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ABSTRACT

　　I have compared The Time of the Cuckoo: A Comedy（1951）, a 

Broadway play by Arthur Laurents, and its motion picture version, 

Summertime（1953）directed by David Lean, paying special attention 

to their relations with Venice, an Italian city in which their stories unfold.

　　The Time of the Cuckoo is a work which makes its American 

audience reflect on their values by presenting conflicting attitudes 

between Americans who lay stress on the importance of morality, 

money and tangible things and Venetians who lay stress on that of 

love, desire and humans.

　　Summertime, omitting this conflict from the original work, focuses 

on another problem: which is more important in life, morality or love 

and desire? This concentration transformed The Time of the Cuckoo, 

a problem play named a “comedy,” into a popular film about romance.



48

　　In considering these two works, we should keep in mind that 

Venice, where their stories unravel, has a long history in the English-

speaking world of being represented as the capital of degeneration. 

The Venetians have been regarded in the tradition as the embodiment 

of vices. Looked in regard to this history of representation, The Time 

of the Cuckoo and Summertime show the following characteristics.

　　In the Laurents’ play, a newly-married American painter who has 

an affair with the landlady of a Venetian pensione repents afterwards, 

and an American female protagonist, who is attracted by a Venetian 

man, suspects mercenary motives behind his advances. They are both 

characterized as inheritors of Puritanical values: the young painter 

exhibits moralism, while the middle-aged single woman exhibits both 

moralism and materialism. Venice for them is a radically different 

world, strange and sinful in the way of thinking and living. As the 

American woman says, “I didn’t realize I came from such a different 

world,” a line which is ideally effective in this city of sin.

　　Thrown into this city, whose corruption she abhors, the American 

heroine in Summertime not only faces the problem of entering and 

maintaining an illicit relationship with a married man, but also faces 

the danger of becoming a member of a detestable society.

　　We may also see that David Lean was in a more advantageous 

position than Arthur Laurents in shooting the film in Venice, for he 

could effectively emphasize the inversion of values at the beginning  

by showing the visual inversion of land and water in the image of 

buses running on the canals. The surprise of the heroine at the sight 

soon leads to her bewilderment on a deeper level.
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『
旅
情
』
と
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』 

─
─
異
文
化
交
流
の
不
可
能
な
場
と
し
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

鳥　

越　

輝　

昭

は
じ
め
に

　

デ
ビ
ッ
ド
・
リ
ー
ン
（D

avid Lean, 1908

─1991

）
監
督
作
『
旅
情Sum

m
ertim

e

』（1955

）
は
、
恋
愛
映
画
の
古
典
と
し

て
、
封
切
り
以
来
愛
さ
れ
て
き
た
映
画
で
あ
る
。
日
本
製
作
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
見
る
と
、「
美
し
い

風
景
に
彩
ら
れ
た
水
の
都
ベ
ニ
ス
を
舞
台
に
描
か
れ
る
せ
つ
な
い
大
人
の
恋
」
と
書
か
れ
て
い
る）
1
（

。
ま
た
、
こ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
に
添

え
ら
れ
て
い
る
英
語
版
ポ
ス
タ
ー
の
宣
伝
文
句
を
見
る
と
、「
彼
女
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
観
光
客
と
し
て
訪
れ
、
大
人
の
女
に
な

っ
て
国
に
戻
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
本
稿
の
わ
た
く
し
の
論
点
は
、（
一
）
映
画
『
旅
情
』
に
つ
い
て
の
こ
う
い
う
認
識
は

表
面
的
で
あ
っ
て
、
作
品
の
根
本
に
あ
る
問
題
を
捉
え
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、（
二
）
映
画
『
旅
情
』
の
根

本
問
題
と
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
あ
い
だ
に
は
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
映
画
『
旅
情
』
に
は
、
タ
イ
ト
ル
バ
ッ
ク
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
原
作
が
あ
る
。
原
作
は
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
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─
─
喜
劇T

he T
im

e of the Cuckoo: A
 Com

edy

』（1951

）
と
い
う
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
ー
演
劇
で
、
脚
本
は
ア
ー
サ
ー
・
ロ

レ
ン
ツ
（A

rthur Laurents, 1918

─）
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
原
作
と
映
画
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
映
画
は
原
作
の
な
か

の
重
要
な
要
素
を
切
り
捨
て
て
大
衆
娯
楽
作
品
に
変
質
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
は
、「
喜
劇
」
と
副

題
が
つ
い
て
い
る
が
、
け
っ
し
て
軽
い
喜
劇
で
は
な
く
、
む
し
ろ
典
型
的
な
米
国
の
文
化
（
と
書
き
手
が
見
な
し
て
い
る
も
の
）

と
典
型
的
な
イ
タ
リ
ア
文
化
（
と
書
き
手
が
見
な
し
て
い
る
も
の
）
と
の
先
鋭
な
対
立
を
描
き
出
し
て
、
両
者
の
相
互
理
解
が
不

可
能
な
こ
と
を
表
現
す
る
重
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　

一
旦
、
原
作
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
に
立
ち
返
っ
た
の
ち
に
映
画
『
旅
情
』
を
見
直
す
と
、（
一
）
知
識
人
向
け
の
演
劇
を
大

衆
向
け
の
映
画
に
仕
立
て
る
場
合
の
方
略
が
認
識
で
き
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、（
二
）
映
画
に
も
原
作
の
深
刻
な
文
化
対
立
が

潜
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

　

こ
う
い
う
文
化
対
立
を
深
層
で
描
き
出
す
作
品
と
し
て
見
直
す
と
、
映
画
『
旅
情
』
は
新
し
い
意
味
を
得
て
、
一
段
と
興
味
深

い
も
の
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

一　
『
旅
情
』
─
─
異
文
化
衝
撃
の
場
と
し
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

　

映
画
『
旅
情
』
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
も
の
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
粗
筋
を
な
ぞ
っ
て
お
こ
う
。
米
国
中
西
部
の
中
年
独
身
の
Ｏ
Ｌ

（
職
業
は
秘
書
）
が
、
何
年
も
金
を
積
み
立
て
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
を
す
る
。
旅
程
最
後
の
訪
問
地
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
あ
る
。

女
性
は
、
単
に
観
光
を
目
的
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
遅
ま
き
の
恋
愛
を
し
て
結
婚
し
た
い
と
い
う
淡
い
期
待
も
持
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
こ
の
女
性
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
、
似
合
い
の
年
頃
の
魅
力
的
な
男
性
（
商
店
主
）
に
出
会
う
。
男
性
に
は
妻
子
が
あ
る
の

だ
が
、
妻
と
は
別
居
中
で
あ
る
。
男
性
は
こ
の
米
国
人
女
性
に
、
た
が
い
に
惹
か
れ
合
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
関
係
を
結
ん
で
よ
い

の
だ
、
と
積
極
的
に
恋
を
仕
掛
け
る
。
女
性
は
、
そ
の
積
極
さ
に
押
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
関
係
を
取
り
結
ぶ
。
し
か
し
、
女
性
は
、

恋
愛
の
喜
び
を
感
じ
な
が
ら
も
、
こ
の
関
係
は
姦
通
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
去
っ
て
ゆ
く
。

　

映
画
『
旅
情
』
は
、
全
編
が
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
撮
影
さ
れ
た
オ
ー
ル
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
作
品
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き

な
の
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
そ
の
も
の
の
特
徴
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
主
人
公
の
女
性
は
、
イ
タ
リ
ア
本
土
か
ら
鉄
道
で
長
い

橋
を
渡
り
、
島
の
町
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
入
る
の
だ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
入
っ
た
と
た
ん
に
衝
撃
的
体
験
を
す
る
。
こ
の
島
の
町

で
は
バ
ス
が
陸
の
道
路
を
走
る
も
の
で
は
な
く
、
運
河
を
走
る
船
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
す
ぐ
の
ち
に
、
交
通

信
号
も
運
河
を
走
る
船
の
運
行
を
整
理
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
り
、
消
防
活
動
も
船
で
営
ま
れ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
補
足
さ
れ
る
。
こ
の
映
画
の
内
的
論
理
か
ら
見
る
場
合
、
こ
れ
ら
一
連
の
場
面
の
重
要
性
は
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
生
活
が
水
運
を
中
心
に
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
に
紹
介
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
作
品
に

お
け
る
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
役
割
は
、
主
人
公
の
女
性
が
米
国
で
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
て
き
た
常
識
は
こ
の
町
で
は
通
用
し
な

く
な
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
女
性
は
、
鉄
道
橋
を
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
質
な
世
界

の
な
か
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
現
象
面
に
お
い
て
女
性
が
そ
れ
ま
で
知
っ
て
い
た
生
活
と
は
水
陸
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

は
、
さ
ら
に
深
い
精
神
的
な
層
で
、
女
性
の
常
識
を
揺
る
が
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
都

市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
生
き
る
人
た
ち
の
価
値
観
も
転
倒
し
た
も
の
と
し
て
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
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第
一
に
、
商
品
の
値
段
の
定
め
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
米
国
女
性
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
商
店
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
で

見
か
け
て
気
に
入
っ
た
赤
い
ゴ
ブ
レ
ッ
ト
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
場
面
で
、
商
店
主
は
、
女
性
が
言
い
値
で
買
お
う
と
す

る
の
に
驚
き
、
初
め
に
提
示
し
た
値
段
を
下
げ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
女
性
は“T

hat ’s not fair ”

と
い
う
た
い
へ

ん
興
味
深
い
発
言
を
す
る
。「
そ
れ
は
公
平
な
や
り
方
で
な
い
」、「
そ
ん
な
商
売
の
仕
方
は
汚
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
女
性
の

常
識
で
は
、
商
品
の
値
段
は
初
め
か
ら
適
切
に
設
定
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
、
交
渉
に
よ
っ
て
変
化
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
表
面
的
に
は
、
こ
れ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
─
─
イ
タ
リ
ア
で
は
と
い
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
が
─
─
米
国
と

は
異
な
る
商
慣
習
が
あ
り
、
女
性
に
は
そ
の
慣
習
が
納
得
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、“T

hat ’s not fair ”

と
い

う
こ
の
女
性
の
意
見
は
、
妻
子
あ
る
こ
の
商
店
主
が
自
分
に
恋
を
仕
掛
け
て
く
る
の
は“fair ”

（
正
し
い
振
る
舞
い
）
で
な
い
と

い
う
考
え
に
も
つ
な
が
る
し
、
ま
た
宿
泊
先
の
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
（
民
宿
）
の
経
営
者
で
あ
る
女
性
の
価
値
観
な
ら
び
に
行
動
に
対

す
る
判
断
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　

映
画
『
旅
情
』
で
は
、
甲
に
主
役
の
米
国
人
女
性
、
乙
に
こ
の
女
性
の
恋
の
相
手
と
な
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
商
店
主
な
ら
び
に

ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
、
と
い
う
甲
乙
の
あ
い
だ
に
先
鋭
な
対
立
が
、
男
女
関
係
を
め
ぐ
る
価
値
観
お
よ
び
行
動
様
式
に
つ
い

て
み
ら
れ
る
。
対
立
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

米
国
人
女
性
の
原
則
は
、
恋
愛
は
結
婚
に
直
結
す
べ
き
だ
、
す
な
わ
ち
「
恋
愛
結
婚
」
が
最
善
だ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の

考
え
方
に
は
、
い
く
つ
か
関
連
す
る
付
則
が
伴
っ
て
い
る
。

（
一
）
結
婚
に
先
だ
っ
て
恋
愛
関
係
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
恋
愛
の
結
果
で
な
い
結
婚
は
不
純
だ
と
い
う
こ
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と
に
な
る
。

（
二
）
し
た
が
っ
て
ま
た
、
結
婚
に
先
立
っ
て
、
複
数
の
相
手
と
の
あ
い
だ
で
、
永
続
的
な
愛
情
関
係
が
成
立
す
る
か
ど
う
か

を
試
し
て
み
る
の
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。

（
三
）
結
婚
し
て
い
る
夫
婦
は
互
い
に
、
互
い
だ
け
を
愛
し
合
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。

（
四
）
し
た
が
っ
て
ま
た
、
相
互
に
愛
し
合
え
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
ら
離
婚
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
を
別
の
観
点
か
ら
整
理
す
れ
ば
、
男
女
は
結
婚
前
は
自
由
に
恋
愛
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
結
婚
中
は
お
互
い
だ
け

が
愛
の
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
恋
愛
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
結
婚
が
解
消
さ
れ
た
の
ち
は
、

ふ
た
た
び
自
由
な
恋
愛
が
許
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
男
性
ま
た
は
女
性
は
、
結
婚
と
離
婚
と
を
複
数
回
繰
り
返
し
て

ゆ
く
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
も
な
る
。

　

な
お
、
映
画
の
な
か
で
は
、
商
店
主
が
、「
ア
メ
リ
カ
は
男
女
関
係
も
す
ぐ
に
で
き
あ
が
る
と
こ
ろ
だ
と
聞
い
て
い
る
（I 

hear everything happens quickly in A
m

erica
）」
と
い
う
興
味
深
い
発
言
を
す
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
適
切

な
結
婚
相
手
を
見
つ
け
る
ま
で
男
女
が
と
も
に
複
数
の
関
係
を
積
極
的
に
試
し
て
み
る
、
つ
ま
り
結
婚
す
る
ま
で
は
自
由
恋
愛
が

お
こ
な
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
商
店
主
は
中
途
半
端
に
聞
き
知
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
商
店
主
な
ら
び
に
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
の
行
動
原
則
は
、
恋
愛
と
結
婚
と
は
別
の
も

の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
も
、
い
く
つ
か
付
則
が
伴
っ
て
い
る
。

（
一
）
結
婚
す
る
場
合
に
、
恋
愛
を
前
提
と
す
る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
に
み
て
有
利
な
条
件
の
相
手
と
結
婚
し

て
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
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（
二
）（
結
婚
は
恋
愛
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
）
結
婚
中
も
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
相
手
と
恋
愛
を
し
て
か
ま
わ
な
い
。

（
三
）（
結
婚
は
恋
愛
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
）
結
婚
状
態
に
お
い
て
、
相
互
に
愛
し
合
っ
て
い
な
い
こ
と
は
離
婚
す
る
理
由

に
な
ら
な
い
。

　

な
お
、（
一
）
は
、
こ
の
映
画
に
は
直
接
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
だ
が
、
重
要
な
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
親

が
自
分
の
家
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
子
供
の
結
婚
相
手
を
決
め
る
場
合
も
、
本
人
が
自
分
自
身
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
結
婚
相
手

を
決
め
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
見
合
い
結
婚
も
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
圏
で
あ
り
、
こ
の
映
画
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
た
ち
も
、（
例
外
的
な
信
仰

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
場
面
は
な
い
か
ら
）
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
右
の

（
二
）
に
つ
い
て
は
、（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
む
ろ
ん
認
め
て
い
な
い
堕
落
形
態
で
あ
る
わ
け
だ
が
）
現
実
に
は
か
な
り
広
く
行
わ

れ
て
い
る
慣
習
と
し
て
こ
の
映
画
で
は
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
人
女
性
側
で
は
結
婚
前
に
自
由
恋
愛
が
許
さ
れ
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
側
で
は
結
婚
後
に
自
由
恋
愛
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
映
画
の
な
か
の
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
は
、
結
婚

中
か
ら
別
の
男
と
愛
人
関
係
に
あ
り
、
夫
の
死
後
も
関
係
を
つ
づ
け
て
い
る
（
た
だ
し
、
す
で
に
「
と
き
め
か
な
い
」
関
係
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
）。
な
お
、
こ
の
女
性
は
、
宿
に
長
期
滞
在
中
の
米
国
人
新
婚
カ
ッ
プ
ル
の
男
の
方
と
も

肉
体
関
係
を
も
っ
て
い
て
、
主
人
公
の
米
国
人
女
性
は
と
り
わ
け
こ
の
ふ
た
つ
め
の
関
係
に
大
き
な
衝
撃
と
嫌
悪
と
を
感
じ
る
。

　

右
の
（
三
）
も
映
画
に
重
要
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
か
ら
い
え
ば
、
結
婚
は
神
が
そ
の
意
志
で
男
女
を
結
び

合
わ
せ
る
も
の
で
、
一
度
し
か
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
立
場
で
は
、
離
婚
は
（
神
の
意
志
に
反
す
る
か
ら
）
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
非
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
の
「
離
婚
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
教
会
か
ら
「
結
婚
の
無
効annulm

ent

」
を
認
め
て
も
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ら
う
方
法
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
結
婚
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
認
め
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
例

外
的
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
措
置
で
あ
る
の
で
、
同
居
し
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
夫
婦
の
気
持
ち
が
離
反
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に

は
、「
別
居separation

」
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
一
九
七
一
年
以
後
、（
教
会
法
で
は
離
婚
を
認
め
て

い
な
い
け
れ
ど
も
）
民
法
上
は
離
婚
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
映
画
『
旅
情
』
の
作
ら
れ
た
一
九
五
五
年
に
は
、

民
法
上
も
離
婚
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
圧
倒
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
の
な

か
で
教
会
法
に
反
し
た
な
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

　

映
画
の
な
か
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
商
店
主
は
妻
子
の
あ
る
男
だ
が
、
家
を
出
て
、
妻
と
は
「
別
居
」
し
、
子
供
た
ち
と
一
緒
に

暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
妻
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
気
持
ち
が
対
立
し
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
商
店
主
と
そ
の
妻
と
は
、
法
律
上
（
教
会
法
で
も
民
法
で
も
）
は
離
婚
は
で
き
な
い
も

の
の
、
事
実
上
の
離
婚
状
態
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
商
店
主
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
結
婚
中
に
も
恋
愛
を
し
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
社
会
慣
習
に
加
え
て
、
妻
と
の
関
係
は
な

い
に
等
し
い
か
ら
、
自
分
の
気
に
入
る
相
手
が
見
つ
か
れ
ば
、
恋
愛
を
仕
掛
け
る
の
が
当
然
だ
と
い
う
態
度
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

他
方
、
映
画
の
女
主
人
公
の
米
国
人
女
性
─
─
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
い
ず
れ
か
の
宗
派
に
属
し
て
い
る

と
い
う
前
提
だ
ろ
う
─
─
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
商
店
主
と
の
関
係
は
出
口
の
な
い
関
係
で
あ
る
。
相
手
が
正
式
に
離
婚
し
て
、

自
分
と
結
婚
し
て
く
れ
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
零
だ
か
ら
だ
。
商
店
主
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
し
て
、（
そ
う
す
る
と
イ
タ
リ
ア

と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
で
商
売
を
続
け
る
の
は
難
し
い
か
ら
）
米
国
に
移
住
し
て
く
れ
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
、
正
式
に
結
婚
す
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る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
ず
起
こ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
米
国
人
女
性
に
と
っ
て
、
こ
の
商
店
主
と
関
係
を

持
つ
こ
と
は
「
姦
通adultery

」
に
し
か
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
場
合
の
「
姦
通
」

は
宗
教
的
な
罪
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
示
的
・
非
明
示
的
な
社
会
的
制
裁
を
と
も
な
う
行
為
で
あ
っ
て
、
現
在
の
日
本
社
会
の

「
不
倫
」
の
よ
う
に
軽
微
な
現
象
と
見
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
映
画
『
旅
情
』
の
核
心
に
は
、（
一
）
ひ
と
り
の
独
身
女
性
が
、
魅
力
を
感
じ
て
い
る
妻
子
あ
る
男
と
の
あ
い

だ
で
「
姦
通
」
関
係
に
あ
え
て
飛
び
込
む
か
ど
う
か
、（
二
）「
姦
通
」
関
係
に
入
っ
た
の
ち
に
、
そ
れ
を
続
け
る
べ
き
か
ど
う
か
、

と
い
う
ふ
た
つ
の
深
刻
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
魅
力
を
感
じ
て
い
る
男
に
妻
子
が
あ
っ
て

離
婚
し
て
く
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
い
う
障
害
こ
そ
が
、
わ
か
り
や
す
い
恋
愛
ド
ラ
マ
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
ま
た
古
典
的
恋
愛

映
画
を
作
り
出
し
た
と
も
い
え
る
。

　

た
だ
し
こ
の
映
画
の
特
徴
は
、
独
身
女
性
が
妻
子
あ
る
（
離
婚
し
て
く
れ
る
可
能
性
の
な
い
）
男
性
と
姦
通
関
係
に
入
る
べ
き

か
否
か
、
そ
し
て
姦
通
関
係
を
続
け
る
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
こ
の
わ
か
り
や
す
い
恋
愛
ド
ラ
マ
が
、
つ
ぎ
の

二
点
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
一
）
こ
の
恋
愛
ド
ラ
マ
は
、「
ゴ
ン
ド
ラ
の
お
友
達
た
ちGondola friends

」（
ゴ
ン
ド
ラ
で
逢
い
引
き
を
す
る
相
手
た
ち
）

と
の
あ
い
だ
で
「
夜
な
夜
な
変
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
」
場
所
、
こ
の
米
国
女
性
に
と
っ
て
は
、
堕
落
し
た
異
質
の
世
界

で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
起
こ
る
。

（
二
）
相
手
の
男
性
の
方
に
は
、
妻
子
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
女
性
と
恋
愛
関
係
に
入
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
た
め
ら
い
も
な
い

点
、
す
な
わ
ち
、
心
理
的
葛
藤
は
女
性
の
側
の
み
に
生
じ
る
。
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こ
れ
ら
二
点
に
つ
い
て
違
っ
た
言
い
方
を
し
て
み
よ
う
。
重
要
な
前
提
条
件
と
し
て
、
こ
の
映
画
の
女
主
人
公
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
人
商
店
主
お
よ
び
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
社
会
を
、
価
値
観
の
転
倒
し
た
、
汚

ら
わ
し
い
堕
落
し
た
社
会
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
女
主
人
公
に
と
っ
て
、
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
男
と

関
係
を
持
つ
べ
き
か
否
か
、
と
り
わ
け
、
そ
の
関
係
を
維
持
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
た
だ
単
に
、
妻
子
あ
る
（
離
婚
し

て
く
れ
る
可
能
性
の
な
い
）
男
性
と
の
姦
通
関
係
に
入
る
べ
き
か
否
か
、
そ
れ
を
維
持
す
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
問
題
に
留
ま
ら

な
い
。
そ
の
男
と
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
を
維
持
す
る
な
ら
、
こ
の
女
性
は
、
自
分
が
汚
ら
わ
し
く
堕
落
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る

社
会
の
一
員
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
女
性
は
、
姦
通
者
と
い
う
一
般
的
堕
落
に
加
え
て
、
堕
落
し
た
社
会
の
一
員

に
な
る
と
い
う
特
殊
的
堕
落
も
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
女
性
が
男
か
ら
別
れ
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
去
る

と
い
う
結
末
は
、
女
性
の
所
属
す
る
文
化
圏
側
で
作
ら
れ
、
そ
の
文
化
圏
に
属
す
る
大
衆
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
映
画
と
し
て
は
、

論
理
的
に
ほ
ぼ
そ
れ
し
か
あ
り
え
な
い
結
末
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

二　
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
─
─
物
質
主
義
批
判
の
場
と
し
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

　

知
識
人
観
客
を
対
象
と
す
る
舞
台
演
劇
は
、
大
衆
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
映
画
ほ
ど
わ
か
り
や
す
く
す
る
必
要
は
な
い
も
の
で

あ
る
。
映
画
『
旅
情
』
の
原
作
で
あ
る
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
場
合
に
も
、
取
り
扱
わ
れ
る
問
題
は
『
旅
情
』
ほ
ど
単
純
明
快

な
問
題
で
は
な
く
、
単
純
明
快
で
な
い
分
だ
け
観
客
の
思
考
を
刺
激
す
る
度
合
い
も
大
き
い
。

　
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
『
旅
情
』
と
の
あ
い
だ
に
は
重
要
な
相
違
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
相
違
を
取
り
扱
う
前
に
、『
カ
ッ
コ
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ー
の
季
節
』
は
本
邦
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
だ
か
ら
、
あ
ら
す
じ
を
ざ
っ
と
見
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
女
主
人
の
営
む
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
が
あ
り
、
そ
こ
に
若
い
米
国
人
画
家
と
そ
の
妻
が
滞
在
し
て
い
る
。
女
主
人

は
画
家
と
肉
体
関
係
を
持
つ
が
、
画
家
は
こ
の
関
係
に
た
め
ら
い
と
後
悔
を
感
じ
、
や
が
て
妻
と
別
の
町
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
去
る

こ
と
に
す
る
。
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
に
は
ま
た
、
三
○
代
後
半
の
米
国
人
女
性
が
ひ
と
り
で
滞
在
し
に
来
る
。
こ
の
米
国
人
女
性
は
、

遅
ま
き
の
恋
愛
と
結
婚
と
に
淡
い
期
待
を
持
っ
て
い
る
。
女
性
は
、
町
で
骨
董
を
商
う
中
年
の
商
店
主
に
惹
か
れ
る
が
、
男
に
妻

子
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
関
係
を
持
つ
の
を
た
め
ら
う
。
女
性
は
、
ま
も
な
く
男
の
積
極
的
な
口
説
き
に
圧
倒
さ
れ
る
か
た
ち
で

関
係
を
持
つ
の
だ
が
、
男
に
依
頼
し
た
両
替
の
結
果
が
偽
金
だ
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
女
性
は
男
を
信
用
し
な
く
な
る
。
男
は
、

こ
の
女
と
の
関
係
を
面
倒
に
感
じ
、
女
と
の
関
係
を
断
つ
。

　

す
で
に
見
た
と
お
り
、
映
画
『
旅
情
』
で
は
、
米
国
人
の
女
主
人
公
が
妻
子
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
男
と
の
姦
通
関
係
に
飛
び

込
む
か
ど
う
か
、
飛
び
込
ん
だ
の
ち
に
ど
う
行
動
す
る
か
、
と
い
う
事
柄
の
展
開
が
主
眼
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
展
開

は
、
演
劇
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
な
か
で
は
、
重
要
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
ひ
と
つ
の
要
素
で
し
か
な
い
。

　
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
『
旅
情
』
と
の
重
要
な
相
違
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、「
姦
通
」
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
映
画
『
旅
情
』
で
は
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
米
国
人
女
主
人
公
だ
け
に
か
か
わ

る
問
題
だ
っ
た
（
米
国
人
画
家
の
妻
が
夫
の
姦
通
に
気
付
い
て
悲
し
む
場
面
は
あ
る
が
、
重
要
な
扱
い
は
な
さ
れ
て
い
な
い
）。

し
か
し
、「
姦
通
」
問
題
は
、
演
劇
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
で
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
米
国
人
女
主
人
公
に
も
か
か
わ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
ま
た
米
国
人
画
家
に
も
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
見
方
を
変
え
る
な
ら
、『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
は
、
独
身

の
米
国
人
女
性
と
妻
子
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
男
性
と
の
あ
い
だ
の
「
姦
通
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
並
行
的
に
、
妻
の
あ
る
米
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国
人
男
性
と
独
身
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
女
性
と
の
「
姦
通
」
を
取
り
扱
い
、
こ
れ
ら
の
対
称
的
に
並
行
す
る
ふ
た
つ
の
事
例
で
何

が
問
題
と
な
る
か
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
問
題
点
は
ふ
た
つ
あ
る
。

（
一
）
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
側
は
、
男
（
商
店
主
）
の
場
合
に
も
、
女
（
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
女
主
人
）
の
場
合
に
も
、「
姦
通
」
に
つ
い

て
、
い
さ
さ
か
の
躊
躇
い
も
な
い
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
米
国
人
側
は
、
男
（
画
家
）
の
場
合
に

も
、
女
（
女
主
人
公
）
の
場
合
に
も
、
道
徳
的
に
大
い
に
躊
躇
い
を
感
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
米
国
人
女
性
に

つ
い
て
は
、
映
画
で
も
躊
躇
い
が
描
か
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
し
て
、
米
国
人
画
家
（
エ
デ
ィ
ー
）
と
ペ

ン
シ
オ
ー
ネ
女
主
人
（
フ
ィ
オ
ー
ラ
）
と
に
つ
い
て
、「
姦
通
」
に
関
す
る
姿
勢
の
対
照
を
捉
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
つ
ぎ

の
ふ
た
つ
の
対
話
が
、
米
国
人
画
家
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
女
主
人
と
の
姿
勢
の
相
違
を
凝
縮
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
な
お
、
対

話
の
な
か
に
出
て
く
る
「
フ
ァ
ウ
ス
テ
ィ
ー
ノ
」
は
、
フ
ィ
オ
ー
ラ
と
長
ら
く
愛
人
関
係
に
あ
る
男
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
対

話
。

エ
デ
ィ
ー

あ
な
た
と
フ
ァ
ウ
ス
テ
ィ
ー
ノ
は
、
旦
那
さ
ん
が
生
き
て
い
た
こ
ろ
か
ら
「
友
達
」
だ
っ
た
よ
ね
。

フ
ィ
オ
ー
ラ

あ
ら
、
ず
い
ぶ
ん
と
心
優
し
い
こ
と
を
い
う
ひ
と
ね
。

エ
デ
ィ
ー

そ
し
て
、
旦
那
さ
ん
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
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フ
ィ
オ
ー
ラ

確
か
で
は
な
い
わ
。
で
も
、
知
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。

エ
デ
ィ
ー

旦
那
さ
ん
は
気
に
し
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ウ
ス
テ
ィ
ー
ノ
も
気
に
し
な
か
っ
た
。
い
ち
ば
ん
気
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
あ
な

た
だ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
。

フ
ィ
オ
ー
ラ

あ
な
た
方
ア
メ
リ
カ
人
は
、
ま
る
っ
き
り
実
行
不
可
能
な
道
徳
観
を
持
っ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
に
は
離
婚
は
な
い
の
。
分

別
だ
け
が
あ
る
の
よ
（Y

ou have such im
practical m

orality. In Italy, there is not divorce, there is only 

discretion

）。（pp. 84
─5

）
2
（

）

も
う
ひ
と
つ
、
や
は
り
こ
の
一
組
の
男
女
の
対
話
に
注
目
し
よ
う
。

エ
デ
ィ
ー

ほ
ん
と
う
に
誰
か
を
愛
し
て
い
る
な
ら
、
そ
の
ひ
と
を
裏
切
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
の
誰
か
を
求
め
る
べ
き

で
は
な
い
ん
だ
。
結
婚
し
て
い
る
な
ら
、
ほ
か
の
誰
か
を
相
手
に
し
て
は
い
け
な
い
ん
だ
。（If you really love, how

 

can you be unfaithful? Y
ou shouldn ’t w

ant anyone else. If you ’re m
arried, you shouldn ’t have anyone 

else.

）
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フ
ィ
オ
ー
ラ

わ
た
し
、
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
も
し
死
な
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
多
い
の
。

〔
微
笑
し
て
、
続
け
る
〕
わ
た
し
は
シ
ニ
カ
ル
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
考
え
に
は
ほ
ん
と
う

に
賛
成
な
の
。
相
手
に
は
忠
実
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
理
想
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
ひ
と
は
生
き
て
い
け
な
い
。

で
も
…
…

エ
デ
ィ
ー

い
っ
て
ご
ら
ん
よ
。

フ
ィ
オ
ー
ラ

た
ぶ
ん
、
あ
な
た
た
ち
の
や
り
方
は
、
目
は
閉
じ
て
、
自
分
は
理
想
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
と
考
え
る
や
り
方
で
は
な
い

か
し
ら
（I think perhaps your w

ay is to shut your eyes and pretend you are living the ideal

）。

エ
デ
ィ
ー

あ
な
た
た
ち
は
、
ど
う
す
る
ん
だ
い
。

フ
ィ
オ
ー
ラ

今
こ
こ
に
あ
る
も
の
を
し
っ
か
り
見
る
の
。
そ
し
て
、
気
に
入
ろ
う
が
、
気
に
入
る
ま
い
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
そ

れ
か
ら
、
そ
れ
を
も
う
少
し
心
地
よ
い
も
の
に
変
え
て
ゆ
く
、
わ
た
し
に
と
っ
て
好
ま
し
い
状
態
に
近
づ
け
て
ゆ
く
。

（T
o m

ake m
yself see w

hat is here and now
; then to accept it, pleasant or unpleasant; and then try to 

m
ake it a little sw

eeter, a little closer to w
hat I w

ould like it to be

）
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エ
デ
ィ
ー

そ
ん
な
や
り
方
が
う
ま
く
行
く
の
か
い
。

〔
一
瞬
後
〕

フ
ィ
オ
ー
ラ

〔
エ
デ
ィ
ー
の
顔
を
見
る
〕

今
で
も
、
た
ぶ
ん
、
わ
た
し
の
方
が
あ
な
た
よ
り
幸
せ
ね
。（p. 165

）

　

な
お
、
エ
デ
ィ
ー
と
そ
の
妻
は
こ
の
脚
本
冒
頭
の
ト
書
き
の
な
か
で
、「
典
型
的
」
な
ア
メ
リ
カ
人
夫
妻
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
点
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、「
ふ
た
り
は
ま
た
、
作
法
と
振
る
舞
い
と
に
つ
い
て
も
典
型
的
で
あ
る
の
だ
が
、
そ

れ
と
い
う
の
も
、
ほ
か
の
多
く
の
ひ
と
た
ち
と
同
様
に
、
こ
の
イ
ェ
ー
ガ
ー
夫
妻
も
見
か
け
ど
お
り
で
あ
ろ
う
と
し
、
標
準
的
理

想
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
紹
介
さ
れ
る
（p. 4

）。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
ト
書
き
に
よ
っ
て
、

こ
の
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
い
う
劇
は
、（
書
き
手
の
考
え
る
と
こ
ろ
の
）
典
型
的
ア
メ
リ
カ
人
と
典
型
的
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人

と
を
対
置
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
観
客
に
向
か
っ
て
、
彼
ら
ア
メ
リ
カ
人
の
特
徴
を
批
判
的
に
描
き
出
し
、
問
い
か
け
る
劇
だ
と
い

う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
『
旅
情
』
と
の
あ
い
だ
の
第
二
の
重
要
な
相
違
は
、『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
な
か
で
は
、
米

国
人
の
物
質
主
義
批
判
が
な
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
映
画
化
さ
れ
る
際
に
は
削
除
さ
れ
た
論
点
で
あ
る
。『
カ
ッ
コ
ー
の

季
節
』
は
こ
の
論
点
を
重
要
な
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
的
に
恋
愛
劇
で
は
な
く
て
、
副
題
に
い
う
「
喜
劇
」
と
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な
り
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
映
画
『
旅
情
』
は
こ
の
論
点
を
捨
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喜
劇
を
恋
愛
も
の
に
変
質
さ
せ
た
の

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
喜
劇
と
し
て
の
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
恋
愛
も
の
と
し
て
の
『
旅
情
』
と
の
相
違
は
、
こ
れ
か
ら
引
用
す

る
ふ
た
つ
の
対
話
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
対
話
は
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
『
旅
情
』
の
両
方
に
あ
る
が
（『
旅
情
』
で

は
削
除
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
が
本
質
は
変
わ
ら
な
い
）、
第
二
の
対
話
は
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
だ
け
に
し
か
な
い
。
ま
ず
、
第

一
の
対
話
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
躊
躇
す
る
米
国
女
性
（
演
劇
で
は
名
は
レ
オ
ー
ナ
・
サ
ミ
ッ
シ
ュ
）
を

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
男
（
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
）
が
強
引
に
口
説
く
場
面
で
あ
る
。

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
ら
、
ぜ
っ
た
い
に
ロ
マ
ン
ス
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
よ
。
絶
対
に
ね
。
そ
う
。
私

は
正
確
に
表
現
し
て
い
る
ん
で
す
。
英
語
で
ね
。
あ
な
た
が
何
を
望
ん
で
い
る
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
や
っ
て
き
て
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
乗
っ
て
、
た
め
い
き
を
つ
く
。
あ
あ
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
っ
て
、
な
ん
て
美

し
い
ん
で
し
ょ
う
、
な
ん
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
ん
で
し
ょ
う
。
あ
あ
。
そ
れ
に
イ
タ
リ
ア
人
は
、
な
ん
て
叙
情
的
で
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
ん
で
し
ょ
う
。
子
供
み
た
い
だ
わ
。
そ
う
し
て
あ
な
た
は
夢
を
見
る
。
私
の
彼
は
若
く
、
ハ
ン
サ
ム

で
、
お
金
持
ち
。
ウ
ィ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
頭
が
い
い
。
自
家
用
の
ゴ
ン
ド
ラ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
公
爵
。
最
低
で
も

伯
爵
で
な
け
れ
ば
。
も
ち
ろ
ん
、
未
婚
。
と
こ
ろ
が
、
私
は
商
店
主
で
、
ハ
ン
サ
ム
で
な
い
。
金
持
ち
で
な
い
。
若
く
な

い
。
ウ
ィ
ッ
ト
が
な
い
。
頭
が
良
く
な
い
。
爵
位
が
な
い
。
ゴ
ン
ド
ラ
が
な
い
。
そ
れ
に
、
未
婚
で
も
な
い
。
し
か
し
、

私
は
男
で
、
あ
な
た
が
欲
し
い
。
で
も
、
あ
な
た
の
方
で
は
、「
間
違
っ
て
る
わ
、
い
け
な
い
わ
、
こ
う
だ
わ
、
あ
あ
だ
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わ
」、
と
い
う
。
あ
な
た
は
、
腹
を
空
か
せ
た
子
供
が
、
ラ
ビ
オ
リ
を
持
っ
て
こ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。「
う
う
ん
、

ラ
ビ
オ
リ
は
い
ら
な
い
、
ビ
ー
フ
ス
テ
ー
キ
が
ほ
し
い
。」
あ
な
た
は
お
腹
が
す
い
て
い
る
ん
で
す
、
サ
ミ
ッ
シ
ュ
さ
ん
。

ラ
ビ
オ
リ
を
お
食
べ
な
さ
い
（Eat the ravioli

）。

レ
オ
ー
ナ

わ
た
し
、
そ
こ
ま
で
お
腹
は
す
い
て
い
な
い
わ
。

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

わ
た
し
た
ち
は
み
ん
な
お
腹
が
す
い
て
い
る
ん
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た

は
、
い
や
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ま
さ
か
の
と
き
の
た
め
に
蓄
え
て
お
く
、
と
い
い
ま
す
ね
。
お
金
な
ら
、
そ
れ
も
で
き
る

で
し
ょ
う
。
で
も
、
心
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
ん
で
す
。（For w

hat do w
e live? Y

ou, forgive m
e, 

you people have an expression: to save for a rainy day. Perhaps you can do that w
ith m

oney, but 

w
hy w

ith the em
otion?

）

…
〈
中
略
〉
…

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

…
…
時
の
流
れ
の
な
か
の
一
瞬
に
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
で
気
持
ち
が
通
い
合
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
大
き
か
っ
た
り
、

小
さ
か
っ
た
り
、
中
く
ら
い
だ
っ
た
り
す
る
け
れ
ど
、
気
持
ち
が
通
い
合
う
こ
と
が
ね
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
思
い
切
っ
て



65　　『旅情』と『カッコーの季節』

そ
れ
に
賭
け
て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
っ
か
り
掴
ん
で
、
最
初
の
一
瞬
か
ら
始
め
て
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
そ
う
い

う
瞬
間
を
つ
く
り
だ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。（Believe m

e, w
hen there com

es a m
om

ent out of tim
e, 

som
ething sim

patico betw
een tw

o people

─big, sm
all, m

iddle-sized but som
ething

─you m
ust take a 

chance on it. Y
ou m

ust hold on to it and try to m
ake m

any, m
any m

ore m
om

ents from
 the first.

）〔
一

呼
吸
置
い
て
〕
あ
な
た
の
頭
の
な
か
に
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
雑
音
が
あ
る
。
静
ま
ら
せ
な
さ
い
。
恋
を
始
め
さ
せ
な
さ
い
。

わ
た
し
は
始
め
さ
せ
た
い
。（pp. 96

─7

）

　
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
で
も
『
旅
情
』
で
も
、
こ
の
口
説
き
は
ひ
と
ま
ず
功
を
奏
し
、
ふ
た
り
は
関
係
を
取
り
結
ぶ
。
と
こ
ろ

が
、『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
で
は
、
こ
の
の
ち
の
展
開
が
映
画
『
旅
情
』
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
演
劇
で
は
、

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
が
レ
オ
ー
ナ
に
ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
首
飾
り
を
贈
る
が
、
そ
の
未
払
い
代
金
を
宝
石
商
か
ら
要
求
さ
れ
、
レ
オ
ー
ナ
が

未
払
い
金
を
、
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
に
換
金
し
て
も
ら
っ
た
リ
ラ
札
で
支
払
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
紙
幣
が
偽
金
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
。
そ
の
結
果
、
レ
オ
ー
ナ
は
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
を
信
用
し
な
く
な
り
、
ふ
た
り
の
関
係
も
終
わ
る
。
と
い
う
ぐ
あ
い
に
筋
が
展

開
し
て
ゆ
く
。
つ
ぎ
の
対
話
が
、
ふ
た
り
の
関
係
が
決
裂
す
る
、
第
二
の
山
場
な
の
だ
が
、
こ
の
対
話
の
真
意
を
と
ら
え
る
た
め

に
は
、
大
小
ふ
た
つ
の
相
関
す
る
背
景
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

小
さ
な
直
接
の
背
景
は
、
レ
オ
ー
ナ
は
、
自
分
は
も
う
若
く
も
魅
力
的
で
も
な
い
か
ら
、
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
が
自
分
に
接
近
し
て

き
た
ほ
ん
と
う
の
目
的
は
、
金
が
欲
し
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
き
な
歴
史
的
な
背
景
と
し

て
、『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
『
旅
情
』
が
つ
く
ら
れ
た
一
九
五
○
年
代
前
半
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
世
界
最
大
の
経
済
大
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国
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
イ
タ
リ
ア
は
第
二
次
大
戦
の
混
乱
に
続
く
復
興
途
上
の
貧
し
い
国
だ
っ
た
こ
と
を
思
い

出
す
必
要
が
あ
る
。『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
『
旅
情
』
の
な
か
で
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
た
す
、
マ
ウ
ロ
と
い
う
名
の
イ
タ

リ
ア
人
少
年
は
第
二
次
大
戦
後
の
貧
し
い
イ
タ
リ
ア
社
会
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
戦
争
孤
児
の
こ
の
少
年
は
、
ゴ

ン
ド
ラ
の
船
頭
に
逢
い
引
き
客
を
紹
介
し
て
紹
介
料
を
も
ら
っ
た
り
、
偽
物
の
米
国
製
万
年
筆
や
、
偽
物
の
ス
イ
ス
製
腕
時
計
を

観
光
客
に
売
り
つ
け
て
生
活
を
し
て
い
る
。
ま
た
、『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
で
は
、
ド
ル
を
リ
ラ
に
換
金
す
る
の
は
闇
マ
ー
ケ
ッ

ト
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
経
済
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
状
態
に
あ
る
た
め
、
レ
オ
ー
ナ
が
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
に
換
金
さ
せ
た
リ
ラ
紙
幣

は
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
に
入
り
き
ら
な
い
ほ
ど
の
厚
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
。『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
脚
本
を
読

む
と
、
レ
オ
ー
ナ
は
、
娘
時
代
に
両
親
に
死
な
れ
、
資
産
が
な
か
っ
た
た
め
、
働
き
に
出
て
、
年
下
の
三
人
の
兄
弟
姉
妹
を
育
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
女
性
で
あ
る
。
職
業
も
秘
書
で
あ
る
か
ら
、
け
っ
し
て
高
給
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
レ
オ
ー
ナ
は
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
と
の
食
事
の
場
所
と
し
て
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ハ
リ
ー
ズ
バ
ー
を
候
補
に
あ
げ
る
け

れ
ど
も
、
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
に
は
そ
の
支
払
い
能
力
が
な
い
と
い
う
や
り
と
り
に
、
こ
の
米
国
女
性
と
現
地
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
男
性

と
の
経
済
格
差
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
（pp. 99

─100

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
女
性
が
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
は
金
目
当
て
に
自

分
に
近
づ
い
た
の
だ
と
疑
う
の
は
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
中
庭
で
、
レ
オ
ー
ナ
が
パ
ー
テ
ィ
を
主
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
も
訪
れ
、
そ
こ
へ

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
の
息
子
が
、
宝
石
商
が
首
飾
り
の
残
金
の
支
払
い
を
求
め
て
い
る
と
い
っ
て
父
親
を
捜
し
に
訪
れ
、
さ
ら
に
、
レ

オ
ー
ナ
が
そ
の
金
額
を
支
払
お
う
と
し
て
、
リ
ラ
紙
幣
が
偽
金
だ
と
知
っ
た
あ
と
の
、
や
り
と
り
で
あ
る
。
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レ
オ
ー
ナ

「
ラ
ビ
オ
リ
を
食
べ
ろ
」
と
か
い
う
あ
の
話
を
わ
た
し
は
す
っ
か
り
真
に
受
け
て
い
た
。
今
で
も
真
に
受
け
よ
う
と
し
て

い
る
わ
。
で
も
、
あ
な
た
は
、
わ
た
し
な
ん
か
全
然
欲
し
く
な
か
っ
た
の
よ
。

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
は
。

レ
オ
ー
ナ

わ
た
し
で
は
な
く
て
、
お
金
だ
け
が
欲
し
か
っ
た
の
よ
。（pp. 152

─3

）

　

も
う
ひ
と
つ
、
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
が
レ
オ
ー
ナ
の
行
動
に
対
し
て
お
こ
な
う
批
判
を
読
ん
で
み
よ
う
。
こ
れ
は
米
国
人

観
客
へ
の
問
題
提
起
が
明
瞭
に
見
ら
れ
る
台
詞
で
あ
る
。

あ
な
た
自
身
が
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
さ
ん
を
捨
て
た
の
よ
。
あ
の
人
が
お
金
だ
け
を
欲
し
が
っ
た
で
す
っ
て
。
あ
な
た
が
そ
う
思

う
の
は
、
あ
な
た
自
身
が
お
金
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
て
、
自
分
の
こ
と
を
考
え
な
い
か
ら
よ
（H

e only w
ants 

m
oney? Y

ou think so because you think so m
uch of m

oney and so little of yourself

）。
わ
た
し
は
あ
な
た
よ

り
も
年
を
と
っ
て
い
る
。
あ
な
た
の
半
分
も
お
金
を
持
っ
て
い
な
い
。
で
も
、
わ
た
し
に
は
あ
な
た
の
二
倍
の
男
が
い
る
わ
。

わ
た
し
の
男
た
ち
は
お
金
の
こ
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
お
金
の
こ
と
を
考
え
な
い
か
ら
よ
（T

hey

［
＝M

y 

m
en

］do not think of m
oney because I do not think of m

oney
）。
そ
れ
に
、
何
年
か
経
っ
て
、
彼
ら
が
お
金
の
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こ
と
を
考
え
て
も
、
わ
た
し
は
彼
ら
を
捨
て
た
り
し
な
い
。（p. 159

）

こ
の
台
詞
に
は
、
米
国
人
女
主
人
公
の
物
質
主
義
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
こ
の
物
質
主
義
批

判
は
、
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
の
台
詞
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
。
女
主
人
公
は
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
か
ら
貰
っ
た
首
飾
り
を
思
い
出
の
品
と
し

て
米
国
へ
持
っ
て
帰
り
た
が
る
が
、
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
は
そ
の
願
望
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
を
批
判
す
る
。

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

あ
の
首
飾
り
に
は
、
い
や
な
思
い
出
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
売
り
主
に
返
し
て
し
ま
え
ば
…
…

レ
オ
ー
ナ

い
や
で
す
わ
。

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

そ
の
ま
ま
持
っ
て
い
る
と
…
…

レ
オ
ー
ナ

残
金
は
わ
た
し
が
払
い
ま
す
。

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

そ
ん
な
こ
と
を
さ
せ
る
わ
け
に
は
。

レ
オ
ー
ナ
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あ
な
た
が
欲
し
い
の
が
、
自
分
が
払
っ
た
お
金
な
の
な
ら
、
わ
た
し
が
そ
れ
を
…
…

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

ぜ
ん
ぜ
ん
違
い
ま
す
。

レ
オ
ー
ナ

わ
た
し
は
首
飾
り
が
欲
し
い
の
。

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

レ
オ
ー
ナ
さ
ん
！

レ
オ
ー
ナ

〔
泣
き
そ
う
に
な
り
な
が
ら
〕

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
何
か
た
し
か
な
モ
ノ
を
持
っ
て
帰
り
た
い
の
（I ’ve got to take som

ething hom
e from

 Europe

。

〔
背
を
向
け
る
〕

デ
ィ
・
ロ
ッ
シ

そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
手
で
さ
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
ね
（A

nd, of course, it m
ust be a 

som
ething you can touch

）。
さ
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
が
大
事
な
ん
だ
。
一
度
だ
け
、
た
っ
た
一
度
だ
け
だ
け
ど
、

あ
な
た
が
わ
た
し
を
疑
わ
な
か
っ
た
と
き
が
あ
っ
た
の
で
す
よ
。〔
回
り
込
ん
で
、
レ
オ
ー
ナ
の
顔
を
見
る
〕
そ
れ
は
、

わ
た
し
が
あ
な
た
に
首
飾
り
を
あ
げ
た
と
き
だ
。
わ
た
し
が
、
あ
な
た
に
贈
り
物
を
し
た
と
き
、
あ
な
た
が
手
で
さ
わ
れ

る
も
の
、
お
金
の
掛
か
っ
て
い
る
も
の
を
あ
げ
た
と
き
だ
。（p. 179
）
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こ
の
よ
う
に
、
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
と
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
の
台
詞
に
は
米
国
人
女
主
人
公
の
物
質
主
義
に
対
す
る
批
判
が
明

瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
劇
場
で
こ
の
芝
居
を
見
る
観
客
の
心
の
な
か
に
も
あ
り
そ
う
な
物
質
主
義
へ
の
批
判
と

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

三　

価
値
転
倒
の
場
と
し
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

　

映
画
『
旅
情
』
は
、
恋
愛
映
画
（
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
い
う
「
せ
つ
な
い
大
人
の
恋
」）
と
し
て
み
ご
と
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い

る
た
め
に
観
客
は
恋
愛
の
な
り
ゆ
き
だ
け
に
目
を
向
け
や
す
い
が
、
じ
つ
は
根
底
に
あ
っ
て
恋
愛
映
画
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の

が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
婚
制
度
と
恋
愛
と
に
関
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
的
（
と
作
り
手
が
見
な
し
て
い
る
）
理
念
お
よ
び
行

動
様
式
と
、
ア
メ
リ
カ
的
（
と
作
り
手
が
見
な
し
て
い
る
）
理
念
お
よ
び
行
動
様
式
と
あ
い
だ
の
鋭
い
対
立
で
あ
る
。
理
念
と
行

動
様
式
と
に
関
す
る
対
立
が
あ
ま
り
に
先
鋭
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
映
画
の
女
主
人
公
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
男
へ
の
身
体
的
・

心
理
的
な
吸
引
に
よ
っ
て
対
立
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
仮
に
、
理
念
と
行
動
様
式
と
を
「
文
化
」
と
呼
び
、
身
体

的
・
心
理
的
吸
引
を
「
恋
愛
」
と
呼
ぶ
な
ら
、
こ
の
映
画
で
は
、
女
主
人
公
の
体
現
す
る
「
文
化
」
と
、
恋
愛
相
手
の
男
の
体
現

す
る
「
文
化
」
と
が
激
し
く
衝
突
し
、
そ
れ
ら
衝
突
す
る
ふ
た
つ
の
「
文
化
」
は
「
恋
愛
」
に
よ
っ
て
結
合
不
可
能
な
ほ
ど
に
異

質
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
女
主
人
公
は
男
か
ら
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
映
画
は
、
表
面
的
に
は
、
う
ぶ
な
独
身

の
女
が
妻
子
あ
る
男
と
の
恋
愛
に
揺
れ
動
き
な
が
ら
変
化
し
た
り
成
長
し
た
り
す
る
、
あ
り
ふ
れ
た
パ
タ
ー
ン
の
映
画
で
あ
り
な
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が
ら
（
米
国
版
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
い
う
「
お
と
な
の
女
に
な
っ
て
国
に
戻
っ
た
」）、
恋
愛
を
成
就
さ
せ
な
い
原
因
が
、
つ
き
つ

め
れ
ば
ふ
た
つ
の
異
な
る
文
化
の
衝
突
で
あ
る
点
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
映
画
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
を
体
現
す
る
女
主
人

公
を
、
か
ぎ
り
な
く
異
質
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
文
化
の
な
か
に
投
げ
入
れ
、
女
主
人
公
の
（
そ
し
て
多
く
の
女
性
観
客
の
）
最
大
の

関
心
事
で
あ
る
恋
愛
と
結
婚
と
を
め
ぐ
っ
て
、
身
を
も
っ
て
文
化
衝
突
を
体
験
さ
せ
、
こ
の
文
化
障
壁
は
乗
り
越
え
不
可
能
で
あ

る
こ
と
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

戯
曲
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
映
画
『
旅
情
』
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
見
、
原
作
と
そ
の
映
画
化
と
は
す
で
に
い
え
な
い

ほ
ど
の
相
違
を
見
せ
な
が
ら
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
共
通
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　
『
旅
情
』
と
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
の
大
き
な
相
違
は
、
テ
ー
マ
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
た
め
の
対
立
点
の
相
違
で
あ
る
。『
旅

情
』
の
場
合
の
対
立
点
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
文
化
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
文
化
と
い
う
ふ
た
つ
の
文
化
の
あ
い
だ
の

恋
愛
・
結
婚
に
関
す
る
理
念
と
行
動
様
式
の
相
違
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
戯
曲
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
は
、
テ
ー
マ
を
浮
き

上
が
ら
せ
る
た
め
に
映
画
『
旅
情
』
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
対
立
点
を
用
意
し
て
い
た
。『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
対
立
点
は
、

倫
理
な
ら
び
に
金
・
モ
ノ
を
重
視
す
る
か
、
そ
れ
と
も
恋
愛
・
欲
望
な
ら
び
に
幸
福
・
ヒ
ト
（
愛
人
）
を
重
視
す
る
か
、
と
い
う

二
項
対
立
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
年
若
い
画
家
は
（
一
旦
は
欲
望
を
選
択
す
る
け
れ
ど
も
）
結
局
の
と
こ
ろ
倫
理
を
重
視
す
る

存
在
と
し
て
描
き
出
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
女
主
人
公
は
倫
理
と
金
・
モ
ノ
を
重
視
す
る
存
在
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
ふ

た
り
の
米
国
人
と
は
対
照
的
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
と
フ
ィ
オ
ー
ラ
は
恋
愛
・
欲
望
と
幸
福
・
ヒ
ト
（
愛
人
）

を
重
視
す
る
存
在
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。

　
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
を
、
劇
場
で
そ
れ
を
見
る
米
国
人
観
客
に
自
ら
の
価
値
観
に
関
す
る
問
い
直
し
を
迫
る
作
品
と
し
て
と
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ら
え
る
な
ら
（
そ
れ
は
正
し
い
把
握
で
あ
る
は
ず
だ
が
）、
作
者
を
代
弁
し
つ
つ
、
作
品
の
中
心
に
位
置
し
て
観
客
に
問
を
投
げ

か
け
て
い
る
登
場
人
物
は
、
じ
つ
は
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
フ
ィ
オ
ー
ラ
で
あ
る
。
こ
の
人
物
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
理

念
・
行
動
様
式
に
根
本
的
な
問
い
か
け
を
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
複
数
の
台
詞
か
ら
そ
の
核
心
だ
け
を
も
う
一
度
抜

き
出
し
て
並
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
登
場
人
物
の
台
詞
に
は
、
恋
愛
・
欲
望
と
幸
福
・
ヒ
ト
（
愛
人
）
を
重
視
せ
よ
と
い
う
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
が
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。

「
あ
な
た
方
ア
メ
リ
カ
人
は
、
ま
る
っ
き
り
実
行
不
可
能
な
道
徳
観
を
持
っ
て
い
る
。」

「
あ
な
た
た
ち
の
や
り
方
は
、
目
は
閉
じ
て
、
自
分
は
理
想
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
と
考
え
る
や
り
方
で
は
な
い
か
し
ら
。」

「
今
で
も
、
た
ぶ
ん
、
わ
た
し
の
方
が
あ
な
た
よ
り
幸
せ
ね
。」

「
わ
た
し
の
男
た
ち
は
お
金
の
こ
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
お
金
の
こ
と
を
考
え
な
い
か
ら
よ
。」

フ
ィ
オ
ー
ラ
の
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
デ
ィ
・
ロ
ッ
シ
の
つ
ぎ
の
連
続
す
る
ふ
た
つ
の
台
詞
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。

「
わ
た
し
た
ち
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、
い
や
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ま
さ
か
の
と
き
の
た
め
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に
蓄
え
て
お
く
、
と
い
い
ま
す
ね
。
お
金
な
ら
、
そ
れ
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
心
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を

す
る
ん
で
す
。」

「
時
の
流
れ
の
な
か
の
一
瞬
に
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
で
気
持
ち
が
通
い
合
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
大
き
か
っ
た
り
、
小
さ

か
っ
た
り
、
中
く
ら
い
だ
っ
た
り
す
る
け
れ
ど
、
気
持
ち
が
通
い
合
う
こ
と
が
ね
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
思
い
切
っ
て
そ
れ
に

賭
け
て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
っ
か
り
掴
ん
で
、
最
初
の
一
瞬
か
ら
始
め
て
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
そ
う
い
う
瞬
間
を

つ
く
り
だ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。」

　

と
こ
ろ
で
、
映
画
『
旅
情
』
で
は
、
最
終
的
に
、
女
主
人
公
が
主
体
的
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
男
と
の
恋
愛
関
係
を
清
算
す
る
の
だ

が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
演
劇
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
で
は
、
女
主
人
公
は
男
の
方
か
ら
関
係
を
清
算
さ
れ
て
し
ま
う
。
男
は

関
係
を
清
算
す
る
理
由
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

理
由
を
い
え
ば
、
わ
た
し
は
要
す
る
に
年
を
と
り
す
ぎ
て
い
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
年
を
と
り
す

ぎ
て
い
る
し
、
す
っ
か
り
疲
れ
て
い
る
。
あ
な
た
は
、
面
倒
す
ぎ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
一
生
は
長
く
な
い
の
で
す
。
こ
ん
ふ

う
に
議
論
し
た
り
、
説
明
し
た
り
、
納
得
さ
せ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
人
生
が
ま
す
ま
す
短
く
な
っ

て
し
ま
う
。
ほ
か
の
人
の
場
合
に
は
わ
た
し
も
慣
れ
て
い
る
。
金
が
な
か
っ
た
り
、
行
く
場
所
も
な
か
っ
た
り
、
ゴ
ン
ド
ラ

に
も
乗
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
で
も
、
レ
オ
ー
ナ
さ
ん
、
あ
な
た
の
場
合
に
は
、
あ
な
た
自
身
が
面
倒
で
、
し
か
も
面
倒
す
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ぎ
る
の
で
す
（w

ith you the com
plication is w

ith yourself and

─it is too m
uch

）。（p. 177

）

こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
を
体
現
す
る
（
と
書
き
手
が
見
て
い
る
）
登
場
人
物
の
態
度
へ
の
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
少

し
考
え
て
み
る
な
ら
、（
映
画
『
旅
情
』
で
）
女
主
人
公
の
側
が
恋
愛
関
係
を
清
算
す
る
か
、
そ
れ
と
も
（
戯
曲
『
カ
ッ
コ
ー
の

季
節
』
で
）
男
の
側
が
恋
愛
関
係
を
清
算
す
る
か
は
、
見
か
け
ほ
ど
重
要
な
相
違
で
は
な
い
。
こ
の
映
画
に
も
、
こ
の
戯
曲
に
も
、

恋
愛
は
ふ
た
つ
の
文
化
の
あ
い
だ
の
相
違
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
根
本
的
な
共
通
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
戯
曲
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
映
画
『
旅
情
』
に
お
い
て
─
─
き
わ
め
て
適
切
に
─
─
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
舞
台

と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
点
に
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
主
旨
が
、
ア
メ
リ
カ
文
化
（
と
書
き
手
が
見
な
し
て
い
る
も
の
）
の
特
徴
─
─
倫
理
的
理
想
な
ら
び

に
金
・
モ
ノ
の
重
視
─
─
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
観
客
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
文
化
（
＝
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ

ム
的
文
化
）
と
は
で
き
る
だ
け
正
反
対
の
文
化
と
対
照
さ
せ
る
の
が
効
果
的
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
女
主
人
公
の
つ
ぎ
の
ふ
た
つ

の
台
詞
を
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
文
化
環
境
が
背
景
と
し
て
最
高
な
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
、
自
分
が
こ
ん
な
に
違
っ
た
世
界
か
ら
来
た
人
間
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
の
（I didn ’t realize I cam

e from
 

such a different w
orld

）」（p. 98

）
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「
国
に
帰
り
た
い
。
こ
こ
は
間
違
っ
て
い
る
わ
。
あ
な
た
方
は
み
ん
な
間
違
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
が
正
し
い
の
よ

（I w
ant to go hom

e! It ’s w
rong here, you ’re all w

rong! A
nd I ’m

 right.

）」（p. 160

）

　

と
こ
ろ
で
、
倫
理
の
重
視
（m

oralism

）
を
英
国
か
ら
米
国
に
継
承
さ
れ
た
心
性
と
み
る
な
ら
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は

四
百
年
に
わ
た
る
、〈
堕
落
の
都
〉
と
し
て
の
表
象
が
伴
っ
て
い
る
。
す
で
に
十
六
世
紀
の
英
国
人
ロ
ジ
ャ
ー
・
ア
ス
カ
ム

（Roger A
scham

, c.1515

─1568

）
が
、
短
期
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
滞
在
体
験
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

わ
た
く
し
自
身
も
一
度
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
九
日
だ
け
だ
っ
た
こ
と
を
神
に
感
謝
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
わ
ず
か
な
滞
在
期
間
の
あ
い
だ
に
も
、
ひ
と
つ
の
都
市
で
、
わ
れ
ら
の
高
尚
な
都
市
ロ
ン
ド
ン
で
九
年
の

あ
い
だ
に
語
ら
れ
る
の
を
聞
い
た
よ
り
も
多
く
の
、
罪
を
犯
す
自
由
を
眼
に
し
た
。
そ
の
都
市
で
は
、
ま
っ
た
く
罰
せ
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
自
由
に
罪
を
犯
せ
る
ば
か
り
か
、
ロ
ン
ド
ン
で
人
が
靴
を
履
き
た
い
か
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ズ
を
履
き
た
い
か

を
決
め
て
咎
め
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
誰
も
そ
れ
に
注
目
し
な
い
。
そ
れ
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
宗

教
的
真
実
に
つ
い
て
我
ら
と
異
な
る
よ
う
に
、
生
き
方
の
誠
実
さ
に
つ
い
て
も
我
ら
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
…
…
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
滞
在
中
に
知
っ
た
こ
と
だ
が
、
一
家
に
四
、
五
人
の
兄
弟
が
い
る
場
合
に
、
ひ
と
り
だ
け
を
結
婚
さ
せ
、
残
り
全
員
は
、

豚
が
泥
の
な
か
で
転
げ
回
る
よ
う
に
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
淫
ら
な
生
き
方
を
し
て
、
恥
ず
か
し
が
り
も
し
な
い）
3
（

。

す
で
に
こ
の
と
き
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
お
友
達
」
に
溢
れ
た
町
と
表
象
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
や
や
具
体
的
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事
実
に
基
づ
く
な
ら
、
こ
の
十
六
世
初
頭
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
売
春
婦
の
数
を
、
同
時
代
の
年
代
記
作
者
マ
リ
ー
ノ
・
サ
ヌ
ー
ト

（M
arino Sanuto, 1466

─1536

）
は
一
一
、
六
五
四
人
と
記
録
し
て
い
た
。
人
口
の
一
割
近
い
女
性
た
ち
─
─
女
性
人
口
だ
け

で
い
え
ば
五
分
の
一
近
く
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
─
─
が
売
春
婦
、
い
わ
ば
「
町
全
体
が
売
春
宿
」
と
い
う
の
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に

つ
い
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
の
ひ
と
つ
で
あ
る）
4
（

。
こ
れ
が
、
期
間
の
長
さ
と
放
縦
さ
で
有
名
な
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
と
と
も

に
、
以
後
十
八
世
紀
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
地
域
の
男
た
ち
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
吸
引
し
た
重
要
な
原
因
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

　
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
で
は
、
米
国
人
女
主
人
公
と
米
国
人
画
家
が
、
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
女
主
人
な
ら
び
に
主
人
公
デ
ィ
・
ロ

ッ
シ
の
考
え
方
と
行
動
様
式
に
倫
理
的
〈
堕
落
〉
を
捉
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
〈
堕
落
の
都
〉
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
伝
統
的
な

表
象
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
映
画
『
旅
情
』
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
映
画
『
旅
情
』
の
場
合
に
は
、
視
覚
の
面
か
ら
、
冒
頭
で
、
女
主
人
公
に
イ
タ
リ
ア
本
土
か
ら
鉄
道
橋
を
越
え
て

島
の
町
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
入
ら
せ
、
次
い
で
乗
り
合
い
バ
ス
が
運
河
を
走
る
水
上
バ
ス
で
あ
る
こ
と
に
驚
ろ
く
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を

見
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
町
が
陸
上
の
他
の
町
と
は
視
覚
的
・
感
覚
的
に
転
倒
し
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
映
画
は
、
そ
の
視
覚
的
・
感
覚
的
転
倒
を
、
女
主
人
公
が
そ
の
後
に
経
験
し
て
ゆ
く
価
値
観
の
転
倒
の
象
徴
と
し
て

有
効
に
活
用
で
き
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
映
画
の
見
せ
る
よ
う
な
、
ア
メ
リ
カ
文
化
と
比
べ
て
文
化
の
転
倒
し
て
い
る
場
所
は
、

お
そ
ら
く
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
か
ぎ
ら
ず
、
イ
タ
リ
ア
各
地
に
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
覚
と
価
値
の
転
倒
を
ス
ク
リ

ー
ン
上
に
こ
れ
ほ
ど
効
果
的
に
見
せ
る
こ
と
の
で
き
る
町
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
措
い
て
他
に
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

映
画
『
旅
情
』
は
、
ペ
ン
シ
オ
ー
ネ
の
中
庭
だ
け
を
舞
台
と
し
て
展
開
さ
れ
る
演
劇
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
よ
り
も
、
は
る
か
に

有
効
に
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
活
用
し
た
と
い
え
る
。
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お
わ
り
に

　

こ
の
拙
論
で
は
、
戯
曲
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
そ
の
映
画
化
で
あ
る
『
旅
情
』
と
い
う
ふ
た
つ
の
作
品
を
、
と
り
わ
け
都
市

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
関
係
に
お
い
て
比
較
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

（
一
）
演
劇
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
場
で
、
甲
と
し
て
道
徳
お
よ
び
金
・
モ
ノ
を
優
先
す
る

米
国
人
の
男
女
、
乙
と
し
て
恋
愛
・
欲
望
お
よ
び
幸
福
・
ヒ
ト
を
優
先
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
男
女
を
登
場
さ
せ
、
甲
乙
の

葛
藤
を
見
せ
な
が
ら
、
米
国
人
観
客
に
自
分
た
ち
の
価
値
観
を
反
省
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

（
二
）
映
画
『
旅
情
』
は
、
原
作
の
テ
ー
マ
の
な
か
か
ら
、
Ａ
＝
金
・
モ
ノ
、
Ｂ
＝
幸
福
・
ヒ
ト
と
い
う
、
Ａ
Ｂ
ど
ち
ら
を
優

先
す
べ
き
か
と
い
う
一
面
は
切
り
捨
て
、
Ｃ
＝
道
徳
、
Ｄ
＝
恋
愛
・
欲
望
と
し
て
、
Ｃ
Ｄ
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
か
と
い

う
側
面
に
絞
り
込
ん
で
あ
る
。
こ
の
絞
り
込
み
に
よ
っ
て
、
映
画
『
旅
情
』
は
、
知
識
人
向
け
の
（
喜
劇
と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
）
問
題
劇
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
を
大
衆
向
け
の
恋
愛
映
画
へ
と
鮮
や
か
に
変
質
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
原
作
『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
場
合
に
も
映
画
『
旅
情
』
の
場
合
に
も
、
そ
の
舞
台
で
あ
る
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
都
市
は
、
英
米
文
化
の
な
か
で
長
ら
く
〈
堕
落
〉
の
都
と

し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
住
人
た
ち
も
ま
た
、〈
堕
落
〉
を
体
現
す
る
人
た
ち
と
み
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
こ
の
表
象
史
と
の
関
連
で
捉
え
る
と
、『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
と
『
旅
情
』
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
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（
一
）『
カ
ッ
コ
ー
の
季
節
』
の
な
か
で
、
清
教
徒
的
な
道
徳
優
先
主
義
・
物
質
優
先
主
義
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
や
や
図
式

的
に
描
き
出
さ
れ
る
米
国
人
男
女
に
と
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
考
え
方
も
慣
習
も
ま
っ
た
く
異
質
な
堕
落
し
た
社
会
で
あ

る
。「
自
分
が
こ
ん
な
に
違
っ
た
世
界
か
ら
来
た
人
間
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
女
主
人
公
の
台
詞
は
、
場
所
が
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
で
あ
る
か
ら
最
大
限
の
効
果
を
持
つ
。

（
二
）『
旅
情
』
の
女
主
人
公
も
、
こ
の
映
画
の
な
か
で
は
、
た
だ
単
に
妻
子
あ
る
男
と
恋
愛
関
係
に
入
り
、
そ
れ
を
維
持
す
べ

き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
堕
落
し
た
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
起
こ
る
た
め
に
、
そ
の

姦
通
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
自
分
が
堕
落
し
た
社
会
の
一
員
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
選
択
を
含
む
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

（
三
）
ま
た
、『
旅
情
』
の
場
合
に
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
所
と
し
て
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
主
人
公

側
か
ら
見
た
場
合
の
価
値
観
の
転
倒
し
た
社
会
を
、
水
陸
の
関
係
が
転
倒
し
て
い
る
（
バ
ス
が
水
上
を
運
行
す
る
）
視
覚
像

に
よ
っ
て
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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