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ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
（
一
九
〇
三

～
五
〇
）
と
い
え
ば
、
多
く
の
人
は
ま
ず

『
一
九
八
四
年
』
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。

人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
活

用
し
た
新
し
い
「
統
治
」
の
あ
り
方
が
進

み
、
中
国
の
よ
う
な
共
産
党
一
党
支
配
下

の
国
家
だ
け
で
な
く
、
欧
米
や
日
本
な
ど
の

民
主
主
義
国
家
で
も
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
駆

使
し
た
市
民
へ
の
監
視
や
個
人
情
報
収
集
の

網
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
中
で
、
非
人
間

的
な
管
理
社
会
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
を
描
い

た
『
一
九
八
四
年
』
は
、
新
た
な
予
言
の
書

と
し
て
一
九
四
九
年
の
刊
行
か
ら
何
度
目

か
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。
し
か
し
長
年

オ
ー
ウ
ェ
ル
を
研
究
し
、
全
四
巻
の
『
新

装
版 

オ
ー
ウ
ェ
ル
評
論
集
』（
平
凡
社
）
の

編
者
を
務
め
た
川
端
氏
は
本
書
に
お
い
て
、

『
一
九
八
四
年
』に
と
ど
ま
ら
な
い
、オ
ー
ウ
ェ

ル
の
思
想
の
広
が
り
を
紹
介
し
て
い
る
。

自
ら
の
自
由
を
破
壊
す
る
暴
君

　

例
え
ば
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
一
九
三
六
年
に

発
表
し
た
短
編
に
「
象
を
撃
つ
」
が
あ
る
。

彼
が
若
き
日
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
警
察
官
と

し
て
五
年
間
を
過
ご
し
た
ビ
ル
マ
（
現
在
の

ミ
ャ
ン
マ
ー
）
を
舞
台
に
し
た
こ
の
作
品

は
、次
の
よ
う
な
印
象
的
な
一
文
で
始
ま
る
。

「
南ロ

ワ
ービ

ル
マ
の
モ
ー
ル
メ
イ
ン
で
は
、
私
は

た
く
さ
ん
の
人
々
に
憎
ま
れ
て
い
た
―
―
た

く
さ
ん
の
人
々
に
憎
ま
れ
る
ほ
ど
重
要
な
存

在
と
な
っ
た
こ
と
は
、
私
の
生
涯
で
こ
の
時

Book Review
︻
選
評
︼

東
京
大
学
准
教
授

小
川
浩
之

﹃
一
九
八
四
年
﹄だ
け
で
は
な
い

全
体
主
義
に
対
峙
す
る

﹁
人
間
ら
し
さ
﹂の
思
想

ジョージ・オーウェル
「人間らしさ」への讃歌
川端康雄・著
岩波新書／ 2020 年 7月／ 880 円＋税



139

だ
け
で
あ
る
」。

　

こ
の
短
編
の
中
で
、
町
の
分
署
の
警
官
を

し
て
い
た
「
私
」
は
、
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
の

帝
国
支
配
を
圧
政
と
し
て
批
判
す
る
考
え
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
間

接
的
に
自
ら
の「
目
を
開
く
よ
う
な
出
来
事
」

を
経
験
す
る
。
そ
れ
は
、「
そ
れ
自
体
と
し

て
は
た
い
し
た
事
件
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
そ
の
出
来
事
の
お
か
げ
で
私
は
、
帝
国

主
義
の
本
性
―
―
専
制
政
府
を
動
か
し
て
い

る
真
の
動
機
―
―
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

は
っ
き
り
と
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
」。

　
「
私
」
は
、暴
れ
て
家
屋
や
市
場
を
荒
ら
し
、

イ
ン
ド
人
の
苦

ク
ー
リ
ー力
一
人
を
殺
し
た
象
を
、
す

で
に
発
作
が
治
ま
っ
て
大
人
し
く
な
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
に
反
し
て
撃
ち
殺

さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
フ
ル

を
持
っ
て
象
の
い
る
場
所
に
向
か
っ
た「
私
」

の
背
後
に
集
ま
っ
た
ビ
ル
マ
人
の
群
衆
が
、

そ
う
す
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
て
い
る
と

感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
こ
の
瞬
間
に
、

初
め
て
、
東
洋
に
お
け
る
白
人
の
支
配
の
む

な
し
さ
、
愚
か
し
さ
が
わ
か
っ
た
。
…
…
こ

の
時
私
は
悟
っ
た
。
白
人
が
暴
君
と
化
す
と

き
、彼
は
自
ら
の
自
由
を
破
壊
す
る
の
だ
と
。

…
…
な
ぜ
な
ら
、
白
人
が
「
土
民
た
ち
」
を

感
服
さ
せ
よ
う
と
努
め
な
が
ら
一
生
を
費
や

す
こ
と
こ
そ
、
白
人
支
配
の
条
件
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
重
大
な
場
面
で
は
つ
ね
に
、
白
人

は
「
土
民
た
ち
」
の
期
待
に
応
え
る
よ
う
に

ふ
る
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」（
以

上
の
引
用
は
、『
新
装
版 

オ
ー
ウ
ェ
ル
評
論

集 
１ 

象
を
撃
つ
』
平
凡
社
、二
〇
〇
九
年
）。

「
オ
ー
ウ
ェ
ル
的
」
の
相
対
化

　
「
オ
ー
ウ
ェ
ル
的
」（
オ
ー
ウ
ェ
リ
ア
ン
）

と
い
う
形
容
詞
は
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英

語
辞
典
』
の
最
新
版
で
、「
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー

ウ
ェ
ル
の
著
作
、
と
く
に
彼
が
未
来
に
つ
い

て
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
に
語
っ
た
『
一
九
八
四

年
』（
一
九
四
九
）
で
描
か
れ
た
全
体
主
義

国
家
の
特
徴
を
も
つ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
示

唆
す
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
著

者
は
そ
の
定
義
に
満
足
せ
ず
、
重
要
で
は

あ
る
が
、
限
定
的
な
ア
イ
コ
ン
と
し
て
の

オ
ー
ウ
ェ
ル
像
の
相
対
化
を
果
敢
に
試
み

る
。
そ
れ
は
、
著
者
自
身
の
言
葉
に
よ
れ

ば
、「『
一
九
八
四
年
』
が
強
い
影
響
を
世
界

に
お
よ
ぼ
し
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ

つ
も
、
こ
れ
を
他
と
切
り
離
し
て
見
る
の
で

は
な
く
、
彼
の
生
涯
の
軌
跡
と
著
作
全
般
を

突
き
あ
わ
せ
て
…
…
そ
の
行
動
原
理
、
思
想

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
立
体
的
に

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
も

の
で
あ
る
（
二
六
二
～
二
六
四
頁
）。

　

実
際
、「
象
を
撃
つ
」
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル

の「
代
表
的
な
短
編
」と
し
て
紹
介
さ
れ
、「
植

民
地
支
配
の
愚
か
し
さ
と
不
毛
さ
、
ま
た
支

配
者
の
尊
大
さ
の
裏
に
潜
む
不
安
を
「
象
を

撃
つ
」
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
描

き
出
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
る
（
九
八
～

一
〇
一
頁
）。

　

オ
ー
ウ
ェ
ル
の
人
生
に
は
、
彼
の
思
想
形
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成
に
と
っ
て
重
要
な
転
機
と
な
り
、
そ
の
作

品
に
も
直
接
的
、
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
経
験
が
あ
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
な
ビ
ル

マ
で
の
警
察
官
と
し
て
の
勤
務
（
一
九
二
二

～
二
七
年
）
で
あ
り
、
他
に
も
、
出
版
社
の

依
頼
を
受
け
て
不
況
下
で
失
業
問
題
が
深
刻

化
し
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
に
向
か
っ

た
調
査
旅
行
（
一
九
三
六
年
）
や
、
フ
ラ
ン

コ
の
反
乱
軍
と
戦
う
た
め
に
共
和
国
側
の
民

兵
部
隊
に
参
加
し
た
ス
ペ
イ
ン
内
戦
で
の
経

験
（
一
九
三
六
～
三
七
年
）
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
三
つ
の
経
験
は
、

直
接
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
『
ビ

ル
マ
の
日
々
』『
ウ
ィ
ガ
ン
波
止
場
へ
の
道
』

『
カ
タ
ロ
ニ
ア
讃
歌
』
と
い
う
長
編
と
、「
絞

首
刑
」「
象
を
撃
つ
」「
ス
ペ
イ
ン
戦
争
回

顧
」
な
ど
い
く
つ
か
の
短
編
や
中
編
を
生
ん

だ
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
思
想
に
与
え
た
影
響

と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
ら
の
著
作
に
と
ど

ま
ら
な
い
重
要
性
が
あ
る
。

　

本
書
で
的
確
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ビ

ル
マ
で
の
警
察
官
と
し
て
の
勤
務
は
、「
植

民
地
で
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
暴
政
へ
の
批

判
」
の
意
識
を
生
み
（
三
五
頁
）、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
北
部
へ
の
調
査
旅
行
は
、
オ
ー
ウ
ェ

ル
に
自
身
を
社
会
主
義
者
で
あ
る
と
明
言
さ

せ
る
一
方
で
、
労
働
者
た
ち
と
か
け
離
れ
た

生
活
を
送
り
つ
つ
、
社
会
主
義
は
「
歴
史
的

必
然
」
に
よ
っ
て
自
ず
と
到
来
す
る
と
い
う

理
論
を
振
り
か
ざ
す
「
知
識
層
の
大
半
が
信

奉
す
る
観
念
的
な
正
統
左
翼
」
を
厳
し
く
批

判
さ
せ
た
（
一
〇
三
頁
）。
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン

内
戦
で
の
経
験
は
、「
ス
タ
ー
リ
ン
の
独
裁
体

制
下
の
ソ
連
共
産
党
が
、
敵
対
す
る
フ
ァ
シ

ズ
ム
勢
力
と
、
装
い
は
異
な
る
が
同
質
性
を

有
す
る
全
体
主
義
体
制
で
あ
る
こ
と
を
…
…

共
産
党
に
よ
る
非
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
系
組
織

の
弾
圧
、粛
清
の
現
場
に
立
ち
会
う
こ
と
で
」

察
知
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
（
一
二
七
頁
）。

　

オ
ー
ウ
ェ
ル
は
一
九
四
六
年
に
発
表
し

た
「
な
ぜ
書
く
か
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、

一
九
三
六
年
以
降
、
彼
が
真
剣
に
書
い
た
作

品
は
す
べ
て
、「
直
接
間
接
に
全
体
主
義
に

反
対
し
、
私
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
民
主
的

社
会
主
義
を
擁
護
す
る
た
め
に
書
い
た
」
と

述
べ
た
（
一
二
九
頁
）。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
今
年
四
月
に
九
三
歳

で
逝
去
し
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
思
想
史
研
究
者

の
都
築
忠
七
は
、
自
ら
翻
訳
し
た
『
カ
タ
ロ

ニ
ア
讃
歌
』
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
オ
ー
ウ
ェ
ル
の

場
合
、
全
体
主
義
の
反
対
物
は
個
人
主
義

で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
資
本
主
義
で
は
な

い
。
自
由
放
任
の
自
由
で
も
な
い
。
そ
れ
は

人
間
ら
し
さ
（decency

）
で
あ
り
、
そ
れ

が
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
普
通
の
人
間
の
魅

力
…
…
人
間
の
品
位
、
人
類
の
連
帯
感
へ
と

わ
れ
わ
れ
を
連
れ
も
ど
す
」（『
カ
タ
ロ
ニ
ア

讃
歌
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
）。
こ
の

指
摘
は
、
本
書
の
副
題
か
ら
も
端
的
に
う
か

が
え
る
よ
う
に
、
著
者
が
本
書
で
、
オ
ー

ウ
ェ
ル
が
「
ふコ

モ

ン

・

ピ

ー

プ

ル

つ
う
の
人
び
と
」
が
持
つ
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「
人デ
ィ
ー
セ
ン
シ
ー

間
ら
し
さ
」
へ
の
信
や
希
望
を
抱
き
続

け
た
こ
と
の
意
義
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い

る
こ
と
と
、ま
さ
に
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
代
へ
の
射
程

　

現
代
に
お
い
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
を
読
む
意
義

は
、『
一
九
八
四
年
』
で
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
と

し
て
描
か
れ
た
よ
う
な
、
人
間
性
を
喪
失
し

た
監
視
・
管
理
社
会
や
事
実
の
歪
曲
へ
の
警

告
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
オ
ー

ウ
ェ
ル
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
全

体
主
義
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主

義
や
階
級
社
会
に
も
強
く
反
対
し
た
と
き
、

そ
の
基
盤
に
は
、「
ふ
つ
う
の
人
び
と
」
の

生
活
や
文
化
へ
の
共
感
と
、
彼
ら
の
尊
厳
が

踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
へ
の
怒
り
が
あ
っ

た
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
関
す
る
「
オ
ー
ウ
ェ
ル

的
」
な
理
解
を
、
こ
う
し
た
形
で
拡
張
す
る

こ
と
に
同
意
す
る
か
否
か
は
読
者
に
委
ね
ら

れ
る
と
し
て
も
、「
ふ
つ
う
の
人
び
と
」
に

着
目
し
て
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
否
定
す
る
者
は

少
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
作
品
を
読
む
こ

と
は
、
私
た
ち
を
過
度
に
抽
象
的
、
観
念
的

な
議
論
か
ら
解
放
す
る
契
機
に
な
り
う
る
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
自

ら
を
民
主
的
社
会
主
義
者
と
位
置
づ
け
る
一

方
で
、「
観
念
的
な
正
統
左
翼
」
を
激
し
く

批
判
し
た
が
、冒
頭
で
触
れ
た
「
象
を
撃
つ
」

で
の
帝
国
主
義
批
判
も
、
そ
の
抑
圧
性
の

み
に
焦
点
を
当

て
た
の
で
は
な

く
、
自
身
の
ビ

ル
マ
で
の
警
察

官
と
し
て
の
実

体
験
を
踏
ま
え

て
、
支
配
す
る

側
の
愚
か
さ
や

虚
し
さ
に
鋭
く

迫
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

「
白
人
が
暴
君
と
化
す
と
き
、
彼
は
自
ら
の

自
由
を
破
壊
す
る
」
と
い
う
一
節
は
、
植
民

地
支
配
や
人
種
差
別
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、
中
国
の
急
速
な
台
頭
が
見
ら
れ
る
国
際

政
治
や
日
本
を
含
む
各
国
の
国
内
政
治
、
さ

ら
に
は
よ
り
日
常
的
な
職
場
、
学
校
、
家
庭

な
ど
で
の
権
力
や
支
配
を
め
ぐ
る
問
題
に
関

し
て
も
、
今
日
、
私
た
ち
に
あ
ら
た
め
て
重

い
問
い
を
突
き
付
け
て
い
る
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
●
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