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は
じ
め
に 

 

本
論
は
︑
遠
藤
周
作
⽂
学
に
お
け
る
最
⼤
の
問
題
作
﹃
ス
キ
9
ン
ダ
ル
﹄︵
新
潮

社
︑
⼀
九
⼋
六
年
︶
の
主
⼈
公
で
あ
る
ク
リ
ス
チ
9
ン
作
家
勝
呂
を
︑
ヴ
U
ク
ト
W

ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
が
確
⽴
し
た
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
W
d
実
存
分
析
の
視
点
か
ら
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
︒
本
論
は
拙
論
﹁
遠
藤
周
作
﹃
ス
キ
9
ン
ダ
ル
﹄
論―

実
存
分
析
の

視
点
か
ら
⾒
る
勝
呂
の
⼼
理
・
精
神
状
態―

﹂
︵
１
︶

の
後
篇
に
当
た
る
︒ 

勝
呂
の
﹁
内
⾯
﹂
と
﹁
外
⾯
﹂
の
葛
藤
に
注
⽬
す
る
こ
れ
ま
で
の
先
⾏
研
究
と
異

な
り
︑
前
篇
で
は
︑
勝
呂
の
︿
精
神
次
元
﹀
に
焦
点
を
当
て
︑
﹁
ク
リ
ス
チ
9
ン
作

家
﹂
と
﹁
い
い
夫
﹂
の
イ
メ
W
ジ
の
本
質
を
改
め
て
考
察
し
︑
そ
れ
は
単
に
勝
呂
が

﹁
⽴
派
な
⾃
⼰
﹂
を
演
じ
る
た
め
に
作
§
た
﹁
仮
⾯
﹂
で
は
な
く
︑
他
者
に
対
す
る

責
任
や
使
命
︵
意
味
︶
に
対
す
る
意
志
が
内
包
さ
れ
た
︑
勝
呂
の
魂
の
姿
を
⽰
し
て

い
る
真
実
の
顔
な
の
で
あ
る
と
論
証
し
た
︒﹁
贋
者
の
男
﹂
の
出
現
が
意
味
す
る
の

は
︑
⻑
い
間
勝
呂
の
無
意
識
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
欲
望
・
本
能
が
﹁
仮
⾯
﹂
を
砕
い

て
︑勝
呂
の
も
う
⼀
つ
の
⼈
格
と
し
て
外
に
顕
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑普
遍
的
に

⼈
間
の
魂
の
領
域
に
潜
む︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
傾
向
d
悪
の
衝
動
﹀が
意
識
化

さ
れ
︑
更
に
強
迫
観
念
に
な
§
て
︑
勝
呂
の
実
⽣
活
に
⽀
障
を
来
す
︑
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
︒
最
終
的
に
︑
勝
呂
の
︿
強
迫
神
経
症
﹀
的
な
状
況
を
引
き
起
こ
し
た

の
が
︑
彼
⾃
⾝
の
︿
過
剰
⾃
⼰
観
察
﹀
と
い
う
不
健
康
な
態
度
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
︑
そ
の
救
い
の
可
能
性
が
︿
⾃
⼰
﹀
か
ら
注
意
を
逸
ら
し
︑
他
者
に
⽬
を
向
け
る

よ
う
に
な
る
こ
と
に
あ
る
︑
と
結
論
付
け
た
︒ 

本
論
で
は
︑
認
知
の
側
⾯
か
ら
︑
︿
悪
﹀
が
如
何
に
強
迫
観
念
と
な
§
て
︑
勝
呂

を
⽀
配
す
る
よ
う
に
な
§
た
の
か
を
分
析
す
る
︒そ
れ
に
よ
§
て
︑⼈
⽣
の
頂
点
に

達
し
た
ク
リ
ス
チ
9
ン
作
家
勝
呂
が
な
ぜ
急
に
︿
過
剰
⾃
⼰
観
察
﹀
を
し
て
︑︿
強

迫
神
経
症
﹀
的
な
状
況
に
陥
§
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
最
後
に
︑
実
存
分
析
を

⽤
い
て
︑
彼
が
如
何
に
し
て
救
い
を
獲
得
し
た
の
か
を
考
察
し
た
い
︒ 

 

⼀
︑
︿
悪
﹀
の
︿
運
命
化
﹀
︵
疎
外
化
︶ 

  

１
︑
認
識
の
問
題 

単
⼑
直
⼊
に
⾔
§
て
︑
勝
呂
の
意
識
に
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
d
悪
﹀
の
﹁
種
﹂
を

撒
い
た
の
は
成
瀬
夫
⼈
と
東
野
先
⽣
で
あ
る
︒無
論
︑彼
ら
は
意
識
的
に
そ
う
し
た

の
で
は
な
く
︑む
し
ろ
勝
呂
⾃
⾝
が
無
意
識
的
で
あ
り
な
が
ら
︑能
動
的
に
彼
ら
の

⾔
動
か
ら
そ
の
﹁
種
﹂
を
受
け
⼊
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
︿
悪
﹀
に
関
す
る
彼

ら
の
考
え
や
話
に
は
︑
確
か
に
侵
⼊
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
︒ 

ま
ず
は
中
華
料
理
店
で
⼀
緒
に
⾷
事
を
と
る
時
の
勝
呂
と
成
瀬
夫
⼈
と
の
会
話

遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お
け
る
勝
呂
の
人
物
像

― 

運
命
・
実
存
・
救
い
の
所
在 

―

倪　
　
　

楽　

飛
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に
注
⽬
し
た
い
︒料
理
を
お
い
し
く
⾷
べ
て
い
る
成
瀬
夫
⼈
を
眺
め
︑勝
呂
は
彼
⼥

の
仕
草
に
﹁
エ
ロ
チ
R
ク
で
﹂
﹁
性
的
な
⾏
為
を
思
わ
せ
﹂
る
も
の
を
感
じ
る
︒
ま

た
︑﹁
箸
を
動
か
す
時
や
盃
を
⼝
に
運
ぶ
時
の
な
が
い
指
の
動
き
に
は
蜘
蛛
が
餌
⾷

に
⽷
を
ま
く
よ
う
な
滑
ら
か
さ
が
あ
る
﹂と
い
う
描
写
は
明
ら
か
に
︑成
瀬
夫
⼈
に

﹁
悪
﹂
の
網
の
中
⼼
に
引
き
ず
ら
れ
る
勝
呂
の
予
感
を
暗
⽰
し
て
い
る
︒
そ
れ
が

﹁
病
院
で
の
あ
な
た
か
ら
連
想
で
き
な
い
﹂
表
情
だ
と
⾔
§
た
勝
呂
に
︑
成
瀬
は

﹁
そ
れ
は
当
然
で
し
m
う
︒
ど
ん
な
⼈
間
だ
§
て
⼀
つ
の
姿
や
⼀
つ
の
顔
で
は
あ

り
ま
せ
ん
も
の
﹂と
答
え
る
︒お
そ
ら
く
成
瀬
の
⾔
葉
か
ら
⽷
井
素
⼦
に
描
か
れ
た

肖
像
画
を
連
想
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
勝
呂
は
ま
た
︑﹁
じ
x
あ
あ
な
た
は
別

の
姿
や
別
の
⼈
格
が
お
あ
り
な
の
で
す
か
﹂
と
訊
く
︒﹁
先
⽣
は
﹂
と
成
瀬
に
反
問

さ
れ
て
︑
勝
呂
は
⾃
分
に
は
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
︑﹁
で
な
け
れ
ば
︑
⼩
説
は
書
け

ま
せ
ん
﹂
︵
六
三
Å
六
四
⾴
︶
と
答
え
る
︒ 

よ
く
⾒
て
い
く
と
︑
勝
呂
の
⾔
葉
に
は
⼈
間
存
在
に
関
す
る
認
識
的
な
落
と
し

⽳
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
︒
ま
ず
︑
﹁
別
の
姿
﹂
と
﹁
別
の
⼈
格
﹂
を
混
同
し
て
い

る
の
は
﹁
表
現
﹂
と
﹁
内
容
﹂
を
同
⼀
視
す
る
過
ち
で
あ
ろ
う
︒
⼈
は
性
格
が
変
わ

る
こ
と
が
あ
り
︑
場
合
に
よ
§
て
は
幾
つ
か
の
性
格
が
備
わ
§
て
い
る
よ
う
に
⾒

え
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
⼈
格
そ
の
も
の
が
変
わ
§
た
り
分
割
さ
れ
た
り
す
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
︒
か
つ
て
﹁
⼈
格
分
裂
﹂
か
﹁
多
重
⼈
格
﹂
と
呼
ば
れ
た
精
神
障

害
が
解
離
性
同
⼀
性
障
害
と
改
称
さ
れ
た
の
︵
２
︶

は
︑
ま
さ
に
⼈
格
が
分
裂
不
可
能
と

い
う
認
識
が
精
神
医
学
の
⼀
般
常
識
に
な
§
た
た
め
で
あ
る
︒
︵
３
︶ 

こ
こ
で
の
勝
呂
の
⾔
葉
は
成
瀬
夫
⼈
を
引
き
付
け
る
た
め
の
レ
ト
リ
R
ク
に
過

ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
⾃
分
に
は
﹁
別
の
⼈
格
﹂
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
︑

⾃
分
の
﹁
不
誠
実
﹂
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
り
︑
ま
た
責
任
を
放
棄
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
︑
と
い
う
こ
と
を
⾒
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒﹁
別
の
⼈
格
﹂
が
あ
る

か
ら
︑
何
か
悪
い
こ
と
を
し
た
と
し
て
も
︑
別
に
⾃
分
の
﹁
核
﹂
と
な
る
﹁
主
要
⼈

格
﹂と
は
関
係
な
い
︑と
い
う
よ
う
な
思
考
回
路
が
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
⽅
は
︑
ま
さ
に
﹁
悪
の
⼈
格
﹂
が
顕
現
す
る
た
め
の
裏
⼝
を

開
け
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

こ
れ
が
成
瀬
夫
⼈
の
話
が
勝
呂
に
及
ぼ
し
た
最
初
の
影
響
で
あ
る
︒そ
の
後
︑東

野
先
⽣
の
話
を
通
し
て
︑︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
傾
向
﹀と
名
付
け
ら
れ
た︿
悪
﹀

は
エ
W
リ
R
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
理
論
の
形
で
勝
呂
に
意
識
化
さ
れ
る
︒
講
演
会
の
前
︑

東
野
は
次
の
よ
う
に
︑
フ
ロ
ム
の
理
論
を
勝
呂
に
紹
介
す
る
︒ 

 ﹁
フ
ロ
ム
と
い
う
学
者
が
で
す
ね
︑
⼈
間
を
⼆
つ
の
型
に
別
け
て
い
ま
し
て

ね
︒本
質
的
に
⼈
⽣
に
建
設
的
な
統
⼀
や
調
和
を
好
む
作
家
が
い
ま
す
ね
︒た

と
え
ば
武
者
⼩
路
が
そ
う
︒⼭
本
有
三
も
そ
う
で
す
︒外
国
じ
x
ゲ
W
テ
も
そ

の
⼀
⼈
で
す
︒
こ
う
い
う
型
の
作
家
を
フ
ロ
ム
は
バ
イ
フ
…
リ
ア
型
と
よ
ん

で
い
る
の
で
す
︒
﹂
︹…

︺
﹁
と
こ
ろ
が
建
設
的
な
未
来
よ
り
︑
暗
い
も
の
や

過
去
に
執
着
し
た
り
︑⾃
殺
傾
向
の
あ
る
タ
イ
プ
の
作
家
も
い
ま
す
ね
︒太
宰

治
な
ん
か
そ
う
⾔
え
る
ん
じ
x
な
い
で
す
か
︒
こ
う
い
う
型
を
ネ
ク
ロ
フ
U

リ
ア
型
と
よ
ぶ
ん
で
す
﹂
︵
九
四
⾴
︶ 

  

⼀
⾒
で
は
フ
ロ
ム
の
理
論
に
⾒
え
る
が
︑﹁
本
質
的
﹂
︑﹁
タ
イ
プ
﹂
︑
及
び
﹁
⼈

間
を
⼆
つ
の
型
に
分
け
て
い
﹂
る
な
ど
と
い
う
表
現
に
本
質
主
義
的
な
⾊
合
い
が

あ
る
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
︒就
中﹁
バ
イ
フ
…
リ
ア
型
﹂と﹁
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
型
﹂

で
具
体
的
な
作
家
を
定
義
付
け
る
と
い
う
東
野
の
説
明
は
︑
さ
ら
に
フ
ロ
ム
の
理

論
に
本
質
主
義
的
な
ニ
fi
ア
ン
ス
を
付
け
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑
勝
呂
も

﹁
破
滅
型
﹂
と
い
う
﹁
⽂
壇
⽤
語
﹂
で
東
野
の
解
釈
を
反
復
し
︑
そ
の
概
念
を
⾃
ら
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の
認
知
体
系
に
織
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
︒
︵
４
︶

し
か
し
︑﹃
悪
に
つ
い
て
﹄
︵
５
︶

に
お
け
る
フ

ロ
ム
⾃
⾝
の
解
釈
を
確
認
し
て
み
る
と
︑︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀
と
︿
バ
イ
フ
…
リ

ア
﹀が
⼈
間
の
本
質
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒フ
ロ
ム
は
︑﹁
ネ

ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
⼈
﹂
や
﹁
バ
イ
フ
…
リ
ア
的
な
⼈
﹂
と
い
う
表
現
を
使
§
て
は

い
る
も
の
の
︑
︿
バ
イ
フ
…
リ
ア
﹀
も
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀
も
⼈
間
の
本
質
を
な

す
実
体
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒
︵
６
︶

実
際
︑フ
ロ
ム
は﹁
善
﹂︵
バ

イ
フ
…
リ
ア
︶が
⼈
間
の
存
在
を﹁
私
た
ち
の
本
質
へ
と
限
り
な
く
近
づ
け
る
も
の

で
あ
﹂
る
の
に
対
し
て
︑
﹁
悪
﹂
︵
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
︶
が
﹁
存
在
と
本
質
を
ど
ん

ど
ん
引
き
離
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑
⼈
間
の
本
質
は
﹁
善
で
も
悪
で
も

な
け
れ
ば
愛
で
も
憎
し
み
で
も
な
く
﹂︑⾝
体
で
あ
り
な
が
ら
精
神
で
あ
る
と
い
う

事
実
に
追
い
詰
め
ら
れ
︑常
に
解
決
を
強
く
求
め
て
い
る
⽭
盾
・
葛
藤
そ
の
も
の
で

あ
る
︑
︵
７
︶

と
い
う
⾮
常
に
実
存
哲
学
的
な
結
論
を
出
し
て
い
る
︒
︵
８
︶

要
す
る
に
︑﹁
純
粋

な
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
は
狂
気
で
あ
り
︑純
粋
な
バ
イ
フ
…
リ
ア
は
聖
⼈
で
あ
る
︒ほ

と
ん
ど
の
⼈
は
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
と
バ
イ
フ
…
リ
ア
が
混
ざ
り
合
§
て
い
る
﹂
︵
９
︶

と

い
う
フ
ロ
ム
の
⾔
葉
が
⽰
し
た
よ
う
に
︑︿
バ
イ
フ
…
リ
ア
﹀
と
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ

ア
﹀
は
︑
⼈
が
⾃
分
が
ど
の
よ
う
な
⼈
間
に
な
る
か
を
決
め
る
と
き
に
︑
⽅
向
を
提

⽰
す
る
﹁
可
能
性
﹂
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
⼈
に
は
い
つ
で
も
別
の
⽅
向
を
選
ぶ

⾃
由
が
備
わ
§
て
い
る
し
︑
あ
る
⼈
の
本
質
を
決
め
る
の
は
そ
の
⼈
が
そ
の
都
度

⾏
§
た
選
択
・
決
断
で
あ
り
︑
そ
の
⼈
の
︿
実
存
﹀
そ
の
も
の
な
の
だ
︒ 

そ
れ
と
⽐
べ
て
︑
勝
呂
の
考
え
は
ど
う
な
§
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
講
演
の
中
で
︑

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 ﹁
何
よ
り
も
⼈
間
を
描
く
こ
と
﹂
と
勝
呂
は
暗
誦
し
た
台
詞
を
唱
え
る
よ
う

に
⼝
だ
け
で
し
x
べ
§
た
︒
﹁
そ
れ
が
作
家
で
あ
る
者
の
第
⼀
の
⽬
的
で
す
︒

何
よ
り
も
⼈
間
の
奥
の
奥
ま
で
探
る
こ
と
︑
そ
れ
が
作
家
で
あ
る
者
の
絶
対

的
な
義
務
だ
と
思
い
ま
す
︒︹…

︺
少
く
と
も
私
は
今
⽇
ま
で
⾃
分
の
宗
教
の

た
め
に
作
中
⼈
物
の
⼈
間
性
を
美
化
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
お
ぞ
ま
し

い
も
の
は
︑
お
ぞ
ま
し
い
も
の
と
し
て
直
視
し
て
き
た…

…

﹂︹…

︺
男
は
出

⼊
⼝
の
そ
ば
に
⽴
§
て
︑
更
に
い
つ
か
と
同
じ
嗤
い
を
う
か
べ
た
︒ 

︵
嘘
を
つ
い
て
い
る
な
︑
お
前
は…

…

︶
︹…

︺(

お
前
は
⼈
間
の
お
ぞ
ま
し

い
も
の
を
直
視
な
ど
し
て
い
る
も
の
か
︒
読
者
が
お
前
に
抱
い
て
い
る
イ
メ

W
ジ
を
損
ね
ぬ
よ
う
に
⼩
⼼
翼
々
と
書
い
て
き
た
じ
x
な
い
か
︒
ち
m
う
ど

お
前
が
⼥
房
に
そ
う
し
た
よ
う
に) 

︵
九
七
Å
九
⼋
⾴
︶ 

 

こ
こ
で
注
⽬
す
べ
き
な
の
は
︑勝
呂
が﹁
⼈
間
の
中
の
本
当
の
お
ぞ
ま
し
い
も
の

を
直
視
し
て
﹂
い
な
い
か
ら
︑
彼
が
描
い
た
も
の
も
︑
読
者
が
抱
い
て
い
る
彼
の
イ

メ
W
ジ
も
︑
良
い
夫
と
い
う
姿
も
全
て
﹁
嘘
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︑
と
い
う
分
⾝
た

る
男
の
考
え
⽅
で
あ
る
︒
そ
の
考
え
⽅
に
即
し
て
⾔
え
ば
︑﹁
⼈
間
性
を
美
化
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
﹂と
い
う
勝
呂
の
反
論
も
所
詮
嘘
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒何

故
な
ら
︑
⼈
間
の
中
に
は
︿
悪
﹀
が
存
在
し
︑
本
当
の
⼈
間
性
を
描
く
な
ら
︑︿
罪
﹀

よ
り
も
§
と
い
や
ら
し
く
て
醜
い
も
の
を
描
か
な
く
て
は
い
け
な
い
し
︑
⼈
間
の

本
当
の
顔
を
描
く
な
ら
︑︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
d
悪
﹀
の
⾊
合
い
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
︒こ
れ
が
分
⾝
た
る
男
︑と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
勝
呂
⾃
⾝
の
本

質
主
義
的
な
理
屈
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
少
な
く
と
も
︑
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀

は
⼈
間
の
本
質
の
⼀
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
︑
今
の
勝
呂
が
捕
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
推
測
で
き
よ
う
︒今
の
彼
は
︑⽷
井
素
⼦
が
描
い
た
醜
悪
な
顔
が
本
当
に
⾃
分

の
本
質
を
表
し
て
い
る
と
信
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒ 
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２
︑
偶
像
化
の
問
題 

ま
た
成
瀬
夫
⼈
に
戻
る
︒
彼
⼥
は
⾃
分
の
愛
読
書
の
ジ
ル
・
ド
・
レ
の
伝
記
を
勝

呂
に
送
る
︒
同
封
し
た
⼿
紙
に
︑
ポ
W
の
﹃
⿊
猫
﹄
の
主
⼈
公
の
⾔
葉
を
引
⽤
し
な

が
ら
激
情
・
背
徳
へ
の
慾
望
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒ 

 

激
情
は
ど
う
し
て
起
き
る
の
で
し
m
う
︒
激
情
は
ど
う
し
て
あ
れ
ほ
ど
の

快
感
を
味
わ
わ
せ
る
の
で
し
m
う
︒わ
た
く
し
は
道
徳
で
は
抑
え
き
れ
ぬ
︑説

明
で
き
ぬ
︑す
さ
ま
じ
い
⼒
が
か
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
︑こ
の
本
を

読
み
ま
し
た︹…

︺背
徳
の
慾
望
と
は
ど
ん
な
⼈
間
の
⼼
に
も
あ
る
原
始
的
な

衝
動
の
⼀
つ
だ
︒︹…

︺
し
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
か
ら
こ
そ
か
え
§
て
そ
の
⾏

為
を
犯
す
と
い
う
経
験
は
誰
で
も
持
§
て
い
ま
す
︒
ど
ん
な
に
判
断
⼒
を
持

§
て
い
て
も
︑そ
れ
が
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
法
で
あ
る
と
い
う
︑そ
れ
だ
け
の
理

由
で
こ
れ
を
犯
し
た
く
な
る
慾
望
は
誰
で
も
持
§
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

m
う
か
︒こ
の
背
徳
の
慾
望
に
私
は
最
終
的
に
屈
服
し
た
の
で
す
︒私
を
駆
り

た
て
た
の
は
︑過
ち
の
た
め
に
過
ち
を
犯
し
た
い
と
い
う
慾
望
で
し
た︵
⼀
三

⼀
⾴
︶ 

  

明
ら
か
に
︑
成
瀬
の
⾔
う
﹁
激
情
﹂
は
背
徳
・
犯
罪
に
つ
な
が
る
︿
ネ
ク
ロ
フ
U

リ
ア
﹀
的
な
も
の
で
あ
る
︒﹁
背
徳
の
慾
望
﹂
を
ま
る
で
⾃
分
の
運
命
を
決
め
る
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
成
瀬
夫
⼈
の
⼿
紙
は
︑
⼀
⽅
で
は
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
W
や
ボ
イ
ス
ら
の
⾔
葉
が
援
引
さ
れ
︑知
性
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
︒勝
呂

は
そ
の
⼿
紙
に
ほ
ぼ
完
全
に
魅
了
さ
れ
た
と
も
⾔
え
よ
う
︒そ
の
時
︑彼
は
壁
に
飾

§
て
い
る
﹁
あ
な
た
の
作
品
を
通
し
て
︑
主
は
あ
な
た
を
祝
福
な
さ
い
ま
す
﹂
と
い

う
マ
ザ
W
・
テ
レ
サ
が
彼
の
た
め
に
書
い
て
く
れ
た
⾔
葉
を
瞥
⾒
し
た
︒
し
か
し
︑

彼
は
も
は
や
⾃
分
が
祝
福
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
信
じ
な
く
な
り
︑
成
瀬
夫
⼈
の

い
う
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀
的
な
﹁
激
情
の
⼒
﹂
が
⾃
分
の
中
に
も
あ
り
︑
⾃
分
が

そ
れ
に
⽀
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
に
な
§
た
︒
彼
は
⾃
分
に̶

̶

マ

ザ
W
・
テ
レ
サ
の
⾔
葉
を
通
し
て
彼
に
語
り
か
け
る
神
様
に̶

̶

次
の
よ
う
に
⾔

う
︒﹁
私
は
⼩
説
家
で
す
︒
⼈
間
の
⼼
の
奥
底
に
⼿
を
⼊
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
⼩
説
家
で

す
︒
そ
の
⼼
の
奥
底
に
神
が
祝
福
し
た
ま
わ
ぬ
も
の
が
あ
§
て
も
や
は
り
⼿
を
⼊

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
⼩
説
家
で
す
﹂
︑
と
︵
⼀
三
⼆
⾴
︶
︒ 

勝
呂
が
⾃
分
に
⾔
い
聞
か
せ
た
こ
の
⾔
葉
は
︑
元
々
⼩
説
家
の
責
任
感
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
§
た
に
違
い
な
か
ろ
う
︒
︵
１
０
︶

し
か
し
今
の
勝
呂
に
と
§
て
︑
そ
の
⾔

葉
は
変
質
し
て
し
ま
§
た
︒
そ
の
⾔
葉
は
︑
彼
に
よ
§
て
三
回
も
反
復
さ
れ
た
﹁
⼩

説
家
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
U
テ
U
W
︑
す
な
わ
ち
も
う
⼀
つ
の
︿
本
質
﹀
で
⾃
分

の
当
⾯
の
⼼
理
・
精
神
状
態
を
正
当
化
す
る
⾔
い
訳
に
な
§
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

⼩
説
家
︑或
い
は
真
の
学
問
者
は
︑確
か
に
教
義
上
の
真
理
に
背
く
こ
と
も
惜
し

ま
ず
に
︑勇
敢
に
暗
闇
に
潜
§
て
︑そ
の
中
に
潜
む
根
源
的
な
真
実
を
探
求
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
﹁
危
険
な
覚
悟
﹂
︵
１
１
︶

を
持
つ
べ
き
で
あ
る
︒
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
︑

そ
の
﹁
覚
悟
﹂
に
⾃
由
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
こ

ろ
が
︑
﹁
神
が
祝
福
し
た
ま
わ
ぬ
も
の
﹂
︑
即
ち
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
d
悪
﹀
ま
で

﹁
⼿
を
⼊
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂と
い
う
考
え
に
︑今
の
勝
呂
は
あ
ま
り
に
も
執
着
し
す

ぎ
て
︑
そ
れ
を
実
⾏
す
る
絶
対
性
と
完
全
性
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︿﹁
な
に
か
胡
散
臭
い
﹂と
批
判
さ
れ
た
の
は﹁
悪
﹂に
直
⾯
し
て
い
な
い
か
ら
だ
︒

﹁
悪
﹂を
書
い
て
い
な
い
私
の
⽂
学
は
嘘
に
す
ぎ
な
い
の
だ
︒そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑﹁
⾃

分
の
今
⽇
ま
で
の
⼈
⽣
が
す
べ
て
虚
偽
の
上
に
な
り
た
§
て
い
る
﹂
︵
⼀
⼆
⼀
⾴
︶

気
さ
え
し
た
﹀
︒
だ
か
ら
⾃
分
の
中
に
も
あ
る
は
ず
の
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
﹀
な

も
の
を
全
部
掘
り
出
し
て
︑
徹
底
的
に
︿
悪
の
問
題
﹀
を
解
決
す
べ
き
だ
︒
そ
う
し
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な
け
れ
ば
︑⾃
分
は
所
詮
成
瀬
夫
⼈
が
⾔
§
た
よ
う
な﹁
最
後
の
最
後
ま
で
書
き
に

な
ら
な
い
⼈
﹂
︑
﹁
逃
げ
る
⼈
﹂
︵
⼀
三
六
⾴
︶
に
す
ぎ
な
い
不
完
全
且
つ
偽
善
的

な
⼩
説
家
に
な
§
て
し
ま
う
の
だ
︒
裏
返
せ
ば
︑
﹁
⼈
間
性
の
真
実
﹂
を
書
く
﹁
真

の
﹂
⼩
説
家
だ
か
ら
こ
そ
︑
神
の
光
も
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
に
⼿
を
伸
ば
す
﹁
権
利
﹂
を

完
全
に
⾏
使
す
べ
き
だ
︑
と
い
う
思
考
回
路
が
勝
呂
の
執
着
に
仄
め
か
さ
れ
て
い

る
と
も
⾔
え
よ
う
︒
そ
の
﹁
権
利
﹂
を
﹁
⼩
説
家
﹂
で
あ
る
彼
に
与
え
た
の
は̶

̶

よ
り
正
確
的
に
⾔
え
ば
︑
彼
に
そ
の
﹁
権
利
﹂
を
全
⾯
的
に
実
⾏
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
は̶

̶

ま
さ
に
︑
︿
悪
﹀
の
﹁
実
在
﹂
︑
﹁
実
在
的
﹂
な
︿
悪
﹀
で
あ
§
た

と
⾔
§
て
も
差
し
⽀
え
な
か
ろ
う
︒ 

前
篇
で
は
︑
勝
呂
が
必
ず
し
も
︿
強
迫
神
経
症
﹀
を
患
§
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
が
︑
彼
に
は
︿
強
迫
神
経
症
﹀
的
な
徴
候
が
⾒
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
と

指
摘
し
た
︒た
だ
の
徴
候
な
の
か
本
当
に︿
神
経
症
﹀に
な
§
た
の
か
は
さ
て
お
き
︑

︿
強
迫
神
経
症
﹀の
本
質
を
︑患
者
が
⾃
ら
作
§
た
強
迫
観
念
に
⽀
配
さ
れ
て
し
ま

う
状
態
に
な
§
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
フ
ラ
ン
ク
ル
は
強
迫
神
経
症

者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 

彼
は
⼀
〇
〇
パ
W
セ
ン
ト
確
実
な
認
識
と
⼀
〇
〇
パ
W
セ
ン
ト
有
効
な
決

意
を
求
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
彼
の
⼼
は
⼀
〇
〇
パ
W
セ
ン
ト
と
い
う

こ
と
へ
の
フ
±
ウ
ス
ト
的
な
欲
求
で
み
た
さ
れ
て
い
る
︒つ
ま
り
彼
は﹁
汝
ら

神
の
如
く
に
な
り
て
︑善
悪
を
知
る
に
⾄
る
﹂と
い
う
蛇
の
⽢
⾔
に
の
せ
ら
れ

た
の
だ
︒
︹…

︺
事
実
︑
強
迫
神
経
症
者
の
不
遜
さ
は
︑
被
造
物
で
あ
る
と
い

う
彼
の
定
め
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
︵
１
２
︶ 
 

こ
の
よ
う
に
⾒
て
︑
勝
呂
は
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
傾
向
d
悪
の
衝
動
﹀
を
意

識
化
し
た
だ
け
で
な
く
︑
さ
ら
に
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
傾
向
﹀
を
︿
ネ
ク
ロ
フ

U
リ
ア
﹀
と
い
う
運
命
と
し
て
﹁
本
質
化
﹂
な
い
し
は
﹁
悪
魔

フ
.
ウ
ス
ト

﹂
そ
の
も
の
と
し

て
︿
実
在
化
﹀
ま
で
し
た
の
だ
︑
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
こ
れ
こ
そ
今
の
勝
呂
に
⾒
ら

れ
る
︿
神
経
症
的
﹀
な
と
こ
ろ
な
の
だ
︒
フ
ラ
ン
ク
ル
の
⾔
葉
を
借
り
て
⾔
え
ば
︑

今
の
勝
呂
は
﹁
神
経
症
的
な
宿
命
論
﹂
︵
１
３
︶

に
陥
§
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
実
在

化
さ
れ
た
︿
悪
﹀
は
︑
勝
呂
が
今
ま
で
築
い
て
き
た
⽂
学
世
界
に
対
し
て
︑
ま
た
は

読
者
に
と
§
て
の
﹁
ク
リ
ス
チ
9
ン
作
家
勝
呂
﹂
︑
妻
に
と
§
て
の
﹁
良
い
夫
﹂
︑

彼
の
作
品
に
導
か
れ
て
ク
リ
ス
チ
9
ン
に
な
§
た
⻘
年
に
と
§
て
の
﹁
師
﹂
な
ど
︑

勝
呂
に
と
§
て
の
す
べ
て
の
既
成
事
実
と
将
来
の
可
能
性
に
対
し
て
︑﹁
偽
善
で
あ

り
︑
無
価
値
だ
﹂
と
い
う
壊
滅
的
な
判
決
を
下
し
︑
勝
呂
を
囚
徒
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒
逆
に
⾔
え
ば
︑
⾃
分
が
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀
と
い
う
根
本
的
な

本
質
に
⽀
配
さ
れ
る
⼈
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
込
み
︵
迷
信
︶
で
︑
勝
呂

は
⾃
ら
︿
悪
﹀
の
偶
像
を
作
§
て
︑
﹁
神
の
国
﹂
に
⾏
く
⼈
間
に
な
る
⾃
由
を
︑
責

任
を
負
う
⾃
分
の
⼈
格
を
⽣
贄
に
︑そ
の
偶
像
に
捧
げ
よ
う
し
て
い
る
︑と
い
う
こ

と
な
の
だ
︒
こ
こ
の
﹁
偶
像
﹂
と
は
︑
崇
拝
す
る
対
象
で
は
な
く
︑
⼈
の
⾔
動
や
思

考
を
凌
駕
し
て
︑⼈
を
⽀
配
す
る
存
在
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
︒こ
の
よ
う
な
意

味
で
︑勝
呂
の
⾝
に
起
こ
§
て
い
る
こ
と
は
要
す
る
に
︑︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
d
悪
﹀

の
︿
運
命
化
﹀
︑︿
悪
﹀
の
︿
疎
外
﹀
︵
１
４
︶

な
の
だ
︑
と
⾔
§
て
も
過
⾔
で
は
な
か
ろ
う
︒ 

︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
傾
向
﹀
は
あ
く
ま
で
⼈
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
成
瀬
夫
⼈
や
⽷
井
素
⼦
︑
そ
し
て
今
の
勝
呂
は
︑
そ
れ
を
⾃
分
の

運
命
を
決
め
る
よ
う
な
も
の
︑
運
命
的
な
も
の
︑
運
命
そ
の
も
の
と
す
ら
考
え
︑

︿
悪
﹀
の
可
能
性
を
︿
悪
﹀
の
必
然
性
と
し
て
信
じ
込
ん
で
し
ま
§
て
い
る
の
で
あ

る
︒︿
運
命
だ
か
ら
仕
⽅
が
な
い
︑
運
命
だ
か
ら
そ
れ
に
負
け
て
し
ま
う
の
も
当
然

だ
︒
責
任
は
⾃
分
⾃
⾝
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
運
命
に
あ
る
も
の
だ
︒
﹀
そ
う
思
う
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の
は
悔
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
楽
に
は
な
る
︒
そ
の
思
い
込
み
に
つ
れ
ら
れ
て
︑

ひ
た
す
ら
﹁
激
情
の
⼒
﹂
に
⾝
を
任
せ
︑
何
も
考
え
ず
に
快
感
を
味
わ
い
な
が
ら
悪

の
深
淵
に
落
ち
て
い
け
ば
い
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
快
感
と
は
︑
︿
⼈
間
性
﹀
を
破
壊

し
︑﹁
⼈
間
ら
し
い
⼈
間
﹂
に
な
る
こ
と
を
諦
め
る
こ
と
に
よ
る
快
感
で
あ
り
︑
キ

リ
ス
ト
教
的
に
⾔
え
ば
︑
悪
魔
が
⼈
を
神
に
背
か
せ
る
た
め
に
仕
掛
け
た
⽢
い
誘

惑
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 

⼆
︑
勝
呂
の
︿
実
存
的
危
機
﹀ 

  

以
上
の
分
析
を
通
じ
て
︑
東
野
先
⽣
や
成
瀬
夫
⼈
が
勝
呂
の
認
識
に
撒
い
た

﹁
種
﹂
は
即
ち
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
d
悪
﹀
及
び
⼈
間
存
在
に
対
す
る
本
質
主
義
的

な
考
え
⽅
で
あ
る
︑と
い
う
こ
と
は
明
⽩
に
な
§
た
︒勝
呂
は
そ
の
よ
う
な
考
え
⽅

を
受
け
⼊
れ
︑信
じ
込
ん
だ
だ
け
で
な
く
︑常
に
そ
の
考
え
⽅
が
⽰
す
⽅
向
か
ら
⾃

分
の
⼈
⽣
を
顧
み
︑
⾃
分
の
⼈
間
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
︒ 

し
か
し
︑
勝
呂
は
な
ぜ
︿
悪
﹀
の
偶
像
を
作
§
て
ま
で
︑
⾃
分
の
⼼
理
・
精
神
状

態
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒こ
の
点
は
︑本
作
に
託
さ
れ
た

も
う
⼀
つ
の
テ
W
マ
︑﹁
⽼
い
の
問
題
﹂
と
結
び
付
け
て
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
に

な
る
と
思
わ
れ
る
︒す
で
に
⼈
⽣
の
晩
秋
に
⼊
§
た
勝
呂
は
︑⾃
分
の
⽼
衰
し
た
体

を
感
じ
︑鏡
に
映
す
⾃
分
の
⽼
醜
の
顔
を
眺
め
︑死
が
迫
§
て
く
る
こ
と
に
苦
し
め

ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
三
⼗
数
年
の
苦
労
や
藻
掻
き
︑
よ
う
や
く
⼈
⽣
の

頂
点
に
⽴
つ
こ
と
が
で
き
た
と
思
§
た
ら
︑
⾃
分
の
ラ
イ
フ
ワ
W
ク
に
は
ま
だ
解

決
さ
れ
て
い
な
い
致
命
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
︒︿
⾃
分
は
今
ま
で
の

⼈
⽣
を
︑
⼩
⼼
翼
々
そ
の
問
題
を
避
け
て
︑
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
︑
あ
た
か
も
存

在
し
な
い
も
の
か
の
よ
う
に
⾃
⼰
催
眠
し
て
⽣
き
て
き
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
は
虚
偽
︑
偽
善
︑
現
実
逃
避
︑
卑
怯
な
の
で
は
な
い
か
︒
﹀
︵
１
５
︶

し
か
し
︑
そ
の
問

題
︑
そ
の
問
題
が
⽰
し
て
く
れ
る
世
界
に
は
い
§
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
︒  勝

呂
は
⼈
⽣
の
中
で
無
意
味
な
も
の
は
何
⼀
つ
な
い
と
彼
の
⼩
説
を
通
し
て

考
え
て
き
た
︒も
し
そ
の
考
え
が
間
違
§
て
い
な
い
な
ら
ば
︑い
§
た
い
何
の

意
味
が
あ
り
︑︵
彼
を
︶
何
処
に
連
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
︒
霧
の
な
か
を
う
つ

ろ
い
て
い
る
よ
う
で
︑
⾏
く
べ
き
⽅
向
も
帰
る
べ
き
道
筋
も
今
は
さ
§
ぱ
り

わ
か
ら
な
く
な
§
た
︒
︵
⼀
⼆
〇
⾴
︶ 

 

勝
呂
は
︑⼈
⽣
の
下
り
坂
を
歩
ん
で
い
か
ざ
る
を
得
な
い
現
実
を
前
に
し
て
︑⽼

い
と
死
に
対
す
る
恐
怖
や
不
安
と
い
う
⾝
体
・
⼼
理
の
課
題
ば
か
り
か
︑改
め
て
⼈

⽣
の
意
味
に
関
す
る
究
極
的
な
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
存
的

な
課
題
に
も
直
⾯
し
て
い
る
︒﹁
無
明
の
な
か
で
死
に
た
く
な
い
︒
⼈
⽣
に
︑
何
ら

か
ま
と
ま
り
を
つ
け
た
い
﹂︵
⼀
⼀
九
⾴
︶
︒
し
か
し
︑
そ
の
課
題
を
こ
な
す
に
は
︑

今
の
⾃
分
で
は
弱
す
ぎ
て
︑
﹁
愚
か
な
男
に
す
ぎ
ず
﹂
︑
﹁
道
を
迷
い
︑
暗
き
林
に

迷
﹂
§
て
し
ま
う
だ
け
だ
︵
九
九
⾴
︶
︒ 

こ
の
時
の
勝
呂
は
正
に︿
意
味
喪
失
﹀と
い
う
実
存
的
危
機
に
陥
§
て
し
ま
§
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
実
存
的
危
機
を
乗
り
越
え
る
に
は
︑
︿
精
神
の
反
抗
⼒
﹀
︵
後

述
︶
が
必
要
不
可
⽋
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
次
第
に
︿
過
剰
⾃
⼰
観
察
﹀
の
渦
巻
き
に

吸
い
込
ま
れ
て
い
く
勝
呂
は
︑⾃
分
を
取
り
巻
く
状
況
か
ら
距
離
を
置
き
︑冷
静
に

⾃
分
の
⼈
⽣
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
︑
本
当
の
意
味
へ
の
意
志
を
奮

い
起
こ
す
⼈
格
の
⼒
を
失
§
た
の
で
あ
る
︒
勝
呂
は
︑
⾃
分
の
弱
さ
︑
⾃
分
の
無
⼒

さ
を
正
当
化
し
て
く
れ
る
も
の
︑︿
意
味
喪
失
﹀
と
い
う
実
存
的
危
機
に
挑
む
重
荷
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を
卸
し
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
し
て
︑︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
d
悪
﹀
を
偶

像
化
し
た
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
﹁
偶
像
﹂
は
︑
意
味
を
否
定
し
︑
⼈
間
性
を
矮

⼩
化
し
︑⼈
格
を
養
分
と
し
て
⾷
い
つ
ぶ
し
︑増
々
膨
ら
ん
で
さ
ら
に
⼈
間
を
奴
隷

に
す
る
﹁
虚
無
﹂
に
す
ぎ
な
い
の
だ
︒
そ
し
て
今
︑
そ
の
﹁
虚
無
﹂
の
⼒
を
加
担
し
︑

勝
呂
を
飲
み
込
ん
で
⾃
分
⾃
⾝
の
⼀
部
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑ま
さ
に﹁
分

⾝
た
る
男
﹂
な
の
で
あ
る
︒ 

明
ら
か
に
︑
勝
呂
に
⾒
ら
れ
る
︿
強
迫
神
経
症
﹀
的
な
状
態
を
︑
フ
ラ
ン
ク
ル
が

定
義
し
た
﹁
精
神
因
性
神
経
症
﹂
︵
１
６
︶

で
解
釈
す
る
こ
と
は
⼗
分
に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
︒

元
︿々
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
d
悪
﹀は
可
能
性
と
し
て
の
存
在
に
過
ぎ
な
い
︒確
か
に
︑

そ
の
可
能
性
を
︑
⼈
間
の
⽣
来
の
性
質
の
⼀
つ
と
し
て
⼈
間
存
在
に
条
件
を
付
け

る
と
い
う
⼀
種
の
事
実
と
⾒
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
︑
そ
れ
は
決
し
て
⼈
間
の
唯

⼀
の
性
質
で
も
な
け
れ
ば
︑
絶
対
的
な
条
件
を
付
け
る
事
実
で
も
な
い
︒︿
ネ
ク
ロ

フ
U
リ
ア
d
悪
﹀は
⼈
間
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
考
え
⽅
は
︑相
対
的
な
条
件
や
部

分
的
な
事
実
で
⼈
間
存
在
の
真
実
を
規
定
す
る︿
還
元
主
義
﹀に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
︿
還
元
主
義
﹀
は
結
局
の
と
こ
ろ
︑
⼈
間
の
⾃
由
を
否
定
し
︑

⼈
格
の
尊
厳
を
抹
殺
し
︑
⼈
⽣
の
意
味
を
嘲
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
⾄
る
だ
け
な
の
で

あ
る
︒ 

で
は
︑
結
局
︑
勝
呂
は
如
何
に
し
て
実
存
的
危
機
を
乗
り
越
え
る
べ
き
な
の
か
︒

彼
は
如
何
に
し
て
﹁
醜
悪
世
界
﹂
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
次
章

で
は
引
き
続
き
︿
実
存
﹀
の
視
点
か
ら
勝
呂
の
救
い
の
可
能
性
を
考
察
す
る
︒ 

  三
︑
実
存
的
⼈
間 

 

こ
れ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
て
み
れ
ば
︑
勝
呂
の
﹁
贋
者
﹂
の
正
体
は
さ
ら
に
明

ら
か
に
な
§
て
く
る
︒
実
存
的
危
機
を
も
た
ら
し
た
﹁
⽼
い
の
問
題
﹂
の
ほ
か
に
︑

勝
呂
が
直
⾯
し
て
い
る
も
う
⼀
つ
の
問
題
は
︑︿
悪
﹀
に
対
す
る
本
質
主
義
的
な
認

識
に
誘
発
さ
れ
た
不
健
康
な
⼼
理
・
精
神
状
態
に
あ
る
︒﹁
⽼
い
の
問
題
﹂
の
実
質

は
望
ま
し
く
な
い
客
観
的
状
況
な
の
で
︑⼈
は
そ
れ
を﹁
解
決
す
る
﹂の
で
は
な
く
︑

︿
精
神
の
反
抗
⼒
﹀
で
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑︿
精

神
の
反
抗
⼒
﹀を
奮
い
起
こ
す
可
能
性
は
︑勝
呂
⾃
⾝
に
あ
る
不
健
康
な
状
態
の
問

題
を
解
決
す
る
こ
と
に
か
か
§
て
い
る
︒さ
ら
に
︑⼆
つ
⽬
の
問
題
を
⼆
つ
の
側
⾯

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
⼀
つ
は
︿
悪
﹀
に
関
す
る
認
識
上
の
誤
謬
で
あ

り
︑
も
う
⼀
つ
は
︿
悪
﹀
の
︿
強
迫
観
念
﹀
に
よ
る
精
神
障
害
︵
強
迫
症
︶
的
な
状

態
で
あ
る
︒
従
§
て
︑
﹁
贋
者
﹂
の
男
は
︑
認
識
上
の
過
ち
と
⼼
理
上
の
不
健
康
と

い
う
⼆
側
⾯
を
同
時
に
有
す
る
問
題
そ
の
も
の
で
あ
り
︑本
質
化
・
運
命
化
さ
れ
た

︿
悪
﹀
を
内
容
と
し
た
︿
強
迫
観
念
﹀
を
具
現
化
︵
疎
外
︶
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
︑
と
い
う
こ
と
も
よ
り
明
⽩
に
な
§
た
︒ 

以
上
の
分
析
に
従
え
ば
︑﹁
贋
者
﹂
を
打
ち
破
り
︑
勝
呂
に
救
い
を
与
え
る
⽅
法

も
⼆
つ
あ
る
こ
と
は
容
易
に
思
い
つ
く
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
誤
謬
を
正
す

か
︑
あ
る
い
は
︿
強
迫
観
念
﹀
を
⼿
放
す
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
︒
結
論
か
ら
⾔
う

と
︑﹁
誤
謬
の
是
正
﹂は
本
作
に
お
い
て
直
接
的
に
書
か
れ
て
お
ら
ず
︑勝
呂
は﹁︿
強

迫
観
念
﹀
の
⼿
放
し
﹂
を
通
し
て
⽴
ち
直
§
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
詳
し
く
説
明
す

る
前
に
︑
先
ず
︿
精
神
の
反
抗
⼒
﹀
と
は
何
か
を
確
認
し
よ
う
︒
フ
ラ
ン
ク
ル
研
究

者
の
勝
⽥
茅
⽣
⽒
は
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
︒
︵
１
７
︶ 

 運
命
が
⼈
間
に
与
え
た
⾊
々
の
条
件
は
⾮
常
に
根
強
い
も
の
で
す
が
︑
そ
こ

か
ら
ま
§
た
く
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
精
神
の
⾃

由
意
志
に
よ
§
て
こ
れ
に
反
発
す
る
⼒
が
出
て
く
る
か
ら
で
す
︒
こ
れ
は
⼈
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間
が
も
§
と
も
⼈
間
ら
し
く
な
る
た
め
の
能
⼒
で
す
︒
こ
れ
が
な
い
と
⼈
間

は
様
々
な
制
約
の
中
で
奴
隷
に
な
§
て
︑
⾃
分
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
す
︒
⾃
分
を
超
え
よ
う
と
す
る
⼈
間
の
精
神
能
⼒
を
フ
ラ
ン
ク
ル
は

﹁
精
神
の
反
抗
⼒
︵D

ie Trotzm
acht des G

eistes

︶
﹂
と
呼
び
ま
し
た
︒ 

  

フ
ラ
ン
ク
ル
⾃
⾝
は
︑﹁
⼈
間
は
︑
⾃
分
の
⾝
体
的
あ
る
い
は
⼼
理
的
な
あ
り
⽅

を
精
神
的
に
超
越
で
き
て
は
じ
め
て
︑本
当
の
⼈
間
に
な
る
こ
と
が
で
き
﹂る
と
⾔

い
︑
﹁
私
た
ち
は
精
神
の
抵
抗
⼒
︵
反
抗
⼒
︶
を
使
§
て
︑
⼼
⾝
に
制
約
さ
れ
た
状

態
あ
る
い
は
社
会
的
に
制
約
さ
れ
た
状
態
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
﹂
て
︑﹁
現
在
の

こ
の
状
況
に
対
し
て
︑
⾃
分
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
か
︑
⾏
動
を
と
る
か
︑
ど

の
よ
う
な
気
持
ち
で
そ
れ
に
向
か
う
か
と
い
う
こ
と
を
⾃
分
で
⾃
由
に
選
択
で
き

る
の
﹂
︵
１
８
︶

だ
と
述
べ
て
い
る
︒ 

﹁
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
か
﹂︑ど
の
よ
う
な﹁
⾏
動
を
と
る
か
﹂︑ま
た﹁
ど

の
よ
う
な
気
持
ち
で
﹂状
況
に
向
き
合
§
て
い
く
の
か
を
⾃
分
で
選
択
し
︑⾃
分
で

決
断
す
る
︒こ
れ
は
す
な
わ
ち
⼈
間
の
実
存
な
の
で
あ
る
︒⼈
間
の
精
神
の
反
抗
⼒

は
﹁
実
存
す
る
﹂
こ
と
で
発
揮
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
︑
⼈
間
は
⾃
ら
の
︿
実
存
﹀

を
実
現
す
る
こ
と
で
﹁
本
当
の
⼈
間
﹂
と
し
て
⽣
き
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

﹁
実
存
す
る

エ
ク
ス
・
シ
ス
テ
7
8
レ
ン

﹂
と
は
正
に
﹁
⾃
分
⾃
⾝
か
ら
出
る
こ
と
で
あ
り
︑
⾃
分
⾃
⾝
に

向
き
合
う
こ
と
﹂
な
の
で
あ
る
︒
︵
１
９
︶

勝
呂
に
と
§
て
の
﹁
強
迫
観
念
の
⼿
放
し
﹂
は
つ

ま
り
︑
運
命
化
さ
れ
た
強
迫
観
念
に
⽀
配
さ
れ
て
い
る
⾃
分
⾃
⾝
か
ら

﹁

脱

出

エ
ク
ス
・
シ
ス
テ
7
8
レ
ン

﹂
し
︵
２
０
︶

︑
本
当
の
⾃
由
︵
︿
⾃
我
﹀
︶
を
取
り
戻
す
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
彼
に
と
§
て
の
救
い
の
可
能
性
は
︑
彼
の
︿
実
存
﹀
の

実
現
に
あ
る
の
だ
︒ 

で
は
︑︿
実
存
的
危
機
﹀
に
陥
り
︑
精
神
の
⼒
を
失
い
つ
つ
あ
る
勝
呂
は
如
何
に

し
て
︿
実
存
﹀
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
い
を
解
く
カ
ギ
は
他
者

の
存
在
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
︑⼈
が
他
⼈
の
た
め
に
何
か

を
や
る
こ
と
で
︑本
当
の
⾃
⼰
実
現
を
果
た
し
︑⼈
が
他
者
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る

と
き
に
︑
本
当
の
⾃
分
に
な
る
の
だ
︒
勝
呂
に
と
§
て
︑
彼
に
︿
悪
﹀
の
﹁
⽢
い
誘

惑
﹂
を
囁
く
東
野
と
成
瀬
に
対
置
し
︑
彼
の
良
⼼
を
呼
び
か
け
︑
彼
の
本
当
の
︿
⾃

我
﹀
を
⽬
覚
め
さ
せ
た
﹁
他
者
﹂
は
︑
森
⽥
ミ
ツ
で
あ
ろ
う
︒ 

本
作
の
ク
ラ
イ
マ
R
ク
ス
で
︑勝
呂
は
成
瀬
夫
⼈
の
誘
い
で
ホ
テ
ル
に
⾏
き
︑つ

い
に
ミ
ツ
を
犯
し
て
い
る
﹁
贋
者
﹂
の
男
と
合
体
し
て
少
⼥
の
⽣
命
⼒
を
﹁
吸
い
取

り
﹂︑や
が
て
命
へ
の
渇
望
が
命
を
破
壊
す
る﹁
悪
の
衝
動
﹂に
と
§
て
代
わ
ら
れ
︑

ミ
ツ
の
頸
を
絞
め
よ
う
と
す
る
︒そ
の
時
に
︑他
者
の
声
が
勝
呂
に
聞
こ
え
た̶

̶

﹁
苦
し
い
︑
先
⽣
﹂
︑
﹁
や
め
て
先
⽣
﹂
と
い
う
ミ
ツ
の
か
す
か
な
声
︒
そ
の
声
は

﹁
先
⽣
︑
⼼
配
い
ら
な
い
よ
︒
わ
た
し
が
看
病
す
る
か
ら
﹂
と
い
う
声
と
重
な
§
て

勝
呂
の
⽿
に
つ
い
た
︒い
や
︑む
し
ろ
勝
呂
の
魂
の
領
域
に
そ
の
声
が
伝
わ
§
て
き

た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
そ
の
声
が
勝
呂
の
魂
の
領
域
に
響
き
わ
た
§
て

︵personare

︶
︑
﹁
激
情
﹂
の
⽀
配
下
で
昏
迷
し
て
い
る
彼
の
⼈
格
︵person

︶
︵
２
１
︶

を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
︒
﹁
気
を
失
§
た
者
が
息
を
吹
き
か
え
す
よ
う
に
﹂
︑

勝
呂
は
﹁
我
に
か
え
§
た
﹂
︒
素
⼦
の
描
い
た
肖
像
画
と
そ
§
く
り
の
﹁
贋
者
﹂
の

男
は
﹁
す
べ
る
よ
う
に
寝
室
か
ら
姿
を
消
し
た
﹂
︵
⼀
五
三
⾴
︶
︒ 

よ
く
看
過
さ
れ
る
デ
U
テ
W
ル
か
も
し
れ
な
い
が
︑
ミ
ツ
の
声
に
意
識
が
蘇
ら

さ
れ
︑﹁
抗
い
が
た
い
﹂
烈
し
い
快
楽
か
ら
⾃
分
の
⼈
格
︑
⾃
分
の
⼈
間
性
を
取
り

戻
し
︑
﹁
我
に
返
§
﹂
て
︑
今
没
頭
し
て
い
る
⾏
為
を
⽌
め
た
勝
呂
は
︑
﹃
沈
黙
﹄

︵
新
潮
社
︑
⼀
九
六
六
年
︶
の
ク
ラ
イ
マ
R
ク
ス
で
︑
﹁
⽳
吊
り
﹂
に
さ
れ
て
い
る

百
姓
た
ち
の
呻
き
声
を
︑
そ
し
て
さ
ら
に
﹁
踏
む
が
い
い
﹂
と
い
う
神
の
声
を
⽿
に

し
て
︑踏
絵
を
踏
ん
だ
ロ
ド
リ
ゴ
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
他
者
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
﹂
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こ
と
で
︑
こ
の
瞬
間
の
︿
実
存
﹀
を
成
し
遂
げ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
ミ
ツ
の

﹁
苦
し
い
︑
先
⽣
﹂
は
︑
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
︑
﹁
踏
む
が
い
い
﹂
と
い
う
⾔
葉

と
同
じ
よ
う
な
重
さ
を
持
§
て
い
る
の
で
あ
る
︒快
楽
に
溺
れ
て
い
る
時
︑⼈
は
激

情
・
衝
動
の
奴
隷
に
す
ぎ
ず
︑他
者
の
声
に
⽿
を
傾
け
る
時
︑⼈
は﹁
我
に
か
え
り
﹂︑

本
当
の
︿
⾃
我
﹀
と
な
る
の
で
あ
る
︒ 

も
う
⼀
⽅
で
︑
間
接
的
で
は
あ
る
が
︑
﹁
実
存
の
実
現
﹂
は
実
は
⾃
ら
﹁
誤
謬
の

是
正
﹂
ま
で
果
た
し
た
の
で
あ
る
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀

・
︿
悪
﹀
は
可
能
性
と
し
て
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
︒
⼈
格
の
尊
さ
は
︑
常
に
﹁
可
能

性
﹂と
戦
い
︑ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
実
現
す
る
か
を
⾃
分
の
意
志
で
決
断
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
︒勝
呂
は
正
に
︑意
味
や
命
そ
の
も
の
を

破
壊
す
る
⾏
為
を
や
め
る
こ
と
で
︑
﹁
醜
悪
世
界
﹂
に
堕
ち
る
﹁
運
命
﹂
の
鎖
を
断

ち
切
り
︑成
瀬
夫
⼈
の
⾔
う﹁
過
ち
の
た
め
に
過
ち
を
犯
し
た
い
﹂﹁
背
徳
の
慾
望
﹂

に
﹁
ノ
W
！
﹂
と
⾔
§
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

無
論
︑
決
断
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
︑︿
実
存
﹀
も
適
当
に

決
断
す
る
こ
と
だ
け
で
簡
単
に
実
現
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
︒
だ
か
ら
フ
ラ
ン
ク

ル
は﹁
⼈
間
は
決
断
す
る
存
在
で
あ
る
﹂と
い
う
ヤ
ス
パ
W
ス
の
定
義
に
︑更
に︿
責

任
性
﹀
を
付
け
加
え
︑﹁
⼈
間
は
常
に
意
味
と
価
値
︑
す
な
わ
ち
責
任
に
向
か
§
て

決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
﹂
︵
２
２
︶

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
︒ 

 ⼈
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
最
も
深
い
︑
究
極
的
な
意
味
は
︹…

︺
責
任
を
持

§
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒と
い
う
こ
と
は
ま
た
同
時
に
︑そ
れ
が
単

に
⾃
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
表
現
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
︒す
な
わ
ち
︑責
任
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
⼈

間
の
⾃
由
が﹁
何
に
対
し
て
の
﹂⾃
由
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
い
§
し
m
に

与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
︒
⼈
間
が
そ
れ
に
対
し
て
⾃
由
で
あ
る
と
こ
ろ

の
も
の
︑⼈
間
が
そ
れ
に
向
か
§
て
︑あ
る
い
は
そ
れ
に
反
対
し
て
決
断
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
︑つ
ま
り
ほ
か
な
ら
ぬ
意
味
と
価
値
と
の
世
界
︑価
値
の
尺
度

或
い
は
そ
の
軸
点
︑
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
段
階
の
頂
点
︑
す
な
わ
ち
神
が
︑
⼈
間

の
責
任
と
い
う
こ
と
の
中
に
同
時
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
︒
︵
２
３
︶ 

  

な
ぜ
⼈
間
は
責
任
が
問
わ
れ
る
の
か
︒
そ
れ
は
﹁
他
者
﹂
が
い
る
か
ら
な
の
で
は

な
い
か
︒他
⼈
と
の
関
係
に
お
い
て
責
任
を
問
う
の
は
即
ち
倫
理
で
あ
り
︑神
と
の

関
係
に
お
い
て
責
任
を
問
う
の
は
即
ち
宗
教
で
あ
り
︑
⾃
分
⾃
⾝
と
の
関
係
に
お

い
て
責
任
を
問
う
の
は
即
ち
良
⼼
で
あ
ろ
う
︒フ
ラ
ン
ク
ル
が
⾔
う
よ
う
に
︑⼈
間

は
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
関
係
性
的
存
在
な
の
で
あ
る
︒
⼈
間
は
常
に
﹁
他

者
﹂
と
の
関
係
の
狭
間
で
決
断
を
要
請
さ
れ
︑
苦
悩
し
な
が
ら
⽣
き
て
い
く

﹁
苦
悩
す
る
存
在

ホ
モ
・
パ
テ
7
エ
ン
ス

﹂
な
︵
２
４
︶

の
で
あ
る
︒
勝
呂
は
︑︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
傾
向
﹀
が

︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀
の
事
実
に
な
る
⼨
前
︑
他
者
に
⽬
を
向
け
︑
他
者
の
声
に
⽿

を
傾
け
︑
快
楽
よ
り
責
任
を
選
び
︑
そ
れ
に
よ
§
て
救
い
の
ロ
W
プ
を
掴
め
た
の

だ
︒
混
沌
と
し
た
衝
動
か
ら
﹁
⾃
分
を
救
§
た
も
の
は
何
か
﹂
を
勝
呂
は
無
意
識
的

に
も
知
§
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒そ
れ
は
︑⽬
の
前
に
い
る
森
⽥
ミ
ツ
と
い
う
他
者

で
あ
り
︑
ミ
ツ
を
通
し
て
彼
の
良
⼼
に
呼
び
か
け
た
神
な
の
だ
︒ 

⽩
い
雪
が
発
し
て
い
る
﹁
愛
と
慈
悲
に
み
ち
﹂
た
﹁
深
い
光
﹂
の
中
に
︑﹁
贋
者
﹂

の
男
の
映
像
が
消
え
た
︒次
第
に
そ
の
光
に
包
み
込
ま
れ
︑﹁
憐
れ
み
た
ま
え
﹂﹁
⼼

狂
え
る
⼈
間
を
憐
れ
み
た
ま
え
﹂
と
い
う
祈
り
に
近
い
⾔
葉
が
⼀
⼈
に
な
§
た
勝

呂
の
⼝
か
ら
こ
ぼ
れ
た
︒﹁
な
ぜ
⼈
間
が
⽣
き
︑
な
ぜ
⼈
間
が
作
ら
れ
た
か
︑
知
り

た
ま
え
る
あ
な
た
の
眼
に…

…

⼈
間
は
怪
物
と
う
つ
る
の
で
す
か
﹂
と
い
う
ボ
W

ド
レ
W
ル
の
詩
が
勝
呂
の
記
憶
に
浮
か
び
上
が
§
て
く
る
︵
⼀
五
六
⾴
︶
︒
勝
呂
は
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そ
の
答
が
わ
か
§
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
⼈
間
は
確
か
に
﹁
怪
物
﹂
の
よ
う
に
⾒
え

る
︒
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
⼈
間
の
本
質
に
対
す
る
最
終
回
答
で
は
あ
る
ま
い
︒

﹁
怪
物
﹂
に
な
る
可
能
性
ま
で
受
け
⼊
れ
て
︑﹁
⺟
親
の
よ
う
な
優
し
さ
で
﹂
⼈
を

⽣
か
し
て
く
だ
さ
る
神
が
期
待
し
て
い
る
の
は
︑﹁
怪
物
﹂
に
な
る
可
能
性
を
⾃
ら

拒
ん
で
神
に
向
か
§
て
⽴
ち
直
る
と
い
う
⼈
間
の
決
断
︑苦
悩
し
な
が
ら
も
︑失
敗

し
な
が
ら
も
な
お
そ
の
よ
う
な
決
断
を
し
続
け
よ
う
と
す
る
実
存
的
な
⼈
間
︑
本

当
の
⼈
間
な
の
だ
︒ 

 

お
わ
り
に 

  

勝
呂
に
と
§
て
︑
ホ
テ
ル
で
危
う
く
起
こ
り
そ
う
に
な
§
た
﹁
ス
キ
9
ン
ダ
ル
﹂

は
︑
良
⼼
・
倫
理
・
宗
教
の
次
元
︑
つ
ま
り
魂
の
次
元
並
び
に
超
越
的
な
次
元
に
お

け
る
厳
し
い
試
練
で
あ
§
た
︒⼀
つ
の
試
練
を
乗
り
越
え
た
か
ら
と
い
§
て
︑こ
れ

か
ら
⼀
⽣
安
泰
に
過
ご
せ
る
と
は
限
ら
な
い
︒
実
存
す
る
と
は
絶
え
ず
決
断
す
る

こ
と
で
あ
り
︑実
存
的
⼈
間
の
⼈
⽣
は
激
し
い
戦
い
の
連
続
と
な
る
の
だ
︒こ
れ
は

信
仰
を
持
つ
者
に
と
§
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒遠
藤
は
処
⼥
評
論﹁
神
々

と
神
と
﹂
︵
２
５
︶

の
中
で
︑
す
で
に
こ
れ
に
関
す
る
深
い
認
識
を
⽰
し
て
い
る
︒ 

 ⼈
間
は
⼈
間
し
か
な
り
え
ぬ
孤
独
な
存
在
条
件
を
課
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒

し
た
が
§
て
︑
神
で
も
な
い
︑
天
使
で
も
な
い
彼
は
︑
そ
の
意
味
で
神
や
天
使

に
対
⽴
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒た
え
ず
神
を
選
ぶ
か
︑拒
絶
す
る
か
の
⾃
由
が

あ
る
わ
け
で
す
︒︹…

︺
こ
こ
に
カ
ト
リ
R
ク
者
に
た
い
す
る
⼤
き
な
誤
解
の

⼀
つ
﹁
君
は
信
仰
を
も
ち
救
わ
れ
た
か
ら
︑
も
は
や
く
る
し
み
が
な
い
﹂
は
粉

砕
さ
れ
る
わ
け
で
す
︒
カ
ト
リ
R
ク
者
は
た
え
ず
︑
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
⾃

⼰
に
た
い
し
て
︑
罪
に
た
い
し
て
︑
彼
を
死
に
み
ち
び
く
悪
魔
に
た
い
し
て
︑

そ
し
て
神
に
対
し
て
︒ 

  

﹁
信
仰
を
持
ち
救
わ
れ
た
か
ら
︑も
は
や
く
る
し
み
が
な
い
﹂と
い
う
の
は
⼤
き
な

誤
解
だ
︒
﹁
カ
ト
リ
R
ク
者
は
絶
え
ず
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
の
だ
︒
こ
こ
の
﹁
闘

い
﹂
と
い
う
⾔
葉
は
︑
ま
さ
に
︿
実
存
﹀
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
あ

る
⼈
の﹁
本
質
﹂を
定
義
す
る
も
の
︑例
え
ば
そ
の
⼈
が﹁
バ
イ
フ
…
リ
ア
的
な
⼈
﹂

な
の
か
﹁
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
的
な
⼈
﹂
な
の
か
を
決
め
る
の
は
︑
可
能
性
と
し
て
の

︿
バ
イ
フ
…
リ
ア
﹀
か
︿
ネ
ク
ロ
フ
U
リ
ア
﹀
そ
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
︑
パ
W
ソ

ナ
リ
テ
U
傾
向
や
類
型
な
ど
で
も
な
く
︑
そ
の
⼈
が
⼀
つ
⼀
つ
具
体
的
な
瞬
間
に

下
し
た
⼀
つ
⼀
つ
の
具
体
的
な
決
断
な
の
で
あ
る
︒
⼈
間
は
︑﹁
⾃
分
が
次
の
瞬
間

に
ど
の
よ
う
な
存
在
に
な
る
か
を
︑
そ
の
つ
ど
新
た
に
決
断
﹂
︵
２
６
︶

す
る
こ
と
が
で
き
︑

新
た
に
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
実
存
的
存
在
﹂
な
の
だ
︒ 

勝
呂
は
ま
た
新
た
な
﹁
試
練

ス
キ
?
ン
ダ
ル

﹂
に
直
⾯
す
る
だ
ろ
う
︒
今
度
は
本
当
に
﹁
醜

悪
世
界
﹂に
堕
ち
る
か
︑そ
れ
と
も
責
任
に
向
か
§
て
戦
い
続
け
る
か
は
わ
か
ら
な

い
︒
だ
が
少
な
く
と
も
︑
今
の
勝
呂
が
︿
強
迫
神
経
症
﹀
的
な
状
態
か
ら
抜
け
出
す

兆
し
が
⾒
え
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
兆
し
は
︑
⼩
説
の
最
後
に
︑
彼

が
⾒
た
宗
教
的
な
夢
に
暗
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

夢
の
中
で
︑﹁
暗
い
書
斎
﹂は
ま
る
で
⺟
の
温
か
い
⼦
宮
の
よ
う
に
居
⼼
地
よ
く
︑

安
⼼
感
を
与
え
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
彼
の
⼼
の
秘
密
を
知
§
て
い
た
﹂
妻
の
声
が
き
こ

え
る
︒
﹁
あ
な
た
は
︑
わ
た
く
し
の
そ
ば
よ
り
も
︑
そ
こ
が
お
好
き
な
の
ね
﹂
︑
と

い
う
︒
こ
の
⾔
葉
は
明
ら
か
に
︑﹁
⺟
胎
回
帰
﹂
の
快
感
か
他
者
に
対
す
る
責
任
か

を
選
ぶ
こ
と
を
勝
呂
に
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
⼀
⽅
は
﹁
⼦
宮
の
眠
り
﹂
に

戻
り
た
い
衝
動
︑も
う
⼀
⽅
は
外
か
ら
の
呼
び
掛
け
に
応
え
よ
う
と
す
る
意
志
︑拮
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抗
し
合
う
⼆
つ
の
⼒
に
正
反
対
の
⽅
向
に
引
§
張
ら
れ
︑烈
し
い
苦
し
み
の
中
︑勝

呂
は
眼
が
覚
め
た
︒
夢
の
結
局
は
曖
昧
だ
が
︑
そ
の
意
味
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
︒

﹁
そ
こ
に
い
る
と
死
産
に
な
る
の
﹂
と
い
う
妻
の
呼
び
掛
け
に
は
§
き
り
と
⽰
さ

れ
る
よ
う
に
︑
苦
し
く
も
が
い
て
も
﹁
起
き
て
︑
出
⼝
に
む
か
§
て
﹂
出
な
く
て
は

い
け
な
い
し
︑﹁
糞
尿
に
ま
み
れ
﹂
て
も
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒
さ
も
な

く
ば
︑
本
当
の
⼈
間
と
し
て
⽣
ま
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒ 

結
局
の
と
こ
ろ
︑出
版
社
の
斡
旋
で
︑未
成
年
⼥
性
と
⼀
緒
に
ホ
テ
ル
か
ら
出
る

勝
呂
の
写
真
が
﹁
醜
聞

ス
キ
'
ン
ダ
ル

﹂
と
し
て
世
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
事
件
が
⼀
応
解
決

さ
れ
た
形
に
な
る
が
︑﹁
ス
キ
9
ン
ダ
ル
﹂
は
こ
れ
で
終
わ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
︒真
夜
中
︑遠
く
か
ら
電
話
の
⾳
が
ま
た
新
た
な
試
練
を
宣
告
し
て
い
る
よ
う
に

﹁
執
拗
に
鳴
§
て
い
る
﹂
︒﹁
根
源
的
な
悪
﹂
な
ど
様
々
な
可
能
性
を
含
む
混
沌
の

中
か
ら
︑
⼈
は
ど
の
よ
う
に
決
断
し
︑
ど
の
よ
う
に
他
者
の
呼
び
掛
け
に
応
え
︑
ど

の
よ
う
に
他
者
と
の
本
当
の
出
会
い
を
成
し
遂
げ
る
の
か
︒
こ
れ
ら
は
遠
藤
の
最

後
の
純
⽂
学
⻑
編
⼩
説
﹃
深
い
河
﹄
︵
講
談
社
︑
⼀
九
九
三
年
︶
に
託
さ
れ
た
新
た

な
問
題
と
な
ろ
う
︒ 

 

注 ︵
１
︶
﹃
国
⽂
学
攷
﹄
⼆
四
九
号
︑
⼆
〇
⼆
⼀
年
三
⽉
︒
遠
藤
と
フ
ラ
ン
ク
ル
の
関
連
性
に
つ

い
て
は
︑
拙
論
﹁
遠
藤
周
作
﹃
死
海
の
ほ
と
り
﹄
に
お
け
る
﹁
美
し
い
世
界
﹂
の
意
味

―

フ
ラ
ン
ク
ル
﹃
夜
と
霧
﹄
を
⼿
が
か
り
に―

﹂
︵
﹃
近
代
⽂
学
試
論
﹄
五
五
号
︑
⼆

〇
⼀
七
年
⼀
⼆
⽉
︶
を
参
照
頂
き
た
い
︒ 

︵
２
︶
⼈
格
が
分
裂
不
可
能
と
い
う
観
点
は
⼆
〇
世
紀
前
半
に
す
で
に
提
出
さ
れ
た
が
︑﹁
⼈

格
分
裂
﹂
ま
た
は
﹁
多
重
⼈
格
障
害
﹂
と
い
う
精
神
障
害
が
正
式
的
に
﹁
解
離
性
同
⼀

性
障
害
﹂
と
改
称
さ
れ
た
の
は
︑
⼀
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
たD

SM
-IV

に
お
い
て
で

あ
る
︒
﹃
ス
キ
ê
ン
ダ
ル
﹄
を
執
筆
す
る
時
点
で
︑
遠
藤
は
ま
だ
⼈
格
は
分
裂
可
能
だ

と
い
う
考
え
⽅
を
持
ö
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
は
作
家
の
限
界
と
い
う
よ
り

も
︑
む
し
ろ
時
代
の
限
界
で
あ
ろ
う
︒ 

︵
３
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
フ
ラ
ン
ク
ル
は
︑
﹁
⼈
格
に
つ
い
て
の
⼗
命
題
﹂
︵
﹃
識
ら
れ
ざ

る
神
﹄
︵
佐
野
利
勝
・
⽊
村
敏
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
⼀
九
六
⼆
年
三
⽉
︶
に
収
録
︶
に

お
い
て
︑
⼈
格
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
も
融
合
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
統
⼀
体
で
あ
り
︑
⼀

つ
の
全
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒ 

︵
４
︶
こ
の
︿
ネ
ク
ロ
フ
∆
リ
ア
…
悪
﹀
に
関
す
る
認
識
の
落
と
し
⽳
も
時
代
の
限
界
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒ 

︵
５
︶
フ
ロ
ム
﹃
悪
に
つ
い
て
﹄︵
渡
会
圭
⼦
訳
︑
ち
く
ま
学
芸
⽂
庫
︑
⼆
〇
⼀
⼋
年
⼀
⽉
︶
︒ 

︵
６
︶
前
掲
﹃
悪
に
つ
い
て
﹄
︵
⼀
六
〇
⾴
︶
︒ 

︵
７
︶
前
掲
﹃
悪
に
つ
い
て
﹄
︵
⼀
六
⼆
fi
⼀
六
⼋
⾴
︶
︒ 

︵
８
︶
こ
の
点
に
関
し
て
︑
フ
ラ
ン
ク
ル
は
︑
﹁
善
と
悪
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
な
す
べ
き
こ
と
ま

た
は
な
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
い
う
意
味
で
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
⼈
間
に
委

ね
ら
れ
求
め
ら
れ
て
い
る
意
味
の
充
⾜
を
促
す
も
の
が
善
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
よ
う
な

意
味
充
⾜
を
妨
げ
る
も
の
が
悪
と
⾒
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
Ò
う
﹂
と
同
じ
考
え

⽅
を
⽰
し
て
い
る
︒
︵
﹃
意
味
へ
の
意
志
﹄
⼭
⽥
邦
男
監
訳
︑
春
秋
社
︑
⼆
〇
〇
⼆
年

七
⽉
︑
三
〇
⾴
︶
︒ 

︵
９
︶
前
掲
﹃
悪
に
つ
い
て
﹄
︵
五
六
⾴
︶
︒ 

︵
10
︶
遠
藤
⾃
⾝
は
﹁
異
邦
⼈
の
苦
悩
﹂
︵
﹃
別
冊
新
評
﹄
⼀
九
七
三
年
六
⽉
︶
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
﹁
モ
-
リ
ヤ
/
ク
に
よ
る
と
︑
作
家
で
あ
る
限
り
︑
⼈
間
の

内
⾯̶

̶
た
と
え
ば
そ
れ
が
ど
ん
な
に
き
た
な
ら
し
く
︑ど
ん
な
に
汚
れ
た
罪
の
部
分

で
あ
ö
て
も
︑
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︹…

︺
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
限
り
︑
そ

う
い
う
汚
れ
た
部
分
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
︑
汚
れ
た
部
分
を
直
視
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
⼆
つ
は
⽭
盾
す
る
も
の
で
あ
り
︑
も
し
彼
が
作
家
の
義
務
を
守

ろ
う
と
す
る
と
︑
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
義
務
を
怠
る
こ
と
に
な
り
︑
キ
リ
ス
ト
者
と

し
て
の
義
務
を
守
ろ
う
と
す
る
と
︑
作
家
の
義
務
を
怠
る
こ
と
に
な
る
︒
﹂ 

︵
11
︶
前
掲
﹃
識
ら
れ
ざ
る
神
﹄
︵
⼀
〇
四
⾴
︶
︒ 

︵
12
︶
前
掲
﹃
識
ら
れ
ざ
る
神
﹄
︵
⼀
〇
〇
⾴
︶
︒ 

︵
13
︶
﹃
死
と
愛
﹄
︵
霜
⼭
徳
爾
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
⼀
九
五
七
年
四
⽉
︑
⼀
〇
〇
⾴
︶
︒ 

︵
14
︶
哲
学
的
⽤
語
と
し
て
の
﹁
疎
外
﹂
で
あ
り
︑
﹁
物
神
化
﹂
と
も
い
う
︒ 

︵
15
︶
﹁
か
く
す
こ
と
で
夫
婦
の
安
泰
な
⽣
活
が
⻑
い
あ
い
だ
保
た
れ
て
い
た
と
思
う
と
︑

⾃
分
の
今
⽇
ま
で
の
⼈
⽣
が
す
べ
て
虚
偽
の
上
に
な
り
た
ö
て
い
る
気
が
し
た
﹂
︵
⼀

⼆
⼀
⾴
︶
︒ 

︵
16
︶
﹁
⾝
体
的
な
も
の
と
⼼
理
的
な
も
の
と
な
ら
ん
で
精
神
的
な
も
の
も
⼀
つ
の
固
有
の

次
元︵
で
あ
り
︶︑︹…

︺そ
れ
は
⼈
間
存
在
の
本
来
的
次
元
で︵
も
あ
る
︶の
だ︹…

︺︒

こ
う
し
た
次
元
の
中
に
も
神
経
症
は
根
を
下
ろ
す
こ
と
が
あ
る̶

̶

わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
を
精
神
因
性
神
経
症
と
い
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
道
徳
的
な
葛
藤
︑
良
⼼
の
葛
藤
の
緊
張

の
中
に
ま
た
は
精
神
的
問
題
の
圧
迫
の
下
に
あ
る
⼈
間
も
ま
た
︑
実
存
的
危
機
に
あ
る

⼈
間
も
ま
た
神
経
症
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
﹂
︵
フ
ラ
ン
ク
ル
﹃
神
経
症

Ⅰ
﹄
宮
本
忠
雄
・
⼩
⽥
晋
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
⼀
九
六
⼀
年
六
⽉
︑
⼆
⼀
五
⾴
︶
︒ 

︵
17
︶
勝
⽥
茅
⽣
﹃
精
神
の
反
抗
⼒
と
運
命
／
喪
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
-
﹄
︵
株
式
会
社
シ
ス
テ

ム
パ
ブ
リ
カ
︑
⼆
〇
〇
⼋
年
三
⽉
︑
六
五
⾴
︶
︒ 

︵
18
︶
フ
ラ
ン
ク
ル
﹃
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
-
と
実
存
分
析
﹄
︵
訳
⽂
は
前
掲
﹃
精
神
の
反
抗
⼒
と

運
命
／
喪
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
-
﹄
に
よ
る
︶
︒ 

︵
19
︶
﹃
⼈
格
に
つ
い
て
の
⼗
命
題
﹄
第
⼋
条
︵
改
訂
版
︶
︑
前
掲
﹃
意
味
へ
の
意
志
﹄
︵
⼀

七
⼀
⾴
︶
に
収
録
︒ 

︵
20
︶Ex-sitere:

﹁
実
存
﹂
の
ラ
テ
ン
語
で
︑
﹁
外
に
⽴
つ
﹂
を
意
味
す
る
︒ 

︵
21
︶Person

︵
⼈
格
︶
と
い
う
語
は
ラ
テ
ン
語personare

︵
響
き
わ
た
る
︶
に
由
来
す

る
︒ 

︵
22
︶
﹁
⼈
格
は
実
存
的
な
も
の
で
あ
る
﹂
︵
﹃
⼈
格
に
つ
い
て
の
⼗
命
題
﹄
︶
︒ 

︵
23
︶
前
掲
﹃
識
ら
れ
ざ
る
神
﹄
︵
⼀
六
⼋
fi
⼀
六
九
⾴
︶
︒ 

︵
24
︶H

om
o Patiens:

フ
ラ
ン
ク
ル
の
⽤
語
で
あ
る
︒﹃
苦
悩
の
存
在
論
﹄︵
真
⾏
寺
功
訳
︑

新
泉
社
︑
⼀
九
七
⼆
年
︶
を
参
照
︒ 

︵
25
︶
﹃
四
季
﹄
⼀
九
四
七
年
⼀
⼆
⽉
号
︒ 

︵
26
︶
注
︵
22
︶
と
同
じ
︒ 

 

付
記
 
︿
悪
﹀
や
︿
弁
神
論
﹀
な
ど
に
つ
い
て
︑
貴
重
な
御
意
⾒
を
頂
い
た
柳
瀬
善
治
先
⽣
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒カ
ン
ト
︑レ
ヴ
∆
ナ
ス
ら
の
理
論
及
び
吉
満
義
彦
か
ら
の
影
響
を

論
議
に
組
み
込
ん
で
︑
よ
り
⼤
き
な
ス
ケ
-
ル
に
お
け
る
遠
藤
の
思
想
史
的
な
検
証
を
今
後

の
課
題
に
し
た
い
︒ 

﹃
ス
キ
ê
ン
ダ
ル
﹄
の
本
⽂
引
⽤
は
﹃
遠
藤
周
作
⽂
学
全
集
﹄
第
四
巻
︵
新
潮
社
︑
⼀
九
九
九

年
⼋
⽉
︶
に
よ
る
︒ 

 

!
に
い 

ら
く
ひ
(
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
9 

− 68 −− 69 −

遠藤周作『スキャンダル』における勝呂の人物像


