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序
文
　
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
本

ネ
イ
サ
ン
・
ウ
ォ
デ
ル

一
九
四
八
年
一
〇
月
二
二
日
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
（
セ
ッ
カ
ー
＆
ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
社
の
）
出
版
者
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・

ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
に
宛
て
て
、
執
筆
中
の
本
の
原
稿
が
「
恐
ろ
し
く
長
い
」
だ
け
で
な
く
、「
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
」
と
主
張

し
た
（C

W
, 19, pp. 456, 457

）。
さ
ら
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、「
こ
の
本
に
は
満
足
し
て
い
な
い
」
が
、「
絶
対
的
な
不
満
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
」（C

W
, 19, p. 457

）
と
付
け
加
え
た
。
問
題
の
本
は
『
一
九
八
四
年
』（
一
九
四
九
）
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
は
、
約

二
カ
月
後
に
原
稿
の
報
告
書
を
書
い
た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
今
ま
で
読
ん
だ
中
で
最
も
恐
ろ
し
い
本
の
一
つ
で
あ
る
。（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
）
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
残
酷
さ
が
、
人
生
を
見
つ

め
、
そ
れ
が
い
っ
そ
う
耐
え
難
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
考
え
る
者
に
引
き
継
が
れ
た
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン

の
『
鉄
の
踵
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
迫
真
性
と
恐
怖
で
は
、
そ
の
か
な
り
重
要
な
作
家
を
凌
駕
し
て
い
る
。
オ

ー
ウ
ェ
ル
に
は
希
望
が
な
い
、
少
な
く
と
も
読
者
に
希
望
―
―
ロ
ウ
ソ
ク
の
か
そ
け
き
光
ほ
ど
の
希
望
す
ら
も
許
し
て
い
な
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い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
救
済
な
き
悲
観
主
義
の
研
究
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
『
一
九
八
四
年
』
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
る
な

ら
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
る
以
外
に
、
救
い
は
な
い
だ
ろ
う
。 

（C
W

, 19, p. 479

）

ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
は
自
ら
書
い
た
、
広
範
か
つ
概
し
て
肯
定
的
な
『
一
九
八
四
年
』
の
報
告
書
が
、
こ
の
「
偉
大
な
本
」
で
オ
ー
ウ
ェ

ル
が
「
始
動
さ
せ
た
」「
巨
大
な
思
想
の
動
き
を
ほ
と
ん
ど
」
伝
え
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ォ
ー
バ
ー

グ
は
こ
の
小
説
に
心
を
痛
め
、「
今
後
何
年
も
こ
の
よ
う
な
小
説
を
読
ま
ず
に
済
む
よ
う
に
」（C

W
, 19, p. 481

）
と
祈
っ
た
。
同
じ

く
セ
ッ
カ
ー
＆
ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
社
の
重
役
で
あ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
フ
ァ
ラ
ー
は
、『
一
九
八
四
年
』
は
「
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
力
と

作
家
と
し
て
の
技
術
」
に
お
い
て
「
抜
き
ん
出
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
「（
Ｈ
・
Ｇ
・
）
ウ
ェ
ル
ズ
が
け
っ
し
て

や
ら
な
か
っ
た
、
空
想
で
あ
り
な
が
ら
も
恐
ろ
し
く
現
実
的
で
、
そ
こ
に
住
む
登
場
人
物
に
何
が
起
こ
る
の
か
気
に
な
っ
て
仕
方
が

な
い
よ
う
な
世
界
を
つ
く
り
上
げ
た
」。
フ
ァ
ラ
ー
は
さ
ら
に
、「
も
し
我
々
が
こ
の
本
を
一
万
五
〇
〇
〇
部
か
ら
二
万
部
売
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
射
殺
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
」（C

W
, 19, p. 482

）
と
付
け
加
え
た
。

今
と
な
っ
て
は
、
フ
ァ
ラ
ー
の
発
言
の
論
調
は
ひ
ど
い
判
断
ミ
ス
だ
と
思
わ
れ
る
。
気
軽
な
感
じ
で
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
絶
望
の
主

人
公
で
あ
る
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
ス
ミ
ス
の
末
路
を
、
純
粋
に
商
業
的
な
義
務
と
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
フ
ァ
ラ

ー
の
軽
口
に
は
、
二
つ
の
世
界
大
戦
で
疲
弊
し
、
そ
の
余
波
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
政
治
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
不

安
を
感
じ
て
い
た
世
界
の
読
者
に
と
っ
て
、『
一
九
八
四
年
』
が
い
か
に
共
鳴
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
起
さ
せ
る
切
迫
感

が
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
暮
ら
す
読
者
で
あ
れ
ば
、
空
襲
、
地
下
鉄
の
駅
を
利
用
し
た
防
空
壕
、
通
り
に
見
ら
れ
る
瓦
礫
、
配
給
な
ど

は
馴
染
み
深
い
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う）

1
（

。
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
戦
時
中
ま
た
は
戦
後
間
も
な

い
時
期
の
」（B

urgess, 1985, p. 14

）
ロ
ン
ド
ン
の
本
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
『
一
九
八
四
年
』
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
敗
北
を
目

の
当
た
り
に
し
、
ソ
連
の
政
治
と
野
望
を
恐
れ
る
人
々
の
懸
念
に
語
り
か
け
た
。
こ
の
小
説
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
別
の
作
品
で
「
修

辞
的
な
語
り
口
」（D

O
PL, p. 108

）
と
呼
ん
だ
も
の
を
強
く
批
判
す
る
読
者
に
、
今
も
昔
も
訴
え
る
。
ま
た
、
技
術
の
進
歩
の
速



17  　序文／ネイサン・ウォデル

さ
や
、
い
っ
そ
う
合
理
・
効
率
化
に
駆
ら
れ
る
現
代
社
会
の
あ
り
方
に
不
安
を
覚
え
る
人
々
の
心
に
も
響
い
た
。
迫
害
さ
れ
て
い
る

人
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
人
、
希
望
を
持
っ
て
い
る
人
、
卑
屈
に
な
っ
て
い
る
人
、
恐
怖
に
怯
え
て
い
る
人
に
、
意
義
あ
る
言
葉
を

投
げ
か
け
た
。
さ
ら
に
、『
一
九
八
四
年
』
は
感
傷
的
な
思
い
出
話
に
疑
い
の
目
を
向
け
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
権
威
主
義
的
ユ
ー
ト

ピ
ア
ニ
ズ
ム
を
も
痛
烈
に
批
判
す
る
。「
無
傷
の
ま
ま
の
過
去
を
懐
か
し
ん
だ
り
、
よ
り
よ
い
未
来
に
思
い
耽
っ
た
り
し
て
現
在
の

厳
し
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
す
べ
て
む
な
し
い
」（A

rendt, O
T, p. xii

）
と
考
え
る
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
な

懐
疑
論
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
実
に
真
実
味
が
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
は
、
今
も
昔
も
時
代
を
体
現
す
る
本
で
あ
る
。

七
〇
年
を
経
た
今
、『
一
九
八
四
年
』
の
魅
力
の
大
部
分
は
、
次
の
事
実
に
あ
る
―
―
非
常
に
多
く
の
読
者
が
、
こ
の
世
界
の

「
何
か
が
お
か
し
い
」
と
い
う
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
の
認
識
、
ル
イ
ス
・
メ
ナ
ン
ド
が
言
う
よ
う
に
、「
我
々
は
自
分
た
ち
の
人
生
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
る
が
、
徐
々
に
技
術
に
支
配
さ
れ
て
い
く
と
い
う
悪
夢
の
よ
う
な

変
容
に
「
抵
抗
す
る
に
は
」
人
間
は
「
非
力
だ
」
と
恐
れ
て
も
い
る
こ
と
で
あ
る）

2
（

。
こ
の
小
説
全
体
に
見
ら
れ
る
被
害
妄
想
で
は
、

愛
す
る
人
さ
え
結
局
は
完
全
に
信
頼
で
き
な
い
が
、
こ
の
記
述
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
―
―
多
く
の
人
に
と
っ
て
疎
外
感
や
不
信

感
を
与
え
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
―
―
の
最
も
深
刻
な
技
術
的
・
政
治
的
影
響
と
恐
ろ
し
い
ほ
ど
親
和
し
て
い
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
が

侮
蔑
的
に
描
く
イ
ン
グ
ソ
ッ
ク
の
反
知
性
的
な
政
治
は
、
東
欧
圏
の
抑
圧
的
な
体
制
の
中
で
生
き
て
き
た
人
々
に
は
説
得
力
が
あ
り
、

反
知
性
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
復
活
に
直
面
す
る
世
界
中
の
読
者
を
魅
了
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
専
門
家
は
国
家
に
と
っ
て
有
用

で
あ
る
が
、
不
必
要
で
望
ま
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
、
追
放
さ
れ
る
か
殺
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
ト
フ

ァ
ー
・
ヒ
ッ
チ
ェ
ン
ズ
が
か
つ
て
書
い
た
よ
う
に
、『
一
九
八
四
年
』
は
「
隷
属
の
ひ
ど
い
快
楽
と
誘
惑
」
に
つ
い
て
警
告
し
て
い

る）
3
（

。
こ
れ
は
愛
に
つ
い
て
の
本
で
あ
り
、
生
き
延
び
る
た
め
に
隠
れ
て
愛
を
楽
し
む
こ
と
に
つ
い
て
の
本
か
も
し
れ
な
い
が
、
憎
し

み
が
実
は
サ
デ
ィ
ズ
ム
す
れ
す
れ
の
愛
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

本
書
は
、
世
代
を
超
え
て
脈
々
と
続
く
『
一
九
八
四
年
』
の
受
容
に
お
け
る
継
承
と
議
論
を
踏
ま
え
、
こ
の
小
説
が
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
た
の
か
、
な
ぜ
書
か
れ
た
の
か
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
な
ぜ
重
要
な
の
か
に
つ
い
て
、
新
た
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
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る
。
作
品
解
釈
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
作
品
と
切
り
離
せ
な
い
文
学
史
、
作
品
が
提
起
す
る
切
実
な
問
題
、
ラ
ジ
オ
か
ら
テ
レ
ビ
ゲ
ー

ム
に
至
る
ま
で
、
ほ
か
の
種
類
の
メ
デ
ィ
ア
に
与
え
た
影
響
な
ど
に
関
す
る
数
章
ご
と
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
意
図
的
に
広
範
な
議

論
を
展
開
し
て
い
る
。
定
番
の
問
題
（
労
働
者
階
級
に
対
す
る
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
態
度
、
戦
後
世
界
の
政
治
的
分
割
に
対
す
る
不
安

な
ど
）
が
、
新
し
い
問
題
（
悪
に
対
す
る
彼
の
見
解
、『
一
九
八
四
年
』
の
漫
画
へ
の
影
響
な
ど
）
と
と
も
に
提
示
さ
れ
る
。
そ
の

目
的
は
、
権
威
主
義
が
新
た
な
力
を
得
た
時
代
に
お
け
る
こ
の
小
説
の
意
義
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
一
九
八
四
年
』
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
や
金
正
恩
、〔
ブ
ラ
ジ
ル
大
統
領
だ
っ
た
〕
ジ
ャ
イ
ー
ル
・
ボ
ル
ソ
ナ
ー
ロ
、
あ
る
い

は
〔
英
国
首
相
だ
っ
た
〕
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
で
は
な
い
が
、
彼
ら
の
よ
う
な
人
々
が
、
い
か
に
反
自
由

主
義
的
な
政
治
的
変
化
を
ゴ
リ
押
し
し
う
る
か
に
つ
い
て
示
唆
し
て
く
れ
る
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
有
名
政
治
家
崇
拝
、「
戦
争

熱
、
指
導
者
崇
拝
」（N

EF, p. 139
）
に
つ
い
て
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。『
一
九
八
四
年
』
は
相
変
わ
ら
ず
オ
ー

ウ
ェ
ル
の
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
範
疇
で
は
次
第
に
我
々
の
本

0

0

0

0

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

本
書
の
第
一
部
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
で
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
小
説
を
社
会
史
的
観
点
か
ら
理
解
す
る
た
め
の
四
つ
の
枠
組
み
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
ナ
タ
ー
シ
ャ
・
ペ
リ
ヤ
ン
の
論
考
「『
一
九
八
四
年
』
と
教
え
る
こ
と
、
学
ぶ
こ
と
」（
第
一
章
）
は
、
当
時
の
学

校
制
度
に
対
す
る
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
態
度
や
、
こ
の
小
説
の
政
治
性
と
形
式
の
結
び
つ
き
な
ど
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
教
育
が
小
説
の

中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
る
。
ダ
グ
ラ
ス
・
カ
ー
の
「『
一
九
八
四
年
』
に
お
け
る
仮
想
の
地
勢
」（
第
二

章
）
は
、
永
遠
に
争
い
の
絶
え
な
い
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
、
イ
ー
ス
タ
シ
ア
の
政
治
圏
と
い
う
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与

え
た
、
戦
後
の
地
政
学
的
発
展
に
つ
い
て
の
新
た
な
考
察
で
あ
る
。
デ
ィ
レ
タ
・
デ
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ロ
の
「『
一
九
八
四
年
』

に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
政
治
学
」（
第
三
章
）
は
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
記
憶
の
提
示
と
、
記
録
文
書
の
保
存
お
よ
び
検
索
の
政

治
的
作
用
を
検
討
す
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ド
ワ
ン
の
「
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」（
第
四
章
）
は
、
こ
の
小
説
が
人
権

―
―『
一
九
八
四
年
』
が
一
九
四
八
年
一
二
月
の
世
界
人
権
宣
言
の
わ
ず
か
六
カ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
オ
ー

ウ
ェ
ル
に
と
っ
て
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
―
―
に
関
す
る
議
論
だ
け
で
な
く
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
の
議
論
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に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
て
み
る
と
、
現
在
の
我
々
の
生

き
方
が
、
い
か
に
遠
い
昔
か
ら
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
、『
一
九
八
四
年
』
が
伝
え
続
け
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
と
、『
一
九
八
四
年
』
は
よ
く
戯
画
化
さ
れ
嘲
笑
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
教
訓
的
な
小
説
―
―
一

九
二
九
年
の
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ジ
ー
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
で
、「
単
純
な
物
語
で
は
な
く
、
現
代
生
活
を
写
実
・
批
判
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
小
説
」（C

W
, 10, p. 140

）
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
呼
ん
だ
も
の
―
―
の
よ
う
に
結
局
は
見
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、『
一
九
八
四
年
』
を
こ
の
よ
う
に
何
か
を
伝
え
よ
う
と
す
る
小
説
と
し
て
だ
け
捉
え
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ

が
、
そ
の
道
徳
的
な
側
面
を
強
調
す
る
の
は
必
ず
し
も
問
題
で
は
な
い
。『
一
九
八
四
年
』
に
お
い
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
正
義
と
悪

に
つ
い
て
緊
急
に
述
べ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
彼
は
一
九
四
九
年
七
月
に
出
し
た
声
明
で
、
こ
の

小
説
は
彼
の
支
持
す
る
「
社
会
主
義
や
英
国
労
働
党
へ
の
攻
撃
」
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
中
央
集
権
的
な
経
済
が
陥
り
や

す
い
倒
錯
を
見
せ
つ
け
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
共
産
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
す
で
に
部
分
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
」
と
明

か
し
て
い
る
（C

W
, 20, p. 136

）。
彼
は
さ
ら
に
、「
こ
の
本
の
舞
台
」
が
「
英
国
に
置
か
れ
」
た
の
は
、「
英
語
を
話
す
民
族
が
ほ

か
の
誰
よ
り
も
生
得
的
に
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
」
で
あ
り
、
全
体
主
義
が
抵
抗
さ
れ
ず
に
進
め
ば
、

「
ど
こ
で
で
も
勝
利
す
る
」
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
だ
と
付
け
加
え
た
（C

W
, 20, p. 136

）。『
一
九
八
四
年
』
は
一

種
の
嘆
願
書
で
あ
り
、
読
者
が
自
分
た
ち
の
ま
わ
り
で
成
長
し
つ
つ
あ
る
初
期
の
全
体
主
義
（
エ
イ
ミ
ー
・
シ
ス
キ
ン
ド
が
「
暗
闇

へ
の
行
進
中
、
正
常
の
中
に
見
え
る
小
さ
な
兆
候
」
と
呼
ん
だ
も
の）

4
（

）
を
、
無
関
心
の
せ
い
で
見
逃
す
こ
と
が
な
い
よ
う
求
め
る
作

品
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、『
一
九
八
四
年
』
が
探
求
し
た
「
危
険
な
状
況
」
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
教
訓
は
「
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
―
―
そ
れ
が
起
こ
る
の
を
許
す
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
あ
な
た
次
第
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（C
W

, 20, p. 134

）。

あ
ら
ゆ
る
世
代
が
『
一
九
八
四
年
』
を
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
読
み
、
評
価
し
て
き
た
。
進
行
す
る
冷
戦
真
っ
只
中
の
英
国
や
そ

の
他
の
国
で
初
め
て
『
一
九
八
四
年
』
に
出
合
っ
た
読
者
か
ら
、
戦
後
の
東
欧
で
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
本
を
密
か
に
読
ん
だ
読
者
。
九
・
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一
一
テ
ロ
事
件
直
後
の
政
治
決
定
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
た
め
に
、『
一
九
八
四
年
』
を
求
め
た
読
者
。
こ
の
小
説
の
風
刺
す
る

政
治
が
、
少
な
く
と
も
欧
米
で
は
、
第
四
五
代
〔
現
四
七
代
〕
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ド
ナ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
ラ
ン
プ
の
政
権
下
で
完
全
に

実
現
し
た
と
思
わ
れ
た
後
、
初
め
て
こ
の
小
説
の
こ
と
を
耳
に
し
た
読
者）

5
（

。
ド
リ
ア
ン
・
リ
ン
ス
キ
ー
は
最
近
、
こ
の
本
は
大
半
の

人
が
覚
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
よ
り
も
「
は
る
か
に
奥
深
く
不
思
議
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
社
会
主
義
者
、
保
守
主
義
者
、
無
政

府
主
義
者
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
き
た
」
と
主
張
し
て
い

る）
6
（

。
学
校
や
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
定
番
で
あ
る
こ
の
小
説
は
、
多
く
の
若
い
読
者
に
と
っ
て
、
国
家
の
中
で
何
か
が
腐
っ
て
い

る
感
覚
―
―
こ
の
世
界
が
往
々
に
し
て
慎
重
に
構
築
さ
れ
た
嘘
か
ら
な
る
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
現
状
が
要
求
す
る
物
語
や
統
計

を
疑
う
こ
と
な
く
受
け
入
れ
る
よ
う
促
さ
れ
る
―
―
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
読
者

も
、
こ
の
小
説
の
あ
く
の
強
い
陰
鬱
さ
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
心
構
え
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
若
い
フ
ァ
ン
と
同
じ
よ

う
に
、
大
人
の
読
者
も
『
一
九
八
四
年
』
に
心
を
か
き
乱
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
人
た
ち
―
―『
一
九
八
四
年
』
が
見
事
に

例
示
す
る
警
告
の
物
語
か
ら
学
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
―
―
が
残
し
た
世
界
を
受
け
継
ぐ
の
は
、
若
者
た
ち
で
あ
る
。
リ
ン
ジ

ー
・
ス
ト
ー
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
小
説
の
「
苦
し
み
の
描
写
は
、
他
者
の
苦
し
み
が
耐
え
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

私
た
ち
を
縛
る
も
の
は
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
そ
の
苦
し
み
に
反
応
す
る
人
間
の
能
力
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を

我
々
に
思
い
出
さ
せ
る）

7
（

」。
我
々
は
今
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
能
力
を
必
要
と
し
て
い
る
。
我
々
の
世
界
は
こ
れ
ま
で
に

な
く
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
の
世
界
に
似
通
っ
て
い
る
。「
虚
偽
の
噂
」（N

EF, p. 74

）、「
継
続
的
に
書
き
換
え
ら
れ
る
」（N

EF, p. 222

）

歴
史
、
迫
害
に
よ
る
衰
退
の
世
界
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
支
配
す
る
（
ま
た
支
配
さ
れ
る
）
術
は
、「
現
実
を
も
て
あ
そ
ぶ
」（N

EF, 
p. 223

）
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
を
用
い
て
何
を
す
る
か
は
、
我
々
が
決
め
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
こ
の
「
我
々
」
が
誰

な
の
か
は
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。

『
一
九
八
四
年
』
の
読
者
を
一
般
的
な
三
人
称
複
数
形
で
論
じ
る
と
、
こ
の
七
〇
年
間
、
多
種
多
様
な
読
者
が
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
小
説

の
中
に
価
値
あ
る
も
の
や
嫌
悪
す
べ
き
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
広
範
で
予
想
も
つ
か
な
い
読
者
層
が
獲
得
さ
れ
て


