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こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は

小
説
『
タ
ラ
ー
ト
と
フ
ィ

ト
ナ
ト
の
恋
』
の
冒
頭
部

分
で
あ
る
。
一
八
七
二
年

か
ら
七
三
年
に
か
け
て
新

聞
連
載
さ
れ
、
七
五
年
に

出
版
さ
れ
た
本
作
は
、
文
学
史
一
般
に
お
い
て
史
上
最

初
の
ト
ル
コ
語
（
あ
る
い
は
オ
ス
マ
ン
語
）
小
説
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
冒
頭
部
分
で
タ
ラ
ー
ト
の
母
サ
リ
ハ
婦
人
と
ア

イ
シ
ェ
が
交
わ
す
結
婚
を
巡
る
議
論
は
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
恋
愛
と
結
婚
に
お
い
て
子
の
心
を
尊
重
す
べ
き
か
、

そ
れ
と
も
判
断
能
力
の
な
い
子
供
の
幸
せ
を
思
っ
て
親

が
相
手
を
選
ん
で
や
る
べ
き
か
と
い
う
、
新
旧
の
恋

愛
・
結
婚
観
の
対
立
を
炙
り
出
す
が
、
こ
の
あ
と
物
語

は
彼
女
た
ち
の
投
げ
か
け
た
問
に
答
え
る
形
で
進
ん
で

い
く
。
家
を
出
た
少
壮
の
官
人
タ
ラ
ー
ト
は
、
つ
い
先

日
一
目
ぼ
れ
を
し
た
貧
し
い
良
家
の
娘
フ
ィ
ト
ナ
ト
と

知
り
合
お
う
と
恋
の
手
管
を
弄
し
、
物
語
は
微
笑
ま
し

い
恋
愛
劇
の
様
相
を
呈
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
つ
か
の

間
、
フ
ィ
ト
ナ
ト
が
義
父
ハ
ジ
ュ
バ
バ
に
よ
っ
て
富
裕

な
紳
士
ア
リ
・
ベ
イ
に
無
理
や
り
に
嫁
が
さ
れ
て
し
ま

う
と
一
転
し
て
陰
鬱
な
悲
劇
へ
と
変
調
す
る
。

善
良
な
中
年
紳
士
で
あ
る
ア
リ
・
ベ
イ
は
、
美
し
い

フ
ィ
ト
ナ
ト
に
か
つ
て
の
恋
人
ゼ
キ
イ
ェ
の
面
影
を
重

ね
た
ち
ま
ち
恋
す
る
の
だ
が
、
娘
の
方
は
出
会
っ
た
瞬

間
か
ら
こ
の
紳
士
に
父
に
対
す
る
よ
う
な
安
ら
ぎ
を
覚

え
る
も
の
の
恋
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
察
し
が
つ
く
よ

う
に
、
フ
ィ
ト
ナ
ト
は
ア
リ
・
ベ
イ
と
ゼ
キ
イ
ェ
の
実

の
娘
な
の
だ
。
と
り
あ
え
ず
手
伝
い
と
し
て
ア
リ
・
ベ

イ
の
屋
敷
に
住
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
フ
ィ
ト
ナ
ト
は
や

が
て
、
心
労
か
ら
床
に
臥
せ
、
つ
い
に
は
自
刃
し
て
し

ま
う
。
こ
れ
と
同
じ
と
き
、
フ
ィ
ト
ナ
ト
が
い
つ
も
提

げ
て
い
た
護
符
を
た
ま
た
ま
目
に
し
た
ア
リ
・
ベ
イ

は
、
フ
ィ
ト
ナ
ト
が
生
き
別
れ
た
娘
で
あ
る
こ
と
を
知

る
。
大
慌
て
で
フ
ィ
ト
ナ
ト
の
居
室
に
飛
び
込
む
も
の

の
、
娘
は
す
で
に
こ
と
切
れ
た
後
で
あ
っ
た
。
実
の
娘

に
恋
を
し
た
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
事
実
に
耐
え
か
ね
た

ア
リ
・
ベ
イ
は
発
狂
し
て
半
年
を
待
た
ず
に
死
亡
し
、

恋
人
の
死
を
知
っ
た
タ
ラ
ー
ト
も
ま
た
、
後
を
追
う
よ

う
に
神
の
も
と
に
召
さ
れ
る
。
し
ま
い
に
母
サ
リ
ハ
も

ま
た
号
泣
の
末
に
こ
の
世
に
別
れ
を
告
げ
た
こ
と
が
手

短
に
語
ら
れ
、
物
語
の
幕
は
閉
じ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
者
の
内
に
秘
め
ら
れ
た
力
」
と
作
中
で

説
か
れ
た
恋
心
に
従
っ
た
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
悲
劇

は
、
同
時
代
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
舞
台
と
し
、
な
お
か

つ
実
の
父
が
娘
に
恋
情
を
抱
く
と
い
う
禁
忌
を
描
い
た

こ
と
も
相
俟
っ
て
人
気
を
博
し
、
新
聞
連
載
小
説
が
単

行
本
化
さ
れ
る
最
初
の
例
と
な
っ
た
。

＊
　
　
＊
　
　
＊

そ
も
そ
も
、
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
ペ
ル
シ
ア
文
学
の

伝
統
を
踏
襲
し
て
創
作
物
語
は
韻
文
で
記
す
の
を
習
い

と
し
た
ト
ル
コ
文
学
に
あ
っ
て
、
改
革
期
（
一
八
三
九

年
か
ら
一
八
七
六
年
）
ま
で
の
散
文
の
物
語
と
い
え

ば
、
影
絵
芝
居
や
講
談
、
あ
る
い
は
小
噺
の
よ
う
な
分

量
的
に
短
い
作
品
に
限
ら
れ
て
い
た
。
一
八
五
〇
年
代

末
よ
り
、
の
ち
に
新
オ
ス
マ
ン
人
を
称
す
る
改
革
派
官

人
た
ち
に
よ
っ
て
新
聞
が
発
刊
さ
れ
、
紙
上
で
西
欧
の

詩
、
小
説
の
翻
訳
が
は
じ
ま
る
と
徐
々
に
状
況
が
変
わ

り
は
じ
め
る
。
ま
ず
、
国
産
小
説
に
先
ん
じ
る
形
で
戯

作
の
発
表
が
行
わ
れ
る
。新
オ
ス
マ
ン
人
イ
ブ
ラ
ヒ
ム・

シ
ナ
ー
ス
ィ
ー
『
詩
人
の
婚
礼
（Şair Evlenm

esi

）』

（
一
八
六
〇
年
）
を
嚆
矢
と
し
て
、
会
話
主
体
で
あ
る

た
め
庶
民
に
も
理
解
さ
れ
や
す
い
戯
作
と
い
う
創
作
ス

タ
イ
ル
は
急
速
に
定
着
し
、
の
ち
に
は
ナ
ー
ム
ク
・
ケ

マ
ル
『
祖
国
あ
る
い
は
ス
ィ
リ
ス
ト
レ
（Vatan yahut 

Silistre

）』（
一
八
七
二
年
）
の
よ
う
な
愛
国
的
戯
作
の

流
行
に
も
つ
な
が
る
。
こ
う
し
た
翻
訳
・
翻
案
や
戯
作

の
発
展
を
背
景
と
し
て
、
一
八
七
〇
年
代
に
入
る
と

本
作
や
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
『
フ
ェ
ラ
ー
ト
ゥ
ン
・

ベ
イ
と
ラ
ー
ク
ム
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
（Felatun Bey 

ile Rakım
 Efendi

）』（
一
八
七
五
年
）
の
よ
う
な
小
説

解

説

宮 

下 

遼
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（rom
an

）
が
上
梓
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

作
者
シ
ェ
ム
セ
ッ
テ
ィ
ン
・
サ
ー
ミ
ー
・
フ
ラ
シ

リ
（Şem

settin Sam
i Fraşiri,

オ
ス
マ
ン
語
綴
り
で
は

シ
ェ
ム
セ
ッ
デ
ィ
ー
ン
）
は
一
八
五
〇
年
、
ア
ル
バ
ニ

ア
の
ペ
ル
メ
デ
ィ
に
生
ま
れ
た
ア
ル
バ
ニ
ア
系
オ
ス
マ

ン
人
で
あ
る
。
そ
の
業
績
は
、（
オ
ス
マ
ン
語
で
は
な

く
）
ト
ル
コ
語
の
名
を
冠
し
た
最
初
の
辞
書
で
あ
り

口
語
ト
ル
コ
語
を
多
く
所
載
し
た
『
ト
ル
コ
語
辞
典
』

（
一
九
〇
一
年
）
を
筆
頭
に
『
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』、『
ア

ラ
ビ
ア
語
辞
典
』
の
よ
う
な
辞
典
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・

ク
ル
ー
ソ
ー
』、『
あ
あ
、
無
情
』
な
ど
の
試
訳
、
そ
し

て
本
作
の
よ
う
な
創
作
小
説
と
多
岐
に
わ
た
る
。
彼
の

才
能
は
ス
ル
タ
ン
・
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
に
も
高

く
買
わ
れ
、
専
制
政
治
と
粛
清
の
象
徴
と
し
て
「
ユ
ル

ド
ゥ
ズ
法
廷
」
と
綽
名
さ
れ
た
ユ
ル
ド
ゥ
ズ
宮
殿
内
に

伺
候
す
る
上
級
の
書
記
官
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

い
か
に
も
世
紀
末
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
改
革
派
官
人
ら
し

い
如
才
の
な
い
キ
ャ
リ
ア
と
手
広
い
業
績
は
、
い
ず
れ

も
オ
ス
マ
ン
帝
国
、
そ
し
て
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る

言
文
一
致
の
進
展
に
大
い
に
寄
与
し
た
と
い
ま
な
お
評

価
さ
れ
る
。
な
お
、
ア
ル
バ
ニ
ア
で
は
サ
ー
ミ
ー
を
ア

ル
バ
ニ
ア
民
族
主
義
の
唱
道
者
と
し
て
評
価
し
て
い
る

そ
う
だ
が
、
本
人
の
著
作
を
見
る
限
り
は
穏
健
な
オ
ス

マ
ン
主
義
者
で
あ
り
、
ア
ル
バ
ニ
ア
以
外
の
研
究
者
の

多
く
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
お
そ
ら
く
、
専
政
期
末
期

の
ア
ル
バ
ニ
ア
系
官
人
の
中
で
も
知
名
度
の
高
か
っ
た

サ
ー
ミ
ー
が
、
一
九
〇
四
年
の
没
後
間
も
な
く
か
ら
ア

ル
バ
ニ
ア
民
族
主
義
を
う
た
う
論
考
の
作
者
と
し
て
借

名
さ
れ
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、『
タ
ラ
ー
ト
と
フ
ィ
ト
ナ
ト
の
恋
』
に
は
、

物
語
そ
の
も
の
の
み
な
ら
ず
技
術
的
に
も
数
多
く
の
作

者
の
創
意
と
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
音

写
表
記
、
セ
リ
フ
、
プ
ロ
ッ
ト
の
三
点
に
つ
い
て
瞥
見

し
て
お
こ
う
。

ま
ず
音
写
表
記
に
つ
い
て
。『
タ
ラ
ー
ト
と
フ
ィ
ト

ナ
ト
の
恋
』
で
は
、
会
話
文
を
主
体
と
し
つ
つ
、
そ
の

間
を
語
り
手
で
あ
る
作
者
の
簡
潔
か
つ
解
説
的
な
地
の

文
が
つ
な
ぐ
と
い
う
戯
作
の
発
展
形
と
い
う
べ
き
構
成

を
と
っ
て
い
る
。
ア
ラ
ビ
ア
文
字
綴
り
の
確
立
し
て
い

な
か
っ
た
口
語
ト
ル
コ
語
を
音
写
す
る
た
め
、
サ
ー

ミ
ー
は
シ
ナ
ー
ス
ィ
ー
や
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
の
戯
作

に
お
け
る
綴
り
を
参
考
に
し
つ
つ
、
と
き
に
正
し
い
ア

ラ
ビ
ア
語
の
綴
り
を
擲
っ
て
ま
で
実
際
の
ト
ル
コ
語
に

お
け
る
発
音
を
重
視
す
る
と
い
う
音
写
重
視
主
義
を
採

用
し
て
い
る
。
サ
ー
ミ
ー
は
本
書
の
掉
尾
で
、
悲
劇
の

余
韻
に
浸
る
読
者
た
ち
に
水
を
差
す
か
の
よ
う
に
「
本

書
は
真
の
ト
ル
コ
語
に
由
来
す
る
語
彙
を
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
綴
り
を
さ
ほ
ど
遵
守
せ
ず
に
、
あ
る
程
度
そ

の
発
音
に
応
じ
て
書
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
ア
ラ
ビ

ア
語
の
語
彙
に
つ
い
て
も
、
私
は
そ
の
正
し
い
綴
り
は

も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
話
者
の
口
か
ら
出

る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
書
い
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
こ

う
」
と
述
べ
て
お
り
、
本
作
の
狙
い
が
言
文
一
致
の

推
進
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
試
み

は
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
じ
ま
る
新
言
語
運
動
（Yeni 

Lisan H
areketi

）
へ
と
繋
が
る
「
国
語
」
と
し
て
の
ト

ル
コ
語
の
整
備
へ
の
重
要
な
下
地
と
な
っ
た
。

次
に
セ
リ
フ
回
し
に
つ
い
て
も
見
て
お
こ
う
。
冒
頭

に
登
場
す
る
ア
ラ
ブ
人
の
婆
や
ア
イ
シ
ェ
に
注
目
し
た

い
。
幼
い
こ
ろ
に
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た

と
い
う
こ
の
愛
情
深
い
善
良
な
女
性
の
セ
リ
フ
は
、
実

の
と
こ
ろ
ト
ル
コ
語
と
し
て
も
オ
ス
マ
ン
語
と
し
て
も

誤
り
だ
ら
け
の
綴
り
で
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
セ
リ

フ
は
す
べ
て
「
見
ま
し
た
」（gördüm

）
を
「
見
ま
す

た
」（gurdum

）、「
ご
婦
人
」（hanım

）
を
「
ご
す
ず
ん
」

（hanum

）
の
よ
う
に
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
ア
ラ
ブ
訛

り
と
見
な
さ
れ
た
ト
ル
コ
語
口
語
の
音
写
に
よ
っ
て
書

か
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
非
ト
ル
コ
語
母
語
話
者

の
ト
ル
コ
語
発
話
に
お
け
る
訛
り
の
模
倣
と
、
そ
の
聞

き
違
え
を
笑
い
の
種
と
し
て
進
む
滑
稽
譚
は
、
帝
国
都

市
社
会
の
民
衆
芸
能
の
花
形
で
あ
っ
た
影
絵
芝
居
に
お

い
て
も
っ
と
も
重
要
な
演
目
と
な
っ
て
も
い
た
。
サ
ー

ミ
ー
は
民
衆
に
と
っ
て
文
語
オ
ス
マ
ン
語
な
ど
よ
り
も

よ
ほ
ど
な
じ
み
の
あ
る
訛
言
葉
を
作
品
の
劈
頭
か
ら
用

い
る
こ
と
で
、
読
者
の
共
感
を
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
し

た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
影
絵
芝
居
で

あ
れ
ば
嘲
弄
的
な
笑
い
の
対
象
と
し
て
消
費
さ
れ
る
べ

き
ア
ラ
ブ
の
婆
や
ア
イ
シ
ェ
は
、
人
買
い
に
さ
ら
わ
れ

た
悲
し
い
過
去
を
明
か
し
、
そ
れ
で
い
て
恨
む
で
も
な

く
サ
リ
ハ
と
タ
ラ
ー
ト
母
子
を
慮
る
血
肉
の
通
っ
た
人

間
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
点
に
は
、
留
意
が
必
要
だ
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ろ
う
。

本
作
の
プ
ロ
ッ
ト
も
ま
た
民
衆
に
と
っ
て
な
じ
み
の

深
い
古
典
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。『
ラ
イ
ラ
ー
と
マ
ジ
ュ

ヌ
ー
ン
』
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
の
恋
愛
物
語
『
ラ
イ
ラ
ー

と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
』
は
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
圏
の
津
々

浦
々
で
愛
唱
さ
れ
て
人
々
の
涙
を
誘
い
、
恋
愛
に
つ
い

て
の
教
訓
を
伝
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国

に
お
い
て
は
じ
め
て
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た

欧
風
演
劇
が
『
ラ
イ
ラ
ー
と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
』
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
（
た
だ
し
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

で
終
わ
る
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
）
こ
の
物
語
が
い
か
に
人
口

に
膾
炙
し
た
の
か
が
窺
え
る
。

実
の
と
こ
ろ
一
八
五
〇
年
代
か
ら
散
文
の
小
説「
的
」

な
書
き
物
は
各
新
聞
紙
上
な
ど
で
散
発
的
に
発
表
さ

れ
、
あ
る
い
は
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
史
上
最
初

の
ト
ル
コ
語
小
説
を
巡
っ
て
は
ア
ル
メ
ニ
ア
系
オ
ス
マ

ン
人
ヴ
ァ
ル
タ
ン
・
パ
シ
ャ
の
作
で
キ
リ
ス
ト
教
の

宗
教
訓
話
的
小
説
『
神
愛
物
語
（Akabe H

ikayesi

）』

（
一
八
五
〇
年
）
と
す
る
研
究
者
も
い
れ
ば
、
本
作
の

第
三
部
冒
頭
の
よ
う
な
作
者
に
よ
る
啓
蒙
的
主
張
の
部

分
を
廃
し
物
語
に
集
中
し
た
ミ
ド
ハ
ト
『
フ
ェ
ラ
ー

ト
ゥ
ン
・
ベ
イ
と
ラ
ー
ク
ム
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
』
と
す

る
主
張
も
あ
る
。
と
く
に
後
者
の
説
は
最
近
に
な
っ
て

支
持
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
異
説
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な

お
『
タ
ラ
ー
ト
と
フ
ィ
ト
ナ
ト
の
恋
』
が
最
初
の
ト
ル

コ
語
小
説
と
し
て
評
価
さ
れ
続
け
る
の
は
、
民
衆
に

と
っ
て
よ
く
知
ら
れ
た
古
典
の
大
筋
に
依
拠
し
な
が
ら

影
絵
芝
居
に
お
け
る
言
語
表
現
を
も
援
用
し
て
散
文
創

作
物
語
に
投
じ
た
作
者
サ
ー
ミ
ー
が
、
珈
琲
店
や
影
絵

芝
居
の
本
場
シ
ェ
フ
ザ
ー
デ
バ
シ
ュ
地
区
に
こ
の
時
代

に
お
目
見
え
し
た
読
書
ク
ラ
ブ
等
に
お
い
て
読
み
上
げ

ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、
明
確
に
大
衆
読
者
を
意

識
し
た
最
初
の
作
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
作

は
、
実
直
か
つ
有
能
で
あ
っ
た
官
人
サ
ー
ミ
ー
の
良
心

的
な
た
く
ら
み
の
数
々
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
史
上
初
の

ト
ル
コ
語
小
説
と
呼
ぶ
べ
き
実
質
を
備
え
て
い
る
。


