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旧
著
探
訪
》

ゲ
オ
ル
ギ
ウ
『
二
十
五
時
』

ル
ー
マ
ニ
ア
の
作
家
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
の
小
説
『
二
十
五
時
』
は
、
先
ず
フ
ラ
ン
ス
語

で
一
九
四
九
年
に
刊
行
さ
れ
、
直
ち
に
大
評
判
を
と
っ
た
ら
し
く
、
翌
五
〇
年
に
は
筑
摩
書
房
か
ら
邦
訳

初
版
が
出
て
い
る
。
最
初
の
文
庫
化
は
一
九
六
〇
年
と
の
こ
と
だ
が
、
私
の
持
っ
て
い
る
角
川
文
庫
版
は

初
版
一
九
六
七
年
と
な
っ
て
い
る
。
私
が
実
際
に
読
ん
だ
の
は
随
分
と
遅
く
、
つ
い
最
近
の
こ
と
だ
が
、

こ
う
い
う
作
品
が
あ
る
こ
と
自
体
は
大
分
以
前
か
ら
知
っ
て
い
て
、
頭
の
片
隅
に
は
あ
っ
た
。
購
入
し
た

の
は
お
そ
ら
く
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
来
、「
い
つ
か
暇
が
で
き
た
ら
読
ん
で
み
た
い
」

と
思
い
つ
つ
、
敢
え
て
急
ぐ
必
要
も
感
じ
な
い
ま
ま
、
四
〇
年
近
く
「
積
ん
読
」
状
態
に
し
て
い
た
。
そ

う
い
う
古
い
本
を
引
っ
張
り
出
し
て
読
む
気
に
な
っ
た
の
は
、
定
年
退
職
後
に
多
少
は
暇
が
で
き
た
の
と
、

た
ま
た
ま
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
し
ま
っ
て
、
あ
ま
り
「
固
い
」
研
究
書
を
読
む
元
気
が
出
な
か
っ
た
た
め
、

病
床
に
寝
転
が
り
な
が
ら
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。

読
む
前
に
抱
い
て
い
た
漠
然
た
る
先
入
観
を
記
し
て
お
く
と
、
多
分
、
共
産
主
義
も
し
く
は
ス
タ
ー
リ

ニ
ズ
ム
を
批
判
し
た
本
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
想
定
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
元
来
出
版
さ
れ
た
戦
後
初
期
の

情
勢
で
は
強
烈
な
衝
撃
を
人
々
に
与
え
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
か
ら
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
そ
の
衝
撃
力

は
衰
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
呼
ん
だ
作

品
が
ど
う
い
う
意
味
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
で
、
一
応
読
ん
で
み
る
価

値
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ど
う
し
て
も
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
っ
た
気
が
し
て
い
た
。
実
際
に
読
ん
で
み
て
、
こ
の
予
感
は
大
き
く
は
外
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
読
ん
で
強
い
衝
撃
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
「
数
十
年
前

の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
は
衝
撃
だ
っ
た
ろ
う
な
あ
」
と
い
う
感
覚
を
呼
び
覚
ま
す
と
い
う
意
味
で
は
、
冷

戦
期
の
思
想
状
況
を
知
る
た
め
の
素
材
と
し
て
そ
れ
な
り
に
有
用
と
思
わ
れ
る
。
大
ま
か
な
感
想
は
こ
の

程
度
だ
が
、
と
も
か
く
思
い
浮
か
ん
だ
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
全
く
無
意
味
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
が
す
る
の
で
、
若
干
の
感
想
を
手
短
か
に
書
き
連
ね
て
み
た
い
。

哲
学
者
マ
ル
セ
ル
に
よ
る
序
文
や
訳
者
河
盛
好
蔵
の
あ
と
が
き
で
は
、
こ
の
小
説
は
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の

残
虐
と
ソ
連
の
残
虐
を
等
し
く
描
い
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
西
欧
文
明
自
体
の
危
機
を
反
映
し
て

お
り
、
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
に
と
っ
て
も
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
観
点
が
重
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
ま
と
め
方
は
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
そ
う
し
た
図
式
に
す
べ
て
が
綺
麗
に
お
さ
ま
る

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
も
そ
も
評
論
や
研
究
で
は
な
く
小
説
な
の
だ
か
ら
、
著
者
の
考
え
が
明
瞭
な
形
で
表
出
さ
れ
て
い
な

い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
主
要
登
場
人
物
の
一
人
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
・
コ
ル
ガ
は
フ
ラ
ン

ス
帰
り
の
ル
ー
マ
ニ
ア
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
思
索
の
内
容
を
あ
ち
こ
ち
で
披
瀝
し
て
い
る
か
ら
、
彼
の

思
想
を
著
者
自
身
の
も
の
と
同
一
視
で
き
る
な
ら
、
そ
こ
に
著
者
の
歴
史
観
の
よ
う
な
も
の
を
読
み
取
る

こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
の
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
は
主
要
登

場
人
物
の
一
人
で
あ
る
と
は
い
え
、
本
書
の
全
体
が
彼
の
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ト

ラ
イ
ア
ロ
ン
の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
起
き
て
い
る
出
来
事
も
詳
し
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
出
来
事
と
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
の
思
想
的
考
察
が
ど
う
関
連
す
る
の
か
は
、
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。

と
り
あ
え
ず
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
の
思
考
の
概
要
を
簡
単
に
確
認
す
る
な
ら
、
西
欧
文
明
の
危
機
、
と
り
わ
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け
技
術
社
会
化
の
自
己
目
的
的
な
進
行
―
―
「
技
術
奴
隷
」
と
い
う
印
象
的
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
―

―
に
よ
り
、
人
間
が
技
術
に
隷
属
し
、
精
神
が
失
わ
れ
て
い
く
趨
勢
が
極
点
に
ま
で
達
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
い
う
の
が
彼
の
現
状
認
識
で
あ
る
。
『
二
十
五
時
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
ト
ラ
イ
ア
ン
が
執

筆
し
つ
つ
あ
る
小
説
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
救
済
の
試
み
が
無
効
に
な
る
時

間
」
で
あ
り
、
メ
シ
ア
の
降
臨
を
も
っ
て
し
て
も
何
も
解
決
さ
れ
ず
、
「
最
後
の
時
間
で
は
な
く
、
最
後

の
時
間
の
一
時
間
後
」
だ
と
い
う
（
七
五
頁
）
。

近
代
西
欧
文
明
が
そ
の
高
度
な
発
展
の
末
に
一
種
の
危
機
に
立
ち
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る

感
覚
は
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
各
種
の
思
想
家
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
と
っ
て
み
れ
ば
特

に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
小
説
の
発
表
さ
れ
た
の
が
大
戦
後
間
も
な
い
時
期
で
あ
り
、

大
量
残
虐
行
為
を
多
く
の
人
が
目
撃
し
た
記
憶
の
さ
め
や
ら
な
い
時
代
だ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
冷
戦
胎
動

の
中
で
核
兵
器
の
大
量
使
用
で
人
類
絶
滅
さ
え
も
起
き
か
ね
な
い
と
受
け
止
め
ら
れ
る
状
況
が
あ
っ
た
こ

と
を
思
え
ば
、
こ
の
危
機
感
に
は
そ
れ
な
り
に
切
迫
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
が
刊
行

後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
世
界
中
で
話
題
の
書
と
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
時
代
状
況
の
せ
い
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
は
詩
人
を
自
認
し
て
お
り
、
彼
の
思
想
は
分
析
的
と
い
う
よ
り
も
直
観
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
主
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の
知
識
人
と
い
う

彼
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
し
て
、
主
と
し
て
西
欧
諸
国
の
趨
勢
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
自
身
は
ル

ー
マ
ニ
ア
で
生
ま
れ
育
ち
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
後
は
故
国
に
戻
っ
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の

こ
と
も
念
頭
に
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
具
体
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
彼
が

自
分
の
思
想
を
開
陳
し
た
個
所
に
は
、
「
機
械
的
逮
捕
」
「
機
械
的
な
刑
の
執
行
」
「
強
制
収
容
所
」
「
み

な
殺
し
」
「
五
年
計
画
」
「
民
族
絶
滅
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
も
出
て
き
て
（
七
一
‐
七
三
頁
）
、
こ
れ
ら
の

語
は
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
や
ソ
連
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
あ
く

ま
で
も
ご
く
断
片
的
な
言
及
に
と
ど
ま
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
た
る
発
生
源
と
し
て
進
行
し
て
き
た
技

術
社
会
化
の
趨
勢
と
ナ
チ
ズ
ム
な
り
共
産
主
義
な
り
が
ど
う
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て

い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
小
説
と
し
て
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、
読
者
が
こ
こ
に
過
度
の
含
意
を
読
み
込
む

と
、
本
来
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
ま
で
読
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
う
し
て
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
の
思
考
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
限
り
、
ル
ー
マ
ニ
ア
な
り
、
ド
イ
ツ
な
り
、
ソ

連
な
り
の
動
向
に
つ
い
て
の
考
え
は
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
長
編
小
説
は
、
彼
以
外
の

多
く
の
登
場
人
物
を
あ
ち
こ
ち
に
配
置
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
過
酷
な
運
命
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
。

そ
う
し
た
個
所
の
迫
真
の
描
写
が
本
書
の
評
判
を
高
い
も
の
と
し
た
一
因
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
ト
ラ

イ
ア
ロ
ン
以
外
の
登
場
人
物
―
―
代
表
的
に
は
ヨ
ハ
ン
・
モ
リ
ッ
ツ
と
い
う
農
夫
お
よ
び
彼
を
取
り
巻
く

人
々
―
―
の
多
く
は
知
識
人
で
は
な
く
、
哲
学
的
思
索
に
ふ
け
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
彼
ら
が
自
ら
の
苦

難
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
っ
た
叙
述
が
な
い
。
耐
え
難
い
苦
難
を
経
験
し

つ
つ
も
、
そ
れ
を
一
種
の
運
命
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
、
諦
観
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
ら

れ
る
個
所
も
あ
る
。
と
も
か
く
、
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
の
歴
史
観
が
他
の
登
場
人
物
の
苦
難
の
経
験
を
説
明
す

る
と
い
う
関
係
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
の
小
説
の
主
要
な
舞
台
は
、
初
め
の
う
ち
は
ル
ー
マ
ニ
ア
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
登
場
人
物
の
地
理
的

移
動
に
伴
っ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
へ
と
移
っ
て
い
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
も
、

当
時
の
国
際
関
係
史
の
大
枠
の
中
で
は
い
わ
ゆ
る
枢
軸
陣
営
に
属
し
て
い
た
が
、
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
と
完
全
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に
一
体
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
国
間
に
複
雑
な
駆
け
引
き
や
対
立
の
要
素
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
本
書
に
も
あ
る
程
度
影
を
落
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
本
書
の
興
味
深
い
点
の
一
要
素
だ
が
、
そ
う
し
た

局
面
で
登
場
す
る
人
々
の
大
半
は
知
識
人
で
は
な
く
、
複
雑
な
国
際
関
係
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

ル
ー
マ
ニ
ア
お
よ
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
は
本
書
の
中
心
テ
ー
マ
の
一
つ
だ
が
、
そ
れ
は

ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
ら
の
国
に
も
と
か
ら
あ
っ
た
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
が
戦
時
情
勢
下
で
強
烈
に
噴
出
し
た
も
の
か
と
い
う
問
い
が
読
書
の
頭
に
浮
か
ぶ
。
ま
た
、
ユ

ダ
ヤ
人
に
限
ら
ず
各
種
の
迫
害
に
遭
っ
た
人
た
ち
に
対
す
る
下
級
権
力
者
の
横
柄
で
残
忍
な
態
度
は
、
ナ

チ
ズ
ム
そ
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
体
制
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
か
、
そ
れ
と
も
貧
困
な
国
々

に
お
け
る
末
端
権
力
者
が
し
ば
し
ば
陥
り
が
ち
な
一
般
的
傾
向
な
の
か
と
い
っ
た
問
い
も
思
い
浮
か
ぶ
。

小
説
で
あ
る
以
上
、
そ
う
し
た
問
い
に
関
す
る
考
察
が
な
い
の
は
驚
く
に
値
し
な
い
が
、
読
ん
で
い
て
感

じ
る
の
は
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
暴
虐
の
大
半
は
、
殊
更
に
「
高
度
に
発
達
し
た
西
欧
文
明
の
危
機
」

と
関
連
付
け
ら
れ
る
必
然
性
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
西
欧
よ

り
も
ず
っ
と
遅
れ
た
東
欧
な
ら
で
は
の
非
文
明
性
の
あ
ら
わ
れ
」
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
読
者
に

植
え
付
け
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

小
説
の
舞
台
に
つ
い
て
は
い
ま
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
ソ
連
は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

大
戦
末
期
以
降
に
な
る
と
、
ソ
連
軍
の
進
撃
と
い
う
テ
ー
マ
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
東
か
ら
押
し
寄
せ
て
き
た
蛮
族
と
し
て
の
ロ
シ
ア
人
の
野
獣
的
性
格
―
―

ひ
た
す
ら
女
性
た
ち
を
レ
イ
プ
し
、
暴
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
振
る
い
続
け
る
―
―
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。
こ
の
時
期
の
ソ
連
軍
が
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
ド
イ
ツ
な
ど
で
そ
う
し
た
行
為
を
大
量
に
繰
り
広
げ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
に
多
く
の
証
言
が
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
事
実
な
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
あ
る
民
族
を
丸
ご
と
「
ひ
た
す
ら
野
獣
的
欲
望
に
駆
り
立
て
ら
れ

た
野
蛮
人
」
と
い
う
風
に
だ
け
描
き
出
す
叙
述
は
―
―
知
識
人
で
な
い
登
場
人
物
が
素
朴
に
い
だ
い
た
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
い
う
意
味
で
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
読
者
が
そ
れ
を
批
判
し
て
も
始
ま
ら
な
い
の
だ

が
―
―
、
読
ん
で
い
て
辟
易
さ
せ
ら
れ
る
。
敢
え
て
蛇
足
的
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
る
な
ら
、
長
き
に
わ

た
っ
た
総
力
戦
争
の
末
期
、
つ
ま
り
大
量
暴
力
の
発
動
が
日
常
と
化
し
た
時
期
を
経
た
後
に
、
初
期
の
負

け
戦
で
国
土
の
蹂
躙
を
堪
え
忍
ん
で
き
た
人
た
ち
が
、
つ
い
に
や
っ
て
き
た
勝
利
の
局
面
で
、
そ
れ
ま
で

の
鬱
憤
を
一
挙
に
爆
発
さ
せ
る
な
か
で
、
勝
者
の
驕
り
―
―
そ
れ
は
つ
い
昨
日
ま
で
敗
者
・
劣
等
者
と
し

て
見
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
―
―
が
最
悪
の
形
で
露
呈
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
こ
こ
で
は
「
ロ
シ
ア
人
」
の
野
蛮
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
共
産
主
義
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
書
は
共
産
主
義
批
判
の
書
と
し
て
長
ら
く
読
ま
れ
て
き

た
は
ず
だ
が
、
実
は
共
産
主
義
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
も
そ
も
ソ
連
と
い
う
国
自

体
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
の
妻
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
の
言
葉
と

し
て
、
ロ
シ
ア
は
人
間
社
会
を
機
械
と
化
し
た
が
、
そ
れ
は
西
欧
か
ら
学
び
、
西
欧
を
真
似
た
も
の
だ
、

ロ
シ
ア
が
共
産
主
義
に
も
た
ら
し
た
の
は
狂
信
と
野
蛮
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
西
欧
由
来
だ

と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
（
五
二
四
‐
五
二
五
頁
）
。
こ
れ
は
欧
米
で
相
当
程
度
に
広
ま
っ
て
い
る
見
解
を
極

端
化
し
て
言
い
表
し
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
見
方
が
あ
る
こ
と
自
体
は
驚
く
に
値
し
な
い
が
、
と
に
か
く

こ
れ
は
共
産
主
義
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
浅
い
理
解
に
と
ど
ま
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

戦
後
期
に
な
る
と
、
占
領
軍
の
中
心
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ

こ
で
は
、
「
西
欧
文
明
の
危
機
」
「
技
術
社
会
化
」
と
い
う
観
点
が
再
び
出
て
き
て
い
る
（
そ
の
一
つ
の
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理
由
は
、
ト
ラ
イ
ア
ロ
ン
お
よ
び
彼
の
妻
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
が
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
）
。
占
領
軍
の
管
轄
下

に
入
っ
た
人
々
に
対
す
る
機
械
的
な
対
応
が
人
間
性
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
批
判
的
に
描
か
れ
た
り
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
批
判
と
ロ
シ
ア
人
の
「
狂
信
と
野
蛮
」
へ
の
憎
悪
と
が
同
一
次
元
に
お
か
れ

て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
末
尾
の
あ
た
り
で
、
ヨ

ハ
ン
・
モ
リ
ッ
ツ
と
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
が
思
い
が
け
な
い
形
で
出
会
う
個
所
の
描
写
は
両
義
的
で
、
真
意
を

つ
か
み
に
く
い
が
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
批
判
的
に
距
離
を
と
る
知
識
人
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
と
、
野
蛮
な
ロ

シ
ア
と
戦
う
た
め
に
米
軍
に
外
人
義
勇
兵
と
し
て
志
願
す
る
農
夫
ヨ
ハ
ン
の
乖
離
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

全
体
と
し
て
、
本
書
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
小
説
で
あ
る
以
上
、
あ
る
特
定
の
主
張
を
示
す
必
要
は
な
く
、
い
ろ
ん
な
出
来
事
を
描
き
、
い
ろ
ん

な
登
場
人
物
の
感
覚
や
思
考
を
描
け
ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
は
単
な
る
蛇
足
で
あ
る
。

冷
戦
期
の
知
識
人
、
と
い
っ
て
も
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
が
、
そ
の
中
で
小
さ
く
な
い
位
置
を
占
め
て
い

た
「
進
歩
派
」
の
人
々
の
思
考
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
ソ
連
に
与
す
る
気
に
は
な
れ
ず
、
ソ
連
社
会
の

負
の
側
面
も
知
り
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
万
歳
」
と
い
う
気
に
も
な
れ
ず
、
双
方
に
対

し
て
批
判
の
眼
差
し
を
向
け
る
―
―
ま
た
そ
こ
に
共
通
の
背
景
と
し
て
「
現
代
西
欧
文
明
の
危
機
」
を
見

る
―
―
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
先
に
触
れ
た
マ
ル
セ
ル
の
序
文
や
河
盛
好
蔵
の
あ
と
が

き
な
ど
に
も
、
そ
う
し
た
感
覚
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
連
解
体
後
に
急
増
し
た
言
説
と
し
て
「
か

つ
て
の
進
歩
派
は
親
ソ
で
あ
り
、
ソ
連
を
美
化
し
て
い
た
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ

り
、
む
し
ろ
米
ソ
双
方
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
の
方
が
「
進
歩
派
」
の
多
数
派
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
だ
が
、
ソ
連
最
末
期
以
降
に
急
激
に
強
ま
っ
た
感
覚
は
、
「
い
く
ら
ど
ち
ら
も
問
題
が
あ
る
と

は
い
っ
て
も
、
ソ
連
側
の
方
が
は
る
か
に
ひ
ど
く
、
い
わ
ば
絶
対
悪
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
西
側
が

勝
つ
べ
く
し
て
勝
っ
た
の
だ
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
小
説
の
末
尾
で
ヨ
ハ
ン
と
会
っ
た
エ
レ
オ
ノ

ー
ラ
の
感
覚
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
〇
一
四
年
五
月
）

《旧著探訪》 ゲオルギウ『二十五時』


