今
後
も
嘗
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
）
苦

難
を
嘆
い
て
い
る
。
彼
が
用
い
て
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
着
目
し
よ
う
。
戦
死
者
や
そ
の
遺
族
に
思
い
を
馳
せ
る
と
「
五

内
為
に
裂
」
き
「
深
く
軫
念
」
す
る
、
す
な
わ
ち
、
内
臓
が
引
き
裂
か
れ
る
思
い
で
あ
り
、
ふ
か
く
心
が
痛
む
の
だ
、

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
有
名
な
「
堪
え
難
き
を
堪
え
忍
び
難
き
を
忍
び
」
の
主
語
は
「
臣
民
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
「
朕
」
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
辛
い
こ
と
を
天
皇
の
よ
う
な
偉
い
人
が
あ
え
て
耐
え
忍
ぶ
の
か
と
い
え
ば
、「
万

世
の
為
に
太
平
を
開
か
ん
」、
す
な
わ
ち
世
界
平
和
の
た
め
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
冒
頭
の
引
用
箇
所
に
戻
っ

て
あ
ら
た
め
て
分
析
す
れ
ば
、
序
盤
は
「
朕
」
主
体
の
文
章
だ
っ
た
の
が
、
戦
局
の
話
題
に
な
る
と
フ
ォ
ー
カ
ス
が
臣

民
へ
と
移
行
し
て
、
み
な
さ
ん
の
頑
張
り
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

情
勢
は
不
利
な
ま
ま
で
あ
る
と
展
開
し
て
お
り
、
そ
こ
か

ら
ア
メ
リ
カ
の
日
本
に
た
い
す
る
残
虐
行
為
へ
と
話
が
ス
ラ
イ
ド
し
た
の
ち
、
こ
の
負
の
連
鎖
を
止
め
、
臣
民
を
守
る

主
体
と
し
て
、
ふ
た
た
び
「
朕
」
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
を
用
意
し
た
う
え
で
、
い
ま
読
ん
だ
パ
ッ

セ
ー
ジ
が
現
れ
る
わ
け
だ
。

　

こ
こ
に
、
わ
た
し
が
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
」
と
い
う
言
葉
で
名
指
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
強
力
に
現
れ
て
い

る
。
彼
の
語
り
口
は
、
あ
た
か
も
彼
で
は
な
い
別
の
誰
か
の
せ
い
で
戦
争
が
勃
発
し
多
く
の
日
本
人
が
死
ん
だ
か
の
よ

う
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
で
も
っ
と
も
傷
つ
い
て
い
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
で
あ
り
、
そ
の
苦
難
を
さ

ら
に
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
耐
え
忍
ぶ
と
い
う
自
己
犠
牲
の
精
神
に
よ
っ
て
、
日
本
を
救
い
、
そ
し
て
（
た
と
え
ば
ア
メ
リ

カ
が
所
持
す
る
原
子
爆
弾
か
ら
）
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
を
も
守
り
、
そ
の
お
か
げ
で
永
遠
の
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
の

よ
う
で
あ
る
（
の
ち
に
ア
メ
リ
カ
が
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
追
認
す
る
こ
と
に
な
る
）。
そ
し
て
、
く
り
か
え
せ
ば
、
そ
れ
が
歴
史
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を
歪
曲
す
る
責
任
回
避
の
詭
弁
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
可
能
な
の
は
大
前
提
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
着
目
し
た
い
の

は
、
こ
の
詭
弁
と
し
て
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
発
揮
す
る
効
果
の
ほ
う
だ
。
裕
仁
に
よ
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
に
つ

い
て
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
そ
れ
を
聞
く
者
に
、
裕
仁
は
被
害
者
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
印
象
を
強
力
に
植
え
つ
け
る
。
そ
れ

と
同
時
に
、
こ
の
文
章
の
受
け
と
り
手
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
帝
国
臣
民
に
は
、
天
皇
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
う
罪
悪
感

―
い
や
も
っ
と
踏
み
込
め
ば
、
加
害
者
意
識
の
よ
う
な
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も

そ
の
外
部
に
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
最
大
の
加
害
者
が
控
え
て
い
る
わ
け
で
、
日
本
国
民
は
天
皇
に
負
い
目
を
感
じ
な
が

ら
も
全
体
と
し
て
は
被
害
者
で
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
非
常
に
単
純
か
つ
顕
著
な
例
な
の
で
、

本
書
の
読
者
の
多
く
は
そ
の
ま
ま
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
あ
な
た
が
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
相

対
化
で
き
る
か
ど
う
か
と
、
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
右
記
の
よ
う
な
効
果
が
宿
る
こ
と
と
は
、
べ
つ
の
問
題
で
あ
る
。
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
が
も
っ
と
精
妙
な
も
の
に
な
り
、
語
ら
れ
る
対
象
が
も
っ
と
複
雑
な
も
の
に
な
る
と
、
こ
の
境
界
は
と
た
ん

に
自
明
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。

　

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
用
語
は
人
文
学
の
基
本
概
念
だ
が
、
被
害
学
（victim

ology

）
は
わ
た
し
が
本
書
に
よ
っ
て
人
文

学
の
対
話
に
あ
ら
た
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
方
法
論
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
か
ら

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
論
点
を
摘
出
す
る
よ
う
に
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
か
ら
被
害
／
加

害
と
い
う
論
点
を
摘
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
わ
た
し
が
被
害
学
を
「
枠フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク

組
み
」
と
呼
ん
で
い
る
こ

と
の
意
味
だ
。
た
と
え
ば
「
玉
音
放
送
」
の
よ
う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
被
害
学
を
適
用
す
る
と
、
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
大

東
亜
戦
争
と
い
う
出
来
事
を
誰
が
被
害
者
で
誰
が
加
害
者
な
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
二
元
論
的
な
論
点
に
よ
っ
て
整
理
し
て
い
る

と
い
う
側
面
そ
の
も
の
が
浮
か
び
あ
が
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
事
象
を
語
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
を
被
害
／
加
害
と
い
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う
論
点
で
語
ら
な
い
こ
と
も
可
能
だ
し
、
ま
た
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
か
ら
被
害
／
加
害
と
い
う
論
点
を
抽
出
せ
ず
に
分
析

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
被
害
性
と
加
害
性
と
い
う
二
元
論
に
よ
っ
て
事

象
を
整
理
し
説
明
し
て
い
る
と
い
う
事
態
に
あ
え
て
フ
ォ
ー
カ
ス
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
被
害
学
と
い
う
枠
組
み
だ
。

こ
の
こ
と
が
つ
ま
り
、
そ
れ
は
方
法

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
、
誰
が
被
害

者
で
誰
が
加
害
者
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
受
け
手
に
与
え
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
人
び
と
が

ど
の
よ
う
に
物
事
を
考
え
、
感
じ
、
そ
し
て
発
言
し
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
か
、
誰
に
同
情
し
、
誰
を
嫌
悪
す
る
よ
う

に
な
る
か
、
そ
う
い
っ
た
諸
効
果
に
つ
い
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
検
討
す
る
こ
と

―
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
と
い
う
方
法
論
で
あ
る
。
そ
の
内
容
の
真
偽
に
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
は
、
被
害
者
と
加
害

者
を
、
友
と
敵
を
、
善
と
悪
を
、
つ
く
り
だ
し
て
し
ま
う
力
が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
分
析
で
き
る

よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
る
と
、
た
と
え
ば
ど
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
に
な
る
か
。
本
書
の

各
章
で
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
適
用
例
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
関
連
し
た
例

を
ひ
と
つ
だ
け
挙
げ
て
お
こ
う
。
学
校
教
育
に
用
い
る
歴
史
教
科
書
に
、「
従
軍
慰
安
婦
」
と
か
「
南
京
大
虐
殺
」
と

い
っ
た
文
言
を
盛
り
込
む
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
根
深
い
意
見
の
対
立
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
戦
中
に
お
け
る

日
本
の
残
虐
行
為
の
代
名
詞
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
つ
ま
り
は
日
本
が
過
去
に
と
て
も
悪
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
事

実
を
き
ち
ん
と
書
く
べ
き
だ
と
い
う
意
見
と
、
そ
ん
な
都
合
の
悪
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
書
く
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見

の
対
立
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
と
い
う
枠
組
み
で
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
、
従
軍
慰
安
婦
と
か
南

京
大
虐
殺
と
か
書
く
か
書
か
な
い
か
は
、
ど
う
で
も
よ
い
問
題
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
書
く
か
書
か
な
い
か
選
べ
と
言
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わ
れ
た
ら
、
書
く
べ
き
だ
と
わ
た
し
は
答
え
る
。
だ
が
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
歴
史
を
は
じ
め
て
学
ぶ
子
ど

も
た
ち
が
、
そ
の
教
科
書
の
記
述
を
読
ん
で
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
日
本
は
加
害
国
だ
っ

た
の
だ
と
い
う
点
を
確
実
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
戦
争
を
語
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
過
去
に
日
本
は
も
の
す
ご
く
悪

い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
間
違
い
な
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
戦
争
を
語
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
し

そ
の
点
が
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
の
な
ら

―
あ
る
い
は
む
し
ろ
日
本
は
被
害
国
だ
っ
た
と
い
う
印
象
を
も
た
ら
し
て
し

ま
う
の
な
ら

―
た
と
え
そ
の
本
文
や
脚
注
に
従
軍
慰
安
婦
と
か
強
制
連
行
と
か
南
京
大
虐
殺
と
い
っ
た
文
言
を
盛
り

込
ん
だ
と
し
て
も
、
い
ま
わ
た
し
が
論
じ
て
い
る
問
題
は
解
決
し
な
い
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
は
、
た
と
え
ば
こ
の

よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
と
保
守
の
硬
直
化
し
た
表
層
的
な
議
論
に
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
出
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
。

加
害
性
の
再
配
分

　

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
は
非
常
に
応
用
性
の
高
い
枠
組
み
だ
が
、
こ
う
し
た
汎
用
的
な
枠
組
み
の
運
用
に
さ
い
し
て

は
、
そ
の
分
析
の
先
に
あ
る
目
的
に
つ
い
て
意
識
的
で
あ
る
こ
と

―
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
で
あ
る
こ
と

―
が
重
要
で

あ
る
。
便
利
な
ツ
ー
ル
で
う
ま
く
分
析
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
分
析
ば
か
り
し
て
い
る
と
、
そ
の
分
析
が
自
己
目
的
化

し
て
し
ま
う
の
が
人
文
学
の
常
で
あ
る
た
め
だ
。
た
と
え
ば
「
玉
音
放
送
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
裕
仁
を
被
害
者
化
す

る
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
だ
と
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
？　

そ
う
し
た
問
い
に
た
い
す
る
答

え
に
つ
い
て
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
お
か
な
い
と
、
わ
れ
わ
れ
は
人
文
学
を
、
適
当
な
対
象
を
見
つ
け
て
は
分
析
し
て

満
足
す
る
だ
け
の
遊
戯
に
貶
め
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
本
稿
で
も
「
玉
音
放
送
」
の
「
五
内
為
に
裂
く
」
と
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い
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
批
判
を
試
み
た
が
、
人
文
学
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
分
析
と
は
、
日
常
的
な
言
語
感
覚
か
ら
す
る

と
受
け
入
れ
ら
れ
が
た
い
よ
う
な
読
み
込
み
と
恣
意
的
な
解
釈
と
抽
象
的
な
論
理
操
作
に
よ
っ
て
一
種
の
曲
解
を
可

能
に
す
る
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
れ
を
使
っ
て
そ
の
よ
う
に
論
じ
る
の
か
に
つ
い
て
の
自
己
批
判
的
な
省
察
が
必
須

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
も
ま
た
人
文
学
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
よ
く
あ
る
事
態
な
の
だ
が
、
そ
う

し
た
「
だ
か
ら
な
に
？
」 

と
い
う
自
問
も
ま
た
理
論
上
は
無
限
に
つ
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
慎
重

に
な
り
す
ぎ
る
と
な
に
も
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う

―
と
い
う
か
そ
れ
は
省
察
が
自
己
目
的
化
し
て
、
な
に
も
言
わ

な
い
こ
と
に
安
住
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
研
究
者
の
仕
事
と
は
優
秀
な
人
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
は

な
く
、
主
張
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
で
自
己
批
判
を
停
止
し
て
な
に
か
を
言
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
、
分
析
の
目
的
に
つ
い
て
、
議
論
の
着
地
点
に
つ
い
て
、
常
日
頃
か
ら
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

だ
。

　

わ
た
し
は
、
人
文
学
の
究
極
目
的
は
暴
力
の
否
定
で
あ
る
と
い
う
信
念
で
研
究
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
イ
ン
ト

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
も
、
以
降
の
各
論
に
お
い
て
も
、
わ
た
し
の
着
地
点
は
い
つ
も
同
じ
で
あ
る
つ
も
り
だ
。
す
な
わ

ち
、
暴
力
を
行
使
し
た
り
、
肯
定
し
た
り
、
使
嗾
し
た
り
、
隠
蔽
し
た
り
、
黙
認
し
た
り
、
忘
却
し
た
り
、
正
当
化
し

た
り
、
再
生
産
し
た
り
、
恒
常
化
し
た
り
、
制
度
や
社
会
構
造
に
埋
め
込
ん
で
見
え
に
く
く
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ

は
暴
力
以
外
の
・
暴
力
以
下
の
な
に
か
で
あ
る
と
強
弁
し
た
り
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
言
説
行
為

―
よ
う
す
る
に
、
こ
の

世
の
暴
力
を
増
や
し
た
り
、
減
ら
さ
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
批
判
す
る
と
い
う
地
点

に
着
地
で
き
れ
ば
ゴ
ー
ル
な
の
だ
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
暴
力
の
否
定
が
人
文
学
の
全
領
域
を
包
摂
す
る
究
極

目
的
だ
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
し
、
こ
の
答
え
が
一
部
の
者
に
と
っ
て
赤
面
す
べ
き
ナ
イ
ー
ヴ
な
宣
言
に
映
る
と
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い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
い
る
（
わ
た
し
自
身
が
そ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
）。
そ
の
う
え
で
い
ま
い
ち
ど

断
言
し
よ
う
、
わ
た
し
に
と
っ
て
人
文
学
の
究
極
目
的
は
暴
力
の
否
定
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
、
人
文
学
に
は
そ
れ
が
可
能

だ
と
信
じ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
人
文
学
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
く
り
か
え
そ
う
、
研
究
者
の

仕
事
と
は
、
賢
い
こ
と
を
考
え
る
人
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
主
張
を
発
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
わ
た
し
は
、
な
に
か
を
う
ま
く
分
析
で
き
そ
う
な
と
き
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
考
え
が
な
ん
ら
か
の
意
味
で
暴

力
の
否
定
を
う
み
だ
す
重
要
な
主
張
に
結
実
し
つ
つ
あ
る
と
信
じ
る
と
き
に
、
論
文
を
書
く
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学

と
い
う
枠
組
み
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
つ
ま
り
遊
戯
と
し
て
の
人
文
学
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
、
わ
た
し
が
着
想

し
実
践
し
て
き
た
方
法
論
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、「
暴
力
は
よ
く
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
主
張
は
、
正
し
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
主
張
じ
た
い
に
学
術

的
な
価
値
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
み
ん
な
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
研
究
者
の
仕
事
は
主
張
す
る
こ
と
な
の
だ
と

述
べ
た
が
、
こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
仕
事
と
し
て
は
不
十
分
な
主
張
で
あ
る
。
で
は
、
い
か
に
し
て
人
文
学
が
暴
力

の
否
定
に
奉
仕
す
る
と
い
う
事
態
が
あ
り
う
る
の
か
。
本
書
の
各
章
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
例
示
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ

が
、
こ
こ
で
は
単
純
な
例
か
ら
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
を
立
ち
上
げ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
目
の
前
で
誰
か
が
誰
か
を
殴
る

行
為
を
目
撃
し
た
と
し
て
、
そ
の
暴
力
を
肯
定
す
る
ひ
と
は
、
ま
ず
い
な
い
。
つ
ま
り
、
暴
力
は
悪
で
あ
る
と
い
う
考

え
は
、
い
ま
や
常
識
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
目
の
前
の
暴
力
行
為
に
、
あ
る
い
は
戦
争
に
、
あ
る
い
は
大
量

虐
殺
に
、
た
だ
ち
に
抗
議
す
る
。
そ
の
と
き
、
常
識
人
た
る
わ
れ
わ
れ
は
、
被
害
者
の
味
方
で
あ
り
、
暴
力
の
敵
で
あ

る
。
だ
が
、
い
ま
や
想
像
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
殴
打
の
ご
と
き
ダ
イ
レ
ク
ト
な
暴
力
行
為
が
悪
で
あ

る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
社
会
に
ひ
ろ
く
浸
透
し
た
の
は
わ
り
あ
い
近
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
暴
力
で
あ
る
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と
認
識
・
認
定
し
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
種
類
の
暴
力
な
の
だ
と
考
え
た
り
す
る
思
考
回

路
は
、
日
本
で
も
最
近
ま
で
残
っ
て
い
た
（
ち
ょ
っ
と
古
い
マ
ン
ガ
や
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
の
過
激
な
暴
力
表
現
や
差
別
表
現
が
問
題

視
さ
れ
た
り
検
閲
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
あ
な
た
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
）。
つ
ま
り
、
な
に
が
暴
力
で
な
に
が
暴
力
で
な
い
か

に
つ
い
て
の
定
義
は
、
つ
ね
に
揺
れ
動
い
て
い
る
。
そ
れ
は
殴
打
に
か
ぎ
ら
ず
、
戦
争
や
虐
殺
の
よ
う
な
最
大
規
模
の

暴
力
で
す
ら
そ
う
な
の
だ
。
そ
し
て
、
入
植
者
が
現
地
人
を
、
資
本
家
が
労
働
者
を
、
白
人
が
黒
人
を
、
男
が
女
を
、

健
常
者
が
障
害
者
を
、
教
師
が
生
徒
を
「
殴
る
」
と
き
、
そ
の
悪
で
あ
る
は
ず
の
暴
力
を
肯
定
せ
し
め
る
強
力
な
装

置
、
そ
れ
こ
そ
が
世
界
を
認
識
す
る
解
釈
枠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
人
文
学
の
思
考
回
路
が
導
き
出
す
べ
き
は
、
ま
ち
が
っ
て
も
「
む
か
し
は
野
蛮
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
」
と
い

う
結
論
で
は
な
い
。
い
ま
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
も
な
ん
ら
か
の
暴
力
を
許
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
将
来
あ
き
ら
か
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
る
に
違
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
だ
。
歴
史
を
学
ぶ
意
義
の
ひ
と
つ
は
、
現
在
を
相
対
化
す
る
視
点
を
手
に
入
れ
る
こ
と

に
あ
る
。
暴
力
は
悪
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
浸
透
し
、
わ
れ
わ
れ
は
被
害
者
と
非
暴
力
の
側
に
立
つ
こ
と
を
当
然
視
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
じ
っ
さ
い
は
暴
力
の
定
義
は
流
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
わ
れ
わ
れ
は
誰
し
も
、

思
考
し
た
り
、
発
言
し
た
り
、
行
動
し
た
り
す
る
た
び
に
、
そ
の
つ
ど
被
害
性
を
ま
と
っ
た
り
加
害
性
を
ま
と
っ
た
り

す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
暴
力
と
非
暴
力
の
あ
い
だ
の
、
被
害
と
加
害
の
あ
い
だ
の
ス

ペ
ク
ト
ラ
ム
上
を
た
え
ま
な
く
移
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
非
暴
力
の
側
に
立
つ
こ
と
は
構
造

的
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
は
具
体
的
な
加
害
行
為
と
そ
の
被
害
が
あ
る
だ
け
で
、
本
質
的
に
加
害
者
で
あ
っ

た
り
被
害
者
で
あ
っ
た
り
す
る
人
間
が
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
被
害
者
／
加
害
者
と

い
う
属
性
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
は
な
い
。
さ
き
に
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
被
害
者
と
加
害
者
を
、
友
と
敵
を
、
善
と
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悪
を
つ
く
り
だ
し
て
し
ま
う
の
だ
と
、
だ
か
ら

0

0

0

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
分
析
で
き
る
必
要
が
あ
る
の
だ

と
、
そ
う
述
べ
た
。
で
は
、
そ
の
な
に
が
問
題

0

0

な
の
か
。
問
題
で
あ
る
と
は
つ
ま
り
、
な
ぜ
そ
れ
は
暴
力
に
つ
な
が
る

の
か
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
暴
力
を
生
む
の
は
、
誤
っ
た
説
明
で
誤
っ
た
対
立
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い

は
複
雑
で
そ
の
よ
う
に
整
理
す
べ
き
で
は
な
い
事
象
を
被
害
と
加
害
の
二
元
論
に
よ
っ
て
単
純
化
し
つ
つ
、
問
題
を
善

き
「
わ
れ
わ
れ
」
と
悪
し
き
「
や
つ
ら
」
の
対
立
へ
と
還
元
し
、
暴
力
と
加
害
を
他
者
の
領
域
に
追
い
や
る
、
そ
の
よ

う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
諸
効
果
を
暴
く
た
め
に
、
そ
し
て
い
か
に
わ
れ
わ
れ
が
意
図
せ
ず
そ
の
よ
う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
毒

さ
れ
て
真
の
暴
力
の
所
在
を
見
失
っ
て
い
る
の
か
を
暴
く
た
め
に
、
被
害
学
は
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
に
と
っ
て
暴
力
批
判
の
核
は
、
わ
れ
わ
れ
の
外
部
に
あ
る
暴
力
を
指
摘
し
批
判
す
る
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
加
害
性
を
批
判
的
に
受
け
入
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
を
、
加
害
性
の
再
配
分

0

0

0

0

0

0

0

の
問
題
で
あ
る
と
表
現
し
よ
う
。
い
ま
や
誰
も
が
加
害
者
の
敵
と
な
り
、
暴
力
の
敵
と
な
り
、
被
害
者
に
連
帯
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
む
ろ
ん
わ
た
し
も
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
結
果
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
加
害
性
を
付
与
さ
れ
る
こ

と
、
加
害
者
の
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
脊
髄
反
射
的
な
拒
否
反
応
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
反
暴
力
を

自
認
す
る
常
識
人
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
の
加
害
性
や
特
権
性
や
強
者
性
や
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
強

烈
な
嫌
悪
感
を
示
し
、
じ
ぶ
ん
が
悪
者
あ
つ
か
い
さ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
の
だ
と
、
い
や
む
し
ろ
恵
ま
れ
ぬ
弱
者
で
あ

り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
す
ら
あ
る
の
だ
と
反
駁
し
、
被
害
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
拠
し
よ
う
と
躍
起
に

な
っ
て
い
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
く
り
か
え
す
が
、
加
害
者
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
な
ん
ら
か
の
点
に
お
い
て
被
害
者
や
弱
者
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
動
的
に
加
害
性
か
ら
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
そ
の
錯
誤
が
ま
さ
し
く
、
善
き
被
害
者
た
る
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「
わ
れ
わ
れ
」
と
悪
し
き
加
害
者
た
る
「
や
つ
ら
」
と
い
う
二
元
論
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
囚
わ
れ
た
者
の
発
想
で
あ
る
。

い
ま
い
ち
ど
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
の
目
的
を
思
い
出
そ
う

―
そ
れ
は
暴
力
を
減
ら
す
こ
と
に
あ
る
の
だ
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
目
指
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
矛
先
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
暴
力
は
、
殴
打
や
戦
争
や
虐
殺
の
よ
う
な

明
白
で
大
規
模
な
暴
力
だ
け
で
は
な
い
。
全
暴
力

0

0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
暴
力
と
は
、
一
部
の
乱
暴
者
だ
け
が
ふ
る
う
も
の

で
は
な
い
。
常
識
人
た
る
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
い
と
も
簡
単
に
加
害
性
に
連
座
し
て
し
ま
い
う
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
、
そ
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
考
え
て
ゆ
く
た
め
に
、
ま
ず
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
暴
力
の
、
加
害
の
側

に
、
立
た
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

い
ま
、
暴
力
を
「
や
つ
ら
」
の
手
か
ら
奪
還
し
、
加
害
性
を
社
会
全
体
に
再
配
分
せ
ね
ば
な
ら
な
い

―
ま
さ
し
く

暴
力
を
回
避
す
る
た
め
に
。
本
書
に
収
め
た
九
章
は
、
そ
の
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
証
し
て
ゆ
く
試
み
で
あ

る
。

本
書
の
使
い
か
た

　

以
下
は
本
来
「
あ
と
が
き
」
に
書
く
べ
き
内
容
で
あ
る
が
、
本
書
は
い
さ
さ
か
特
殊
な
背
景
が
あ
っ
て
執
筆
さ
れ
て

い
る
た
め
、
こ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
』
と
い
う

本
は
、
わ
た
し
が
二
〇
一
七
年
か
ら
二
〇
二
三
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
現
地
で
書
い
た
期
末
レ
ポ
ー
ト
な
い
し

は
メ
モ
の
う
ち
、
論
文
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
を
集
め
た
も
の
＋
α
で
あ
る
。
な
ぜ
レ
ポ
ー
ト
の
集
積
が
ま
と
ま
っ

た
一
冊
の
本
に
な
り
え
た
の
か
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
本
書
の
大
部
分
が
博
士
論
文
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
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た
文
章
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
博
士
課
程
で
は
、
最
初
の
二
年
間
は
授
業
に
出
席
し
（
コ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
う
）、

つ
づ
い
て
三
年
目
を
博
士
号
を
取
得
す
る
資
格
を
得
る
た
め
の
試
験
勉
強
に
費
や
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
数
年
か
け
て
博

士
論
文
を
執
筆
す
る
と
い
う
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
が
一
般
的
で
あ
る
。
わ
た
し
は
コ
ー
ス
ワ
ー
ク
期
間
に
本
書
に
収
録
さ

れ
た
大
部
分
を
期
末
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
執
筆
し
、
そ
の
あ
と
で
博
士
論
文
の
た
め
の
試
験
勉
強
に
三
年
目
、
な
ら
び

に
四
年
目
を
割
い
た
。
こ
の
時
期
は
被
害
学
で
は
な
く
「
部
外
者
の
応
答
可
能
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
念
頭
に
あ
っ
た

の
だ
が
、
被
害
学
と
い
う
枠
組
み
の
ほ
う
が
よ
り
包
括
的
に
暴
力
の
問
題
を
扱
え
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に

フ
ォ
ー
カ
ス
が
移
っ
て
い
っ
た
。
博
士
論
文
は
お
お
む
ね
四
章
か
五
章
立
て
な
の
で
、
わ
た
し
は
分
量
的
に
は
博
士
論

文
に
し
て
二
本
分
の
論
文
を
書
い
た
あ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
本
格
的
な
勉
強
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
。
そ

の
結
果
、
わ
た
し
の
研
究
観
は
お
お
き
く
変
化
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ま
っ
た
く
新
た
に
博
論
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立

ち
上
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
本
書
は
、
博
論
に
な
り
そ
う
で
な
ら
な
か
っ
た
、
わ
た
し
の
院
生

時
代
の
中
期
の
論
文
群
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
殊
な
事
情
の
も
と
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
二
四
年
に
出
版
さ
れ
た
拙
著

『
ま
っ
た
く
新
し
い
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
教
科
書
』（
光
文
社
）
の
実
践
例
集
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
も

意
図
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
わ
た
し
は
こ
の
『
教
科
書
』
で
、
狙
っ
て
い
る
学
術
誌
に
す
で
に
掲
載
さ
れ
た
査
読

論
文
を
詳
し
く
解
析
せ
よ
と
か
、
多
産
な
若
手
を
見
つ
け
て
そ
の
仕
事
を
時
系
列
順
に
追
え
と
か
、
そ
う
い
っ
た
勉
強

法
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
く
つ
か
与
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
『
教
科
書
』
の
執
筆
者
で
あ
る
わ

た
し
の
論
文
群
が
ほ
と
ん
ど
英
語
で
し
か
読
め
な
い
と
い
う
状
況
は
、
か
な
ら
ず
し
も
英
語
で
論
文
を
ス
ラ
ス
ラ
読
め

る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
大
部
分
の
読
者
に
と
っ
て
不
便
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
が
、『
教
科
書
』
の
刊
行
か
ら
一
年
を
ま
た
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ず
し
て
本
書
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
』
の
出
版
を
準
備
し
た
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
か
ら
あ
き
ら

か
だ
と
思
う
が
、
わ
た
し
は
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
』
を
研
究
書
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
教
育
書
と
し
て
捉
え
て
お

り
、
こ
れ
が
一
種
の
「
教
科
書
」
と
し
て
読
ま
れ
、
使
わ
れ
る

0

0

0

0

こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
本
書
は
、
全
論
文
を

執
筆
の
時
系
列
順
に
並
べ
て
、
文
章
の
中
身
を
極
力
い
じ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
わ
た
し
の
執
筆
力
が
向
上
し
て
い
っ
た

の
か
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
意
図
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
（
だ
か
ら
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
同
じ
話
を

し
て
い
る
章
も
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
）。
各
章
の
扉
に
執
筆
・
投
稿
・
査
読
な
ど
に
つ
い
て
の
メ
タ
デ
ー
タ
と
、

現
時
点
か
ら
み
た
欠
点
な
ど
に
つ
い
て
書
い
た
の
も
、
こ
の
教
育
的
な
配
慮
か
ら
出
て
き
た
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
。
た
だ

し
、
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
論
文
も
あ
る
た
め
、
す
べ
て
本
書
の
準
備
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ

ら
た
に
書
き
下
ろ
し
て
い
る
。

　

本
書
の
も
っ
と
も
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
読
み
か
た
は
、
こ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
読
ん
だ
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興

味
の
あ
る
章
に
進
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
も
ち
ろ
ん
か
ま
わ
な
い
。
た
だ
、
本
書
は
上
述
し
た
よ
う
な

理
念
で
設
計
さ
れ
て
い
る
の
で
、
と
り
わ
け
研
究
者
を
目
指
す
大
学
院
生
や
向
上
心
の
あ
る
研
究
者
の
方
々
に
は
、
全

体
を
順
に
通
読
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
（
た
だ
し
第
十
章
だ
け
は
執
筆
順
が
前
後
し
て
い
る

―
第
十
章
の
扉

文
参
照
）。『
ま
っ
た
く
新
し
い
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
教
科
書
』
と
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
被
害
学
』
と
い
う

二
冊
の
「
教
科
書
」
を
併
読
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
乗
り
越
え
る
こ
と
で
、
あ
な
た
な
り
の
論
文
観

を
構
築
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
究
極
目
的
と
い
う
根
源
的
な
問
題
を
回
避
せ
ず
、
そ
れ
へ
の

答
え
を
あ
な
た
の
名
に
お
い
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
、
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
人
文
学
を
つ
か
み
と
る
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
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