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あ
と
が
き

わ
た
し
は
一
介
の
ス
ペ
イ
ン
文
学
研
究
者
で
あ
り
、
元
来
、
ス
ペ
イ
ン
史
に
は
疎
か
っ
た
。
そ
れ
が
ス
ペ
イ
ン
史
の
大

家
で
あ
る
、
ア
メ
リ
コ
・
カ
ス
ト
ロ
に
関
心
を
も
ち
、
そ
の
主
要
作
品
を
翻
訳
す
る
な
か
で
、
次
第
に
文
学
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
歴
史
の
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
学
生
時
代
か
ら
、
わ
た
し
に
と
っ
て
ス
ペ
イ
ン
文
学
の
最

高
峰
は
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
で
あ
り
、
カ
ス
ト
ロ
は
あ
く
ま
で
も
『
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
思
想
』
の

著
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
は
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
論
の
「
ア
ル
フ
ァ
ー
に
し
て
オ
メ
ガ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
こ

そ
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
知
の
全
て
が
あ
る
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
学
卒
業
後
の
ス
ペ
イ
ン
留
学
を
機
に
、

カ
ス
ト
ロ
の
他
の
著
作
を
読
む
に
つ
れ
、
次
第
に
彼
の
ス
ペ
イ
ン
史
理
解
の
な
か
で
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
み
な
ら
ず
、
い
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わ
ゆ
る
ス
ペ
イ
ン
黄
金
世
紀
文
学
の
綺
羅
星
た
る
大
作
家
た
ち
（
最
初
に
セ
ル
バ
ン
テ
ス
と
の
関
連
で
関
心
を
も
っ
た
の

が
、
ト
レ
ー
ド
詩
人
の
ガ
ル
シ
ラ
ー
ソ
・
デ
・
ラ
・
ベ
ー
ガ
で
あ
っ
た
）
が
、
生
き
た
存
在
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
し
て

い
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
古
典
文
学
と
い
う
、
日
頃
の
日
常
生
活
と
は
全
く
無
縁
の
、
学
問
研
究
上
の
分
野
が
、
俄
然
、
人
生

に
お
け
る
意
味
を
も
っ
て
き
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
つ
ま
り
カ
ス
ト
ロ
の
視
点
を
通
し
て
、
今
ま
で
単
な
る
知
識
と
し
て

し
か
な
か
っ
た
古
典
作
家
た
ち
が
、
血
の
通
っ
た
生
き
た
存
在
と
し
て
蘇
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
思
い
で
あ
っ
た
。
彼
ら

が
各
々
、
自
ら
の
置
か
れ
た
困
難
な
状
況
の
な
か
で
、
生
き
抜
い
て
い
っ
た
足
跡
を
、
作
品
を
通
し
て
追
体
験
す
る
こ
と

で
、
人
間
に
普
遍
的
な
体
験
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
学
的
経
験
が
、
生
活
の

不
可
欠
な
一
部
と
し
て
存
在
し
う
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
カ
ス
ト
ロ
が
、
歴
史
と
文
学
を
厳
格
に
分
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
と
も
に
人
間
の
生
の
あ
り
よ
う
を
描
く
も
の
と

し
て
、
両
者
を
一
体
的
に
捉
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
は
厳
密
科
学
で
は
な
く
、
生
き
た
人
間
を
映
し
出

す
文
学
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
こ
そ
、
カ
ス
ト
ロ
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
作
家
的
な
、
小
説
的
想
像

力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
生
の
実
相
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
、
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
言
語
、
年
代
記
、
文
学
、
伝
説
、

民
俗
、
格
言
、
こ
と
わ
ざ
、
挿
話
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
表
象
を
活
用
す
る
こ
と
に
何
の
躊
躇
も
な
か
っ
た
。
た

だ
抽
象
的
な
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
型
に
は
ま
っ
た
も
の
を
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
そ
こ
に
当
て
は
め
る
こ
と
だ

け
は
決
し
て
容
認
し
な
か
っ
た
。
カ
ス
ト
ロ
流
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
純
粋
な
思
想
と
し
て
の
エ
ラ
ス
ム
ス
主
義
が
ス
ペ

イ
ン
に
根
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
人
間
と
し
て
の
エ
ラ
ス
ム
ス
主
義
者
は
存
在
し
た
。
つ
ま
り
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
追

求
し
た
理
想
に
共
鳴
し
、
そ
れ
を
武
器
と
し
て
自
ら
を
救
い
出
そ
う
と
し
た
人
間
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
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ラ
ス
ム
ス
主
義
が
異
端
視
さ
れ
て
排
除
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
所
詮
、
外
来
の
、
輸
入
さ
れ
た
思
想
で
あ
っ
て
土
着
的
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
に
と
っ
て
土
着
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
的
現
実
に
根
ざ

し
た
も
の
し
か
永
続
性
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
深
く
探
る
こ
と
が
、
カ
ス
ト
ロ
史
学
の
究
極
の
目
的

で
あ
っ
た
。

カ
ス
ト
ロ
が
生
涯
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
の
は
、
真
に
〈
ス
ペ
イ
ン
的
な
る
も
の
と
は
何
か
〉〈
わ
れ
わ
れ

ス
ペ
イ
ン
人
と
は
何
者
か
〉
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
性
を
意
味
す
る
〈
エ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ル
〉
と
い

う
言
葉
そ
の
も
の
の
起
源
を
問
題
に
し
た
が
、
一
部
の
学
者
（
た
と
え
ば
Ｒ
・
ラ
ペ
ー
サ
）
を
除
い
て
、
誰
も
問
題
に
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
大
多
数
の
人
々
が
、
ス
ペ
イ
ン
的
な
る
も
の
な
ど
、
改
め
て
問
い
た
だ
す
ま
で
も
な
い
と
考
え
、
原

初
の
時
代
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
未
来
永
劫
、
変
ら
ぬ
普
遍
的
な
資
質
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
、
国
民
神
話
（
永

遠
の
ス
ペ
イ
ン
人
、
ホ
モ
・
ヒ
ス
パ
ヌ
ス
）
に
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
慣
れ
親
し
み
、
凝
り
固
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
正
に
蟷
螂
の
斧
の
ご
と
く
、
ペ
ン
ひ
と
つ
で
独
り
立
ち
向
か
っ
た
の
が
ア
メ
リ
コ
・
カ
ス
ト
ロ
で
あ
っ
た
。

ス
ペ
イ
ン
語
、
ス
ペ
イ
ン
人
を
表
わ
す
〈
エ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ル
〉
の
起
源
が
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
に
あ
り
、
本
来
の
ス
ペ
イ

ン
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
に
は
ま
さ
に
晴
天
の
霹
靂
で
あ
り
、
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
意
味
が
つ

か
め
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
、
レ
コ
ン
キ
ス
タ
の
趨
勢
が
決
し
、
イ
ス
ラ
ム
勢
力
が
弱
体
化
し
た
十
二
、
十
三
世
紀

に
、
ス
ペ
イ
ン
人
と
称
さ
れ
る
人
々
は
未
だ
に
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
、
思
い
も
よ
ら
ぬ

こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
ど
う
い
う
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
単
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
戦
っ
た
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
人
、
ア
ラ
ゴ
ン
人
、
ガ
リ
シ
ア
人
、
ナ
バ
ー
ラ
人
な
ど
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
各
々
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が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
対
抗
勢
力
と
し
て
、
複
数
の
キ
リ
ス
ト
教
王
国
と
し
て
分
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
十

二
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
文
学
最
古
の
叙
事
詩
『
わ
が
シ
ッ
ド
の
歌
』
や
、
十
三
世
紀
に
『
聖
人
伝
』
を
書
い
た
ベ
ル
セ
オ
が

裏
書
き
し
て
い
る
こ
と
で
、
決
し
て
カ
ス
ト
ロ
の
単
な
る
思
い
つ
き
、
想
像
の
産
物
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
作
品
に
は
、

当
時
の
人
々
の
歴
史
的
あ
り
よ
う
が
、
実
体
と
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
歴
史
的
現
実
で
あ
っ
て
、
カ
ス

ト
ロ
が
真
に
追
い
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ス
ト
ロ
史
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
〈
生
の
住
処
〉
や
〈
生
き
様
〉
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
現
実
の
背
後
に
あ
っ
て
、

い
か
な
る
個
人
や
民
族
に
も
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
存
在
に
気
づ
く
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
に
関
わ

る
実
存
的
な
概
念
で
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
偏
に
想
像
力
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
感
じ

取
る
に
は
文
学
的
セ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。
カ
ス
ト
ロ
に
反
対
す
る
人
々
は
、
こ
う
し
た
概
念
こ
そ
抽
象
的
で
あ
り
、
資

料
的
根
拠
が
な
い
と
し
て
、
全
面
的
に
否
定
す
る
。
最
初
か
ら
取
り
合
お
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た

人
々
で
す
ら
、
歴
史
を
生
き
た
人
々
の
生
の
有
り
様
を
探
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
歴

史
（
物
語
）
を
ひ
た
す
ら
科
学
の
枠
や
、
抽
象
的
概
念
に
嵌
め
込
も
う
と
し
て
、
先
験
的
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
）
な
か
た
ち

で
問
題
を
設
定
し
、
す
で
に
予
定
さ
れ
た
既
定
の
結
論
に
導
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
既
存
の
文
学
史
や
歴

史
書
の
記
述
に
従
っ
て
、
ガ
ル
シ
ラ
ー
ソ
の
詩
は
ル
ネ
サ
ン
ス
的
だ
と
か
、
ゴ
ン
ゴ
ラ
や
ケ
ベ
ー
ド
の
詩
は
バ
ロ
ッ
ク
的

だ
と
か
、『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
は
単
な
る
滑
稽
小
説
だ
と
か
、
マ
テ
オ
・
ア
レ
マ
ン
の
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
は
対
抗
宗
教

改
革
の
産
物
だ
と
し
て
簡
単
に
片
付
け
て
し
ま
う
態
度
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
十
六
世
紀
初
頭
に
、
カ
ス
テ
ィ

ー
リ
ャ
諸
都
市
に
お
い
て
起
き
た
コ
ム
ネ
ー
ロ
ス
の
乱
を
、
王
権
と
抑
圧
さ
れ
た
市
民
の
間
の
最
初
の
市
民
革
命
だ
と
か
、
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民
主
主
義
の
萌
芽
な
ど
と
規
定
し
て
、
極
め
て
複
雑
な
人
間
的
事
象
を
、
す
で
に
あ
る
範
疇
に
嵌
め
込
ん
で
、
理
解
し
た

つ
も
り
に
な
る
と
い
う
の
も
そ
う
し
た
思
考
法
で
あ
る
。
資
料
や
デ
ー
タ
を
い
く
ら
積
み
上
げ
て
も
、
皇
帝
に
刃
向
か
っ

た
コ
ム
ネ
ー
ロ
ス
の
兄
を
も
っ
た
ガ
ル
シ
ラ
ー
ソ
の
詩
そ
の
も
の
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
古
典
的
に
し
て
近
代
的
な
、
そ
し

て
極
め
て
実
存
的
な
自
由
へ
の
熱
望
や
苦
悩
、
肉
親
へ
の
思
い
や
り
と
失
望
と
い
う
、
極
め
て
人
間
的
側
面
を
感
じ
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
彼
を
取
り
巻
く
宮
廷
と
い
う
も
の
の
存
在
の
意
味
と
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
窮
屈
な
環
境
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
間
の
生
の
声
を
、
ひ
と
つ
の
様
式
で
あ
る
〈
ル
ネ

サ
ン
ス
的
〉
な
詩
の
背
後
か
ら
感
じ
取
ら
ね
ば
、
と
う
て
い
な
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ガ
ル
シ
ラ
ー
ソ
の
〈
生

の
住
処
〉
と
、
そ
の
機
能
で
あ
る
〈
生
き
様
〉
に
、
文
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
か
の
ト
レ
ー
ド

詩
人
が
な
ぜ
、
主
君
た
る
皇
帝
カ
ル
ロ
ス
五
世
の
理
解
し
得
ぬ
ラ
テ
ン
詩
（『
オ
ー
ド
三
』）
で
、
彼
の
残
虐
さ
を
な
じ
る

よ
う
な
詩
を
書
い
て
、
内
な
る
反
逆
を
試
み
た
の
か
、
ま
た
牧
歌
と
い
う
伝
統
的
・
古
典
的
な
詩
型
で
、
自
ら
の
挫
折
し

た
愛
の
苦
悩
と
、
自
ら
を
救
っ
て
く
れ
た
刎
頸
の
友
た
る
第
三
代
ア
ル
バ
侯
爵
ド
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ア
ル
バ
レ
ス
・

デ
・
ト
レ
ー
ド
と
の
友
情
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
（『
牧
歌
三
』）、
そ
う
し
た
部
分
を
知
っ
た
と
き
、
初
め
て

筆
者
に
は
ガ
ル
シ
ラ
ー
ソ
と
い
う
人
物
が
、
文
学
史
の
な
か
の
味
気
な
い
存
在
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
血
肉
を
も
っ
た

人
間
、
普
遍
的
な
人
間
的
価
値
を
も
っ
た
存
在
へ
変
容
し
て
い
っ
た
。
旧
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
高
貴
な
血
筋
の
詩
人
で
あ

っ
た
ガ
ル
シ
ラ
ー
ソ
の
反
逆
的
姿
勢
は
、
カ
ス
ト
ロ
の
説
く
よ
う
な
、
ス
ペ
イ
ン
史
を
彩
る
、
新
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
コ
ン

ベ
ル
ソ
）
た
ち
が
抱
い
た
反
体
制
的
意
識
や
、
異
端
審
問
に
反
対
す
る
反
権
力
的
な
そ
れ
（
コ
ム
ネ
ー
ロ
ス
の
乱
は
そ
こ

に
根
本
的
な
原
因
が
あ
っ
た
）
と
も
一
線
を
画
す
が
、
そ
れ
で
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
血
統
の
善
し
悪
し
と
は
無
縁
な
、


