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︵
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﹃
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憶

﹄
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で
あ
る
︵
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1997/10
︶
︒
評
者
の
記
憶
で
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
視
点
の

論
考
が
︑
と
り
わ
け
米
国
で
雨
後
の
タ
ケ
ノ
コ
の
よ
う
に
簇
生
し
た
時
期
が

一
段
落
し
た
あ
た
り
で
︑
評
者
の
目
に
触
れ
た
そ
の
多
く
が
牽
強
付
会
な
解

釈
・
叙
述
に
充
ち
満
ち
て
い
た
中
で
︑
比
較
的
地
に
足
が
着
い
た
良
書
と
い

う
印
象
を
持
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
︒
本
書
の
最
大
の
取
り
柄
は
︑
数
少
な

い
古
代
女
性
の
肉
声
が
保
存
さ
れ
た
紀
元
三
世
紀
初
頭
の
﹃
ペ
ル
ペ
ト
ゥ
ア

と
フ
ェ
リ
キ
タ
ス
の
殉
教
伝
﹄
︵
以
下
﹃
殉
教
伝
﹄
と
略
称
︶
の
︑
本
邦
初

の
丁
寧
な
解
説
と
い
う
点
に
あ
る
︵
但
し
︑
H
.M
usurillo
編
訳
﹇
一
九
七

二
年
刊
﹈
の
邦
訳
は
あ
っ
た
︒
﹁
聖
な
る
ペ
ル
ペ
ト
ゥ
ア
と
フ
ェ
リ
キ
タ
ス

の
殉
教
﹂
土
岐
正
策
・
土
岐
健
治
訳
﹃
殉
教
者
行
伝
﹄
﹃
キ
リ
ス
ト
教
教
父

著
作
集
﹄
二
二
︑
教
文
館
︑
一
九
九
〇
年
︒
以
下
︑
Ｍ
版
と
略
称
︶
︒
本
訳

書
に
よ
り
新
た
な
読
者
を
得
る
機
会
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
は
喜
び

た
い
︒
殉
教
伝
と
聞
い
て
敬
遠
す
る
向
き
も
あ
る
か
と
思
う
が
︑
こ
の
書
に

は
実
在
し
た
女
性
の
苦
悩
の
声
が
等
身
大
で
記
録
さ
れ
て
い
て
︑
し
か
も
評

者
の
視
る
と
こ
ろ
現
代
と
通
底
し
た
話
題
満
載
な
の
で
あ
る
︒

本
書
の
著
述
目
的
は
明
確
で
︑
著
者
は
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
﹁
殉
教
者
は
な

ぜ
死
が
待
ち
受
け
る
選
択
を
し
た
の
か
﹂
と
問
題
提
起
し
︑
そ
れ
を
ペ
ル
ペ

ト
ゥ
ア
︵
以
下
︑
Ｐ
︶
に
焦
点
を
当
て
て
探
る
と
す
る
︵
但
し
︑
そ
れ
が
成

功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
︶
︒
続
い
て
本
書
の
要
点
が
簡
明

に
記
さ
れ
る
︒
二
〇
三
年
︑
乳
飲
み
子
を
抱
え
た
若
い
﹁
ロ
ー
マ
貴
婦
人
﹂

Ｐ
は
他
の
四
人
︵
内
二
名
は
奴
隷
︶
と
と
も
に
逮
捕
さ
れ
た
︒
父
の
た
び
重

な
る
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
女
は
裁
判
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
告
白
し
︑

皇
帝
へ
の
犠
牲
を
拒
否
し
て
野
獣
刑
を
宣
告
さ
れ
た
︒
特
筆
す
べ
き
は
︑
Ｐ

が
獄
中
体
験
を
﹁
日
記
﹂
に
記
し
た
こ
と
で
︑
こ
う
し
て
史
上
稀
に
み
る
女

性
の
肉
声
が
後
世
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
︑
と
︒
続
い
て
著
者
は
本
書
骨
子

に
言
及
す
る
︒
ま
ず
第
一
章
﹁
ロ
ー
マ
﹂
で
︑
彼
女
の
日
常
生
活
を
取
り
巻

い
て
い
た
ロ
ー
マ
文
化
に
論
及
す
る
︒
次
い
で
第
二
章
﹁
カ
ル
タ
ゴ
﹂
で
︑

出
来
事
の
舞
台
と
な
っ
た
北
ア
フ
リ
カ
と
カ
ル
タ
ゴ
の
伝
統
文
化
の
背
景
を

探
る
︒
第
三
章
﹁
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
﹂
は
彼
女
の
思
想
・
行
動
を
育
ん
だ

カ
ル
タ
ゴ
の
教
会
共
同
体
の
分
析
︒
そ
れ
に
続
く
二
章
で
殉
教
物
語
の
詳
細

に
触
れ
る
︒
第
四
章
﹁
牢
獄
﹂
で
は
︑
彼
女
と
彼
女
た
ち
洗
礼
志
願
者
の
指

導
者
サ
テ
ィ
ル
ス
が
見
た
夢
の
分
析
が
中
心
に
置
か
れ
︑
第
五
章
﹁
闘
技

場
﹂
で
野
獣
刑
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
る
︒
そ
し
て
最
後
に
第
六
章
﹁
余
波
﹂

で
︑
後
世
へ
の
影
響
に
考
察
が
向
け
ら
れ
る
︒
以
下
︑
著
者
の
論
旨
を
順
次

紹
介
し
つ
つ
若
干
論
評
す
る
が
︑
﹃
殉
教
伝
﹄
に
対
す
る
評
者
の
見
解
は
す

書 評
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で
に
一
応
公
表
済
み
な
の
で
︑
詳
細
に
興
味
あ
る
向
き
は
以
下
の
Ｈ
Ｐ
掲
載

の
論
文
等
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
http://w
w
w
.koji007.tokyo/career/
︒

﹁
第
一
章
﹂

本
章
で
の
主
眼
は
Ｐ
の
家
族
関
係
で
あ
る
︒
実
は
そ
こ
で

の
解
釈
が
後
々
に
及
ぼ
す
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
︒
と
い
う
の
は
︑
著
者

は
古
代
ロ
ー
マ
人
の
一
般
論
を
Ｐ
に
当
て
嵌
め
る
論
法
を
と
っ
て
い
て
︑
こ

こ
に
す
で
に
問
題
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
だ
︵
し
か
も
こ
こ
で
の
情
報
源
は

厳
密
に
は
﹃
殉
教
伝
﹄
を
編
纂
し
た
無
名
氏
の
編
集
句
な
の
で
一
層
警
戒
の

必
要
が
あ
る
︶
︒
北
ア
フ
リ
カ
人
の
彼
女
を
ロ
ー
マ
的
基
準
で
潤
色
す
る
の

に
は
幾
重
に
も
慎
重
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
彼
女
の

姓
名
表
記
が
ウ
ィ
ビ
ア
・
Ｐ
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
幾
世
代
に
も
わ
た
る

ロ
ー
マ
市
民
家
系
と
し
て
い
る
が
︑
あ
ま
り
に
安
直
︒
た
だ
彼
女
が
せ
い
ぜ

い
都
市
参
事
会
員
身
分
と
の
指
摘
は
︑
正
し
い
︒
彼
女
は
よ
き
教
育
も
受
け

て
い
た
︒
こ
れ
に
は
若
干
疑
義
が
あ
る
が
︑
ま
あ
よ
し
と
し
よ
う
︒
そ
し
て

通
例
十
代
後
半
で
結
婚
す
る
と
こ
ろ
︑
Ｐ
は
﹁
結
婚
し
た
ば
か
り
﹂
で
︵
こ

の
証
言
は
﹃
殉
教
伝
﹄
に
な
い
︶
︑
数
え
で
二
十
二
歳
︑
乳
飲
み
子
の
男
児

を
抱
え
て
お
り
︑
当
時
と
し
て
は
晩
婚
だ
っ
た
︑
と
︒
こ
の
認
識
も
正
し
い
︒

と
こ
ろ
で
彼
女
に
つ
い
て
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
最
大
の
疑
問
は
夫
だ
っ

た
︒
彼
の
気
配
が
﹃
殉
教
伝
﹄
で
ま
っ
た
く
伏
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
が
︑

著
者
は
そ
れ
を
彼
ら
の
結
婚
が
伝
統
的
な
マ
ヌ
ス
婚
で
は
な
く
︑
婚
姻
後
も

娘
へ
の
父
の
保
護
権
が
残
る
形
態
だ
っ
た
の
で
と
説
明
す
る
︒
だ
が
評
者
に

は
︑
こ
の
よ
う
な
法
的
建
て
前
で
は
一
向
に
問
題
の
解
決
に
な
っ
て
い
る
と

思
え
ず
︑
﹁
Ｐ
は
父
親
の
認
知
外
の
内
縁
で
子
を
な
し
︑
子
の
父
は
サ
テ
ィ

ル
ス
﹂
と
の
主
張
を
提
示
ず
み
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
が
説
得
的
か
は
読
者
諸
氏

の
判
断
に
委
ね
る
と
し
て
︑
次
い
で
著
者
は
︑
ロ
ー
マ
人
が
他
の
諸
民
族
に

比
べ
い
か
に
宗
教
的
に
敬
虔
だ
っ
た
か
に
長
々
と
触
れ
る
︒
空
間
毎
に
神
々

が
定
め
ら
れ
て
い
て
彼
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
儀
式
を
執
り
行
う
必
要
が
あ
り
︑

Ｐ
は
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
と
り
わ
け
母
親
の
影
響
下
で
育
て
ら
れ
て
い

た
︑
し
た
が
っ
て
彼
女
が
キ
リ
ス
ト
教
と
出
会
っ
た
時
︑
彼
女
の
意
識
に
は

古
い
考
え
が
す
で
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
た
は
ず
だ
︑
と
も
︒
こ
の
う
ち
前
段

の
論
拠
は
す
べ
て
ロ
ー
マ
人
の
一
般
的
基
準
が
援
用
さ
れ
て
い
て
︑
評
者
に

は
若
干
違
和
感
が
あ
る
が
︑
後
段
の
母
親
の
影
響
等
に
つ
い
て
は
そ
の
通
り

だ
と
思
う
︒

ロ
ー
マ
が
地
中
海
帝
国
に
な
っ
た
と
き
︑
特
定
空
間
に
固
着
し
た
神
々
で

は
不
十
分
に
な
っ
た
︒
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
大
神
祇
官
職
を
兼
ね
て
い
た

ロ
ー
マ
皇
帝
の
︿
事
実
上
の
﹀
神
格
化
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
家
門
の
繁
栄
を
家

長
に
頼
る
姿
勢
と
さ
ほ
ど
違
わ
ず
︑
先
祖
の
守
護
霊
と
皇
帝
の
そ
れ
の
同
一

視
で
う
ま
く
宗
教
と
政
治
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
著

者
は
︑
Ｐ
よ
り
三
十
五
歳
年
長
の
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
︵
在

位
一
九
三
～
二
一
一
年
︶
が
北
ア
フ
リ
カ
出
身
で
最
初
の
皇
帝
に
な
っ
て
い

く
経
緯
を
た
ど
る
中
で
︑
具
体
的
に
そ
れ
に
触
れ
て
い
く
︒
と
り
わ
け
彼
が

自
ら
を
エ
ジ
プ
ト
の
セ
ラ
ピ
ス
神
に
︑
妻
を
女
神
イ
シ
ス
に
関
連
づ
け
た
こ

と
︑
ま
た
二
〇
二
年
に
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
を
禁
じ
た
法
令

を
発
布
し
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
の
殉
教
者
の
中
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
父
が
︑

そ
し
て
カ
ル
タ
ゴ
で
は
Ｐ
た
ち
が
犠
牲
と
な
っ
た
︑
と
指
摘
す
る
︒

当
時
の
庶
民
の
み
な
ら
ず
教
養
人
に
と
っ
て
天
を
地
に
少
し
で
も
近
づ
け

る
方
法
に
︑
占
星
術
と
魔
術
が
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
著
者
が
登
場
さ
せ
る
の
が

二
世
紀
に
生
き
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
内
陸
マ
ダ
ウ
ラ
出
身
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者

ア
プ
レ
イ
ウ
ス
で
あ
る
︒
セ
ウ
ェ
ル
ス
と
い
い
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
と
い
い
︑
こ

こ
で
の
著
者
の
人
選
は
的
を
射
て
い
る
︒
だ
が
Ｐ
と
彼
ら
二
名
を
つ
な
ぐ
要

と
な
っ
た
の
が
イ
シ
ス
信
仰
だ
っ
た
︑
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
意
想
外
で
︑
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こ
う
し
て
二
世
紀
末
に
﹁
ロ
ー
マ
の
娘
﹂
と
し
て
育
っ
た
Ｐ
は
︑
家
長
が
犠

牲
を
捧
げ
る
家
庭
の
神
々
︑
皇
帝
を
通
し
て
の
世
情
の
安
寧
祈
願
︑
そ
し
て

密
儀
宗
教
の
諸
祭
儀
を
身
近
に
目
撃
し
て
い
た
︑
た
だ
娘
た
ち
の
多
く
は
イ

シ
ス
崇
拝
に
従
っ
た
が
Ｐ
は
イ
エ
ス
の
神
秘
の
ほ
う
を
受
け
入
れ
た
︑
と
論

証
抜
き
で
の
断
定
に
走
っ
て
い
て
︑
そ
こ
は
性
急
な
論
の
飛
躍
に
思
え
て
な

ら
な
い
︒

﹁
第
二
章
﹂

著
者
は
本
章
冒
頭
で
あ
ろ
う
こ
と
か
﹁
Ｐ
は
純
粋
に
ロ
ー

マ
の
娘
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
﹂
︵
五
九
頁
︶
と
︑
直
前
ま
で

展
開
し
て
い
た
論
を
ず
ら
し
て
Ｐ
の
北
ア
フ
リ
カ
性
に
重
心
を
移
し
に
か
か

る
︒
こ
の
あ
た
り
評
者
に
は
納
得
で
き
な
い
論
理
展
開
で
︑
本
来
ま
ず
北
ア

フ
リ
カ
が
あ
り
︑
つ
い
で
ロ
ー
マ
の
影
響
を
論
じ
る
の
が
筋
で
は
な
い
か
︒

か
く
し
て
著
者
は
︑
カ
ル
タ
ゴ
建
国
神
話
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
女
王
デ
ィ
ド
ー

以
降
の
ビ
ュ
ル
サ
の
丘
で
の
発
展
︑
主
神
バ
ア
ル
・
ハ
モ
ン
と
そ
の
妻
タ
ニ

ト
︑
そ
の
人
身
犠
牲
の
残
酷
さ
︑
そ
し
て
ロ
ー
マ
支
配
下
で
の
発
展
へ
と
論

及
し
て
い
く
︒
だ
が
﹁
カ
ル
タ
ゴ
は
︑
単
な
る
ロ
ー
マ
市
の
模
倣
で
は
な
か

っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
カ
ル
タ
ゴ
と
そ
の
住
民
は
独
自
の
伝
統
を
維
持
し
て

い
た
﹂
︵
七
〇
頁
︶
︒
皇
帝
セ
ウ
ェ
ル
ス
の
時
代
で
さ
え
ポ
エ
ニ
語
が
使
用
さ

れ
︵
評
者
は
こ
こ
を
い
わ
ゆ
る
﹁
リ
ビ
ア
・
ベ
ル
ベ
ル
語
﹂
と
読
み
替
え
る

べ
き
だ
と
考
え
る
︶
︑
文
化
的
宗
教
的
に
も
彼
女
は
ア
フ
リ
カ
的
産
物
だ
っ

た
の
で
あ
る
︑
と
︒
と
こ
ろ
で
﹃
殉
教
伝
﹄
原
典
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て

い
る
が
︑
は
た
し
て
そ
れ
が
Ｐ
た
ち
の
日
常
語
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
著
者

を
含
め
先
行
研
究
者
は
そ
れ
を
自
明
と
し
て
い
る
が
︑
評
者
は
そ
う
は
思
わ

な
い
︒
多
言
語
併
用
社
会
の
北
ア
フ
リ
カ
で
は
︑
Ｐ
た
ち
の
日
常
会
話
は
リ

ビ
ア
・
ベ
ル
ベ
ル
語
で
︑
そ
れ
が
﹃
殉
教
伝
﹄
編
纂
段
階
で
ま
ず
ラ
テ
ン
語

に
翻
訳
編
集
さ
れ
︑
次
い
で
ギ
リ
シ
ア
語
訳
さ
れ
た
と
段
階
的
に
想
定
す
る

の
が
自
然
と
考
え
る
か
ら
だ
︒

北
ア
フ
リ
カ
は
︑
な
に
よ
り
も
穀
物
と
オ
リ
ー
ブ
・
オ
イ
ル
と
ワ
イ
ン
の

生
産
地
だ
っ
た
︒
そ
の
農
作
業
は
そ
れ
か
ら
﹁
少
し
の
恩
恵
し
か
受
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
奴
隷
や
小
作
農
が
耕
作
し
た
﹂
︵
七
二
頁
︶
︒
彼
ら
の
労
苦
の

上
に
Ｐ
を
取
り
巻
く
一
族
は
快
適
な
生
活
を
享
受
し
て
い
た
︒
そ
し
て
こ
の

富
の
果
実
を
味
わ
う
べ
く
︑
三
世
紀
初
頭
ま
で
に
北
ア
フ
リ
カ
の
農
業
地
帯

に
約
二
〇
〇
の
都
市
が
点
在
し
て
い
た
︒
そ
の
豊
か
さ
を
端
的
に
示
す
の
が

豪
華
な
舗
床
モ
ザ
イ
ク
で
︑
著
者
が
注
目
す
る
の
は
︑
個
人
宅
の
床
に
狩
猟

と
か
闘
技
場
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
描
写
が
好
ま
れ
た
こ
と
で
︑
こ
れ
は
と
り
わ

け
北
ア
フ
リ
カ
で
は
公
の
場
で
流
さ
れ
る
血
に
美
と
名
誉
を
見
出
す
の
が
顕

著
で
そ
の
感
性
を
Ｐ
も
共
有
し
て
い
た
︵
七
四
頁
︶
︑
と
断
じ
る
根
拠
と
な

っ
て
い
る
が
ど
う
だ
ろ
う
︒

ま
た
著
者
は
こ
こ
で
史
料
問
題
に
若
干
触
れ
る
︒
そ
れ
は
Ｐ
の
生
育
地
が

本
﹃
殉
教
伝
﹄
の
原
典
ラ
テ
ン
語
版
で
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ギ
リ
シ
ア
語

訳
が
彼
女
ら
の
逮
捕
地
を
カ
ル
タ
ゴ
の
西
五
十
三
㎞
の
ト
ゥ
ブ
ル
ボ
・
ミ
ヌ

ス
と
伝
え
て
い
る
か
ら
だ
︵
研
究
者
は
通
例
カ
ル
タ
ゴ
と
推
測
︒
だ
が
ⅩⅢ
で

登
場
の
司
教
オ
プ
タ
ト
ゥ
ス
を
史
料
的
に
カ
ル
タ
ゴ
司
教
に
確
認
で
き
な
い

の
で
︑
そ
う
簡
単
で
な
い
︶
︒
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
れ
彼
女
は
裕
福
な
環
境
に

恵
ま
れ
︑
彼
女
ら
の
裁
判
と
処
刑
地
は
お
そ
ら
く
カ
ル
タ
ゴ
で
︑
そ
こ
に
は

都
市
エ
リ
ー
ト
が
快
適
に
過
ご
す
文
化
・
教
育
的
施
設
が
完
備
し
て
い
た
︒

こ
こ
で
著
者
が
傍
証
で
登
場
さ
せ
る
の
は
︑
ま
た
も
や
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
︑
そ

し
て
二
世
紀
後
の
内
陸
タ
ガ
ス
テ
出
身
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
る
︒
こ

の
文
化
都
市
カ
ル
タ
ゴ
で
魅
力
的
な
催
し
に
演
劇
が
あ
っ
た
︒
著
者
は
﹁
一

般
的
な
こ
と
を
言
う
の
は
容
易
だ
が
﹂
﹁
影
響
の
本
質
を
正
確
に
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
﹂
︵
七
八
︑
八
二
頁
︶
と
一
応
釘
を
刺
し
つ
つ
も
︑
結
果
的
に
︑

書 評
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と
り
わ
け
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
小
説
が
Ｐ
に
決
定
的
影
響
を
与
え
て
い
た
と
熱
弁
す

る
︒
著
者
は
言
葉
に
つ
い
て
︑
二
︑
三
世
紀
に
お
い
て
ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ

ア
語
︑
そ
れ
に
ポ
エ
ニ
語
が
話
さ
れ
て
い
た
︑
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
時
代
ま
で
に
ギ
リ
シ
ア
語
は
使
わ
れ
な
く
な
る
が
︑
彼
女
の
知
的
経
験
に

ギ
リ
シ
ア
語
が
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
し
て
︑
こ
こ
で
Ｐ
が
読
ん
だ

は
ず
の
若
い
男
女
の
恋
物
語
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
小
説
の
特
徴
に
触
れ
る
︒
第
一

に
家
長
の
意
志
が
絶
対
だ
っ
た
当
時
の
社
会
通
念
に
対
し
若
さ
の
暴
走
を
称

賛
す
る
気
風
︑
第
二
に
伝
統
的
な
控
え
目
な
役
割
で
な
く
勇
気
と
機
知
で
行

動
す
る
女
性
の
登
場
︑
そ
し
て
最
後
に
試
練
に
耐
え
抜
い
た
男
女
の
精
神
的

な
恩
恵
を
付
加
し
た
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
︒
そ
れ
は
確
か
に
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
︑
そ
れ
あ
っ
て
こ
そ
人
は
前
に
前
進
す
る
こ
と
が

で
き
る
︑
確
実
に
彼
女
は
こ
う
い
っ
た
小
説
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
︑
と
︒

こ
の
視
点
は
人
間
心
理
を
突
い
て
い
て
面
白
か
っ
た
︒

さ
ら
に
著
者
は
︑
カ
ル
タ
ゴ
に
は
そ
の
繁
栄
と
裏
腹
に
深
刻
な
不
安
も
存

在
し
︑
そ
れ
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
個
人
的
犠
牲
が
求
め
ら
れ
た
と
し
て
︑
流

血
が
共
同
体
の
存
続
や
個
々
人
の
救
済
の
た
め
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
対
価
で
︑
そ
の
具
現
化
と
し
て
フ
ェ
ニ
キ
ア
︑
デ
ィ
ド
ー
︑
旧
約
聖
書
︑

カ
ル
タ
ゴ
の
ト
フ
ェ
ト
︑
バ
ア
ル
・
ハ
モ
ン
神
へ
の
人
身
犠
牲
の
事
例
を
列

挙
す
る
︒
そ
し
て
自
己
犠
牲
の
極
致
と
し
て
ロ
ー
マ
時
代
の
カ
ル
タ
ゴ
で
供

犠
自
殺
が
魅
力
を
発
揮
し
て
い
た
︑
と
こ
れ
も
次
々
列
挙
し
︑
神
々
の
祭
壇

で
の
人
身
供
犠
こ
そ
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
︑
別
の
形
で
継
続
さ
れ
て
い
た
と

し
て
剣
闘
士
競
技
に
話
題
を
振
る
︵
八
八
～
九
三
頁
︶
︒
か
く
し
て
﹁
Ｐ
は

こ
う
し
た
供
犠
や
犠
牲
的
自
殺
の
物
語
を
聞
い
て
育
っ
た
︒
カ
ル
タ
ゴ
人
に

と
っ
て
大
義
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
に
は
深
く
根
づ
い
た
価
値
が
あ
っ
た
﹂

︵
九
三
頁
︶
と
結
論
す
る
︒
こ
う
い
う
論
法
は
評
者
に
は
い
さ
さ
か
短
絡
的

に
思
え
て
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
当
時
の
カ
ル
タ
ゴ
人
の
大
半
︑
否
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
し
て
も
決
し
て
Ｐ
と
同
一
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
ど
う
反

論
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
伏
流
水
的
に
あ
っ
た
と
し

て
︑
そ
れ
が
噴
出
し
た
契
機
︑
彼
女
の
行
動
の
特
異
性
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
︒

﹁
第
三
章
﹂

た
ぶ
ん
そ
れ
も
あ
っ
て
だ
ろ
う
︑
著
者
は
上
述
の
よ
う
な

カ
ル
タ
ゴ
の
多
様
な
思
想
と
の
出
会
い
で
Ｐ
が
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
惹

か
れ
た
の
か
に
論
を
進
め
る
︒
ま
ず
著
者
は
︑
カ
ル
タ
ゴ
教
会
の
起
源
を
東

地
中
海
か
ら
の
幾
波
に
も
わ
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
住
に
見
︑
と
り
わ
け
ギ
リ

シ
ア
語
を
話
す
ユ
ダ
ヤ
教
シ
ン
パ
の
異
教
徒
﹁
神
を
畏
れ
る
人
々
﹂
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
者
が
出
て
き
た
︑
と
す
る
︒
そ
れ
は
納
得
で
き
て
も
︑

Ｒ
・
ス
タ
ー
ク
︵
一
九
九
六
年
︶
に
依
拠
し
て
︑
Ｐ
の
生
き
た
三
世
紀
初
頭

に
帝
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
二
十
二
万
弱
︵
全
人
口
の
〇
・
五
％
︶
︑
カ
ル

タ
ゴ
人
口
五
〇
万
に
約
二
〇
〇
〇
人
と
見
積
り
︑
そ
の
大
部
分
が
都
市
居
住

だ
っ
た
の
で
︑
す
で
に
無
視
で
き
る
数
で
は
な
か
っ
た
と
み
な
す
の
は
︵
一

〇
〇
頁
︶
︑
統
計
学
的
閾
値
か
ら
み
て
大
甘
な
算
定
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い

だ
ろ
う
︒

著
者
は
さ
ら
に
︑
な
ぜ
人
々
が
キ
リ
ス
ト
を
選
ん
だ
の
か
の
解
明
に
は
︑

キ
リ
ス
ト
教
徒
集
団
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
︑
奇
跡
的
治

癒
や
異
語
や
預
言
に
注
目
す
る
︒
そ
れ
ら
は
当
時
の
多
神
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教

徒
に
と
っ
て
も
信
仰
の
真
実
性
を
立
証
し
︑
恍
惚
体
験
・
ト
ラ
ン
ス
状
態
を

目
撃
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
集
団
に
霊
的
賜
物
が
存
在
し
た
こ
と
を
納
得
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
改
宗
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
か
ら
で
︑
こ
れ
は
当
時
の
キ

リ
ス
ト
教
で
も
同
様
で
︑
そ
こ
で
は
女
性
に
も
指
導
者
へ
の
道
は
開
か
れ
て

い
た
︑
そ
し
て
Ｐ
が
見
た
幻
視
か
ら
し
て
︑
彼
女
は
明
ら
か
に
共
同
体
内
で
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そ
れ
な
り
の
指
導
力
を
発
揮
し
て
い
た
と
す
る
︒
評
者
に
と
り
最
も
読
み
応

え
が
あ
り
大
筋
で
納
得
で
き
た
が
︵
但
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
の
立
証

に
は
ま
っ
た
く
な
っ
て
い
な
い
︶
︑
最
後
の
件
は
ま
だ
洗
礼
志
願
者
の
彼
女

に
は
過
大
評
価
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
︒
も
っ
と
も
︑
日
常
生
活
に
安
住
し

て
い
る
信
者
よ
り
︑
志
願
者
の
ほ
う
が
万
事
に
意
欲
的
と
い
う
一
般
的
傾
向

を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
︒

実
際
の
と
こ
ろ
︑
霊
能
者
は
共
同
体
に
混
乱
と
不
和
を
持
ち
込
む
元
凶
だ

っ
た
︒
著
者
は
そ
れ
に
も
目
配
り
を
怠
ら
ず
︑
い
ず
れ
別
の
権
威
す
な
わ
ち

教
会
位
階
聖
職
層
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
し
て
︑
Ｐ
を
そ
の
狭
間

に
位
置
づ
け
て
い
て
︑
こ
れ
は
納
得
で
き
る
︒
し
か
し
著
者
は
︑
Ｐ
が
も
う

一
つ
の
分
断
︑
伝
統
的
な
血
縁
的
家
族
関
係
に
亀
裂
を
走
ら
せ
︑
教
会
共
同

体
に
お
け
る
﹁
父
と
子
供
た
ち
﹂
﹁
兄
弟
姉
妹
﹂
と
い
う
新
し
い
家
族
関
係

を
構
想
し
た
と
し
て
︑
そ
の
裏
打
ち
と
な
っ
た
新
倫
理
に
キ
リ
ス
ト
教
諸
史

料
を
根
拠
に
︑
困
窮
者
の
支
援
と
嬰
児
遺
棄
の
禁
止
︑
さ
ら
に
愛
敵
を
列
挙

す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
著
者
も
さ
す
が
に
最
後
の
そ
れ
の
達
成
度
は
疑
っ

て
い
る
が
︑
そ
の
著
者
が
ど
う
し
て
他
は
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の

か
評
者
に
は
疑
問
で
あ
る
︒
教
会
著
述
家
が
理
想
と
し
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
し

て
い
た
言
説
を
そ
の
ま
ま
現
実
と
鵜
吞
み
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
だ
︒
そ

も
そ
も
信
者
と
い
っ
て
も
新
約
時
代
か
ら
多
種
多
様
で
決
し
て
一
枚
岩
で
は

な
か
っ
た
し
︑
事
実
は
む
し
ろ
逆
で
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
セ
ク
ト
を
脱
し
大
衆

化
へ
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
信
仰
弛
緩
へ
の
警
句
と
し
て
発

せ
ら
れ
た
叱
咤
激
励
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
読
む
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

さ
て
こ
の
あ
た
り
か
ら
著
者
は
﹃
殉
教
伝
﹄
叙
述
の
具
体
的
検
討
に
入
る

が
︑
こ
れ
ま
で
以
上
に
翻
訳
と
解
釈
が
評
者
と
異
な
っ
て
く
る
︒
関
心
あ
る

向
き
に
は
拙
論
を
ご
参
照
願
う
と
し
て
︑
紙
幅
の
関
係
で
今
は
決
定
的
に
重

要
と
思
わ
れ
る
Ⅱ
・
B
の
最
後
の
一
文
の
み
に
触
れ
る
︒
ま
ず
こ
の
箇
所
は

編
纂
者
の
編
集
句
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
︒
さ
て
Ｍ
版
の
英
訳
で

は
版
本
的
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︵
即
ち
︑
ラ
テ
ン
語
原
文
で
は
カ

ッ
コ
は
な
い
︶
こ
の
箇
所
を
な
ぜ
か
カ
ッ
コ
で
括
り
︑
著
者
と
邦
訳
者
も
そ

れ
に
準
拠
し
﹁
︵
こ
こ
か
ら
の
彼
女
の
試
練
の
物
語
は
す
べ
て
彼﹅

女﹅

自﹅

身﹅

が﹅

︑

彼
女
の
考
え
に
従
い
︑
彼
女
自
身
が
選
ん
だ
順
序
で
書﹅

き﹅

記﹅

し﹅

た﹅

通
り
で
あ

る
︶
﹂
︵
一
二
五
頁
：
以
下
︑
傍
点
は
評
者
︶
と
訳
す
︒
土
岐
訳
は
底
本
を
Ｍ

版
に
依
拠
し
て
い
る
が
︑
当
然
の
こ
と
カ
ッ
コ
な
し
で
﹁
Ｐ
そ
の
人
が
︑
自

分
の
受
け
た
殉
教
の
顚
末
を
︑
直﹅

接﹅

自﹅

分﹅

の﹅

手﹅

で﹅

書﹅

い﹅

た﹅

か﹅

の﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

︑
す

べ
て
順
序
立
て
て
物﹅

語﹅

り﹅

︑
自
分
の
意
志
で
︵
我
々
の
た
め
に
︶
残
し
た
の

で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
拙
訳
﹁
彼
女
は
彼
女
の
殉
教
の
す
べ
て
を
⁝
⁝
自﹅

ら﹅

物﹅

語﹅

っ﹅

た﹅

︒﹅

い﹅

わ﹅

ば﹅

彼
女
の
手
で
︑
そ
し
て
彼
女
の
意
志
で
書
き
付
け
て
残
し

た
の
だ
っ
た
﹂
に
近
い
︒
Ｍ
版
お
よ
び
著
者
・
邦
訳
者
と
︑
土
岐
お
よ
び
豊

田
の
訳
の
違
い
は
︑
Ｐ
自
身
が
直
接
ラ
テ
ン
語
で
書
き
記
し
た
の
か
︑
そ
う

で
は
な
く
物
語
っ
た
だ
け
で
︵
土
岐
で
は
ラ
テ
ン
語
で
︶
第
三
者
な
い
し
編

纂
者
が
︵
豊
田
で
は
︑
お
そ
ら
く
リ
ビ
ア
・
ベ
ル
ベ
ル
語
を
ラ
テ
ン
語
に
訳

し
て
︶
書
い
た
の
か
︑
に
あ
る
︒
本
﹃
殉
教
伝
﹄
中
で
第
二
の
重
要
登
場
人

物
サ
ト
ゥ
ル
ス
の
場
合
︑
彼
は
﹁
自
身
の
以
下
の
幻
を
述﹅

べ﹅

た﹅

︒
そ
れ
を
彼﹅

自﹅

身﹅

が﹅

記﹅

し﹅

た﹅

﹂
と
し
て
い
る
︵
Ⅺ
・
E
︶
︒
よ
っ
て
こ
の
件
で
の
軍
配
は
︑

編
纂
者
の
意
図
的
改
竄
の
可
能
性
を
含
め
て
︑
我
に
あ
る
と
確
信
し
て
い
る

が
︑
多
く
の
先
行
研
究
者
は
﹁
Ｐ
自
身
が
書
き
記
し
た
﹂
を
自
明
の
よ
う
に

採
用
し
て
き
た
︒
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
﹃
殉
教
伝
﹄
全
体
の
構
造
把

握
に
決
定
的
に
重
要
な
文
言
に
︑
著
者
を
含
め
研
究
者
が
意
外
に
無
頓
着
な

の
に
は
驚
か
さ
れ
る
︒

﹁
第
四
章
﹂

収
監
さ
れ
た
環
境
は
乳
飲
み
子
を
抱
え
た
Ｐ
の
目
に
は
最

書 評
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悪
で
あ
っ
た
︒
だ
が
袖
の
下
で
牢
番
を
籠
絡
し
差
し
入
れ
も
し
ば
し
寛
ぐ
こ

と
も
可
能
と
な
る
︒
こ
こ
で
の
乳
飲
み
子
を
め
ぐ
っ
て
の
葛
藤
や
︑
夢
に
よ

る
幻
視
の
内
容
や
解
釈
に
関
し
て
は
︑
す
で
に
私
見
を
開
陳
済
み
な
の
で
繰

り
返
さ
な
い
が
︑
そ
れ
は
著
者
が
強
調
し
て
や
ま
な
い
父
親
や
現
世
の
家
族

制
度
と
の
絆
を
断
ち
切
る
方
向
︵
一
四
〇
頁
︶
に
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
捨
て

た
は
ず
の
血
縁
家
族
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
Ｐ
の
ジ
レ
ン
マ
に
︑
中
世
聖

人
伝
的
な
紋
切
り
型
に
修
正
以
前
の
︑
生
身
の
葛
藤
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
て
貴
重
︑
と
評
者
は
考
え
る
︒

﹁
第
五
章
﹂

驚
か
さ
れ
る
の
は
︑
﹃
殉
教
伝
﹄
の
検
討
に
入
る
前
に
著

者
は
本
章
の
半
分
以
上
を
当
時
の
見
世
物
・
闘
技
場
の
意
義
・
解
説
に
費
や

し
て
い
る
こ
と
で
︑
読
者
は
こ
こ
で
予
期
せ
ず
そ
れ
に
関
連
す
る
高
度
な
知

識
を
吸
収
で
き
る
︒
邦
文
で
こ
れ
だ
け
目
配
り
の
よ
い
叙
述
を
評
者
は
知
ら

な
い
︒
し
か
も
︑
全
般
的
に
本
書
に
批
判
的
な
評
者
に
と
っ
て
す
ら
︑
こ
こ

で
の
﹃
殉
教
伝
﹄
解
釈
は
細
部
は
と
も
か
く
と
し
て
妥
当
で
︑
そ
の
意
味
で

安
心
し
て
読
め
た
︒

﹁
第
六
章
﹂

様
々
な
論
点
か
ら
彼
女
た
ち
小
集
団
の
歴
史
的
意
義
に
触

れ
る
︒
カ
ラ
カ
ラ
帝
の
市
民
権
付
与
で
迫
害
の
全
体
構
造
が
変
化
し
︑
キ
リ

ス
ト
教
内
で
の
信
仰
の
緩
み
に
憤
激
し
た
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
た
ち
は
﹁
新

預
言
主
義
﹂
的
傾
向
を
顕
著
に
し
出
す
︵
著
者
は
︑
彼
に
同
情
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
︑
と
さ
え
表
現
し
て
い
る
︒
二
四
五
頁
︶
︒
し
か
し
時
代
は

衰
退
期
北
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
富
裕
な
新
改
宗
者
た
ち
の
世
界
と
な
り
︑
そ

の
象
徴
的
人
物
が
カ
ル
タ
ゴ
司
教
キ
ュ
プ
リ
ア
ヌ
ス
だ
っ
た
︒
当
然
の
こ
と

彼
ら
は
来
た
る
べ
き
厳
し
い
試
練
に
対
応
で
き
ず
︑
大
量
の
棄
教
者
と
深
刻

な
内
部
分
裂
を
出
来
さ
せ
る
︒
そ
し
て
登
場
す
る
の
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

で
︑
ア
レ
イ
オ
ス
派
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
侵
入
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
占
領
と
続
い
て
︑

彼
が
心
血
を
注
い
だ
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
教
間
の
論
争
な
ど
霧
散
し
て
し
ま
う

結
末
を
迎
え
る
︒

著
者
は
そ
の
後
︑
な
ぜ
か
聖
遺
物
崇
敬
の
話
題
に
踏
み
込
み
︵
二
五
六
～

二
六
二
頁
︶
︑
当
時
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
信
仰
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
後
︑

本
﹃
殉
教
伝
﹄
が
時
代
の
教
会
に
都
合
よ
い
よ
う
に
改
竄
と
注
釈
で
塗
り
込

ま
れ
て
行
く
様
子
を
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
主
軸
に
活
写
す
る
︒
し
か
し

Ｐ
の
生
々
し
い
言
動
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
︑

彼
女
の
記
憶
は
決
し
て
失
わ
れ
は
し
な
か
っ
た
︑
と
本
書
を
結
ぶ
︒

最
後
に
︑
い
さ
さ
か
残
念
な
点
に
二
︑
三
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
れ
が

本
誌
か
ら
書
評
を
求
め
ら
れ
た
と
き
︑
今
さ
ら
女
性
史
に
男
が
出
る
幕
で
も

な
か
ろ
う
と
一
度
は
躊
躇
し
︑
し
か
し
思
い
直
し
た
理
由
で
も
あ
る
︒
著
者

は
︑
英
語
圏
の
一
般
読
者
に
す
ら
﹁
彼
女
は
古
典
学
者
と
い
え
な
い
﹂
と
指

弾
さ
れ
る
記
憶
間
違
い
を
犯
し
た
り
︵
C
ustom
er
review
s,
D
ecem
ber

4,2000,A
m
azon.com
：
そ
の
誤
記
二
点
は
邦
訳
で
は
修
正
済
み
︶
︑
文
献

解
題
で
出
版
年
を
リ
プ
リ
ン
ト
年
で
掲
載
す
る
な
ど
結
構
杜
撰
な
と
こ
ろ
が

あ
り
︑
ま
た
註
記
で
の
史
料
典
拠
を
英
訳
本
の
頁
数
で
済
ま
し
て
い
て
︑
評

者
は
ス
ト
レ
ス
を
強
い
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
一
一
八
頁
の
註
︵
97
︶
で
︑

﹁
T
ertullian,“A
pology,”
99-100,106
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
だ
と
確

認
が
や
た
ら
手
間
で
︑
﹁
39.6,42.1
﹂
と
章
・
節
で
表
記
し
て
く
れ
れ
ば

一
発
な
の
だ
が
︒

邦
訳
は
よ
く
こ
な
れ
て
い
て
読
み
や
す
い
︒
そ
の
た
め
に
邦
訳
者
は
多
く

の
時
間
を
費
や
し
た
は
ず
だ
︒
著
者
の
間
違
い
も
数
カ
所
修
正
し
て
い
る
︒

し
か
し
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
で
申
し
訳
な
い
が
︑
ミ
ス
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
︒
冒
頭
部
分
に
限
っ
て
も
︑
註
︵
T
︶
の
位
置
が
一
文
ず
れ
た
り

︵
一
六
頁
︶
︑
六
八
頁
で

colum
ns
を
﹁
円
柱
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
遺
跡
写
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真
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
の
こ
と
だ
が
﹁
︵
土
留
め
の
︶
支
柱
﹂
と
す
べ
き
︑

云
々
︒
文
献
一
覧
で
︵
そ
し
て
註
記
で
も
︶
︑
邦
訳
書
を
並
記
す
る
労
多
き

作
業
を
さ
れ
て
い
て
有
意
義
だ
が
︑
管
見
の
限
り
少
な
く
と
も
一
〇
以
上
見

落
し
が
あ
る
︒
専
門
家
に
は
周
知
と
は
い
え
一
般
読
者
の
た
め
に
是
非
再
版

の
機
会
に
付
加
し
て
ほ
し
い
︒

最
後
に
評
者
が
も
っ
と
も
残
念
に
思
っ
た
の
は
︑
こ
れ
ほ
ど
の
よ
き
啓
蒙

書
の
我
が
国
へ
の
紹
介
と
い
う
せ
っ
か
く
の
機
会
に
︑
監
修
者
な
い
し
邦
訳

者
に
よ
る
解
題
が
な
い
点
で
あ
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
史
学
に

し
て
も
︑
す
で
に
現
在
ま
で
半
世
紀
を
経
た
歩
み
の
中
で
の
本
書
の
位
置
づ

け
︑
さ
ら
に
は
問
題
点
に
も
簡
単
で
い
い
か
ら
触
れ
て
ほ
し
か
っ
た
︒
な
に

し
ろ
本
﹃
殉
教
伝
﹄
は
古
代
に
お
け
る
女
性
史
に
と
っ
て
類
い
稀
な
重
要
史

料
な
の
だ
か
ら
︒
本
書
の
出
版
後
も
注
目
す
べ
き
研
究
書
が
次
々
と
上
梓
さ

れ
︑
そ
の
上
最
近
な
ん
と
世
界
に
冠
た
る

O
xford
U
P
か
ら
コ
ミ
ッ
ク
を

加
味
し
た
も
の
さ
え
出
版
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
相
変
わ
ら
ず
本
﹃
殉
教

伝
﹄
に
熱
い
視
線
が
注
が
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
︑
舌
足
ら
ず
の

小
文
を
閉
じ
た
い
と
思
う
︒

︵
四
六
判

白
水
社

二
〇
一
八
年
八
月

三
四
四
頁

税
別
五
四
〇
〇
円
︶

︵
上
智
大
学
名
誉
教
授
︶
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