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第
一
章　

サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
『
糞
便
論
的
記
述
』

　

サ
ル
ト
ル
の
小
説
作
品
群
を rom

an à thèse

（
問
題
小
説
）で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
に
反
対
者
の
多
く
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。〝
小
説
を
書
く
と
は
、
人
間
生
活
の
描
写
の
な
か
で
、
公
約
数
に
な
り
え
ぬ
も
の
を
極
限
ま
で
お
し

す
す
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い（

1
）。〞

と
す
る W

alter B
enjam

in 

の
定
義
を
借
用
し
て
、
仮
り
に
一
般
的
な
小
説
創
作
態
度
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
は
サ
ル
ト
ル
の
そ
れ

0

0

と
は
重
な
ら
な
い
よ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
と
り
わ
け
人
間
に
興
味
を
抱
い
て

い
る
こ
の
作
家
（
？
）
は
、
自
ら
の
世
界
内
人
間
把
握
を
い
つ
も
一
旦 philosophie 

の
形
で
捉
え
、
い
わ
ば
公
約
数
を
求
め
て
お

い
た
上
で
、
改
め
て
そ
の
公
約
数
を
小
説
と
い
う
形
の
中
で
素
数
に
還
元
し
、
そ
の
素
数
の
一
単
位
一
単
位
を
肉
体
化
し
た
人
間
存

在
と
し
て
作
為
世
界
の
中
に
ば
ら
ま
き
、
再
び
公
約
数
と
し
て
別
の
形
に
ま
と
め
上
げ
る
操
作
の
場
と
し
て
、
結
果
的
に
は
小
説
を

利
用

0

0

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
従
っ
て
、
彼
の
公
約
数
を
求
め
る
と
い
う
創
作
の
意
図
は
、M

aurice B
lanchot 

の
指

摘
す
る
よ
う
に
い
つ
も
明
白
で
あ
り（

2
）、thèse

≒thèm
e 

が
成
立
し
う
る
と
思
わ
れ
る
サ
ル
ト
ル
の
小
説
の
世
界
は
、
発
生
す
る
事

件
に
対
す
る
作
中
人
物
の
態
度
、
自
己
の
技
法
お
よ
び
作
中
人
物
に
対
す
る
作
者
の
姿
勢
等
を
す
べ
て
そ
の
小
説
の
構
成
要
素
た
ら

し
め
よ
う
と
し
た
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
「
純
粋
小
説
」
の
延
長
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
か
な
り
相
異
し
た
も
の
と

し
て
映
る
。
こ
こ
に
い
う
公
約
数
が thèse, thèm

e 

の
謂
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
問
題
小
説
（
テ
ー
マ
小
説
）
の
危
機
乃
至
欠
陥
と
し
て
、
殊
に
サ
ル
ト
ル
に
就
い
て
、
テ
ー
マ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

曖
昧
さ
が
欠
落
し

0

0

0

0

0

0

0

、
意
図
の
極
端
な
露
呈
が
影
の
部
分
の
不
在
を
生
み
だ
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
し
て
、R

oland B
arthes 

は
そ
の
文
章
表

現
へ
の
濃
厚
な
影
響
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
形
で
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
秘
密
の
部
分
の
な
い
、
素
裸
の
観
念
の
露
呈
に
止
ま
る 

écriture 
も
や
は
り
小
説
の
危
機
を
招
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
平
明
に
解
釈
す
れ
ば
、
小
説
が
言
語
芸
術

0

0

で
あ
る
こ

と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
は
、poésie 

の
内
包
が
義
務
と
し
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ル
ト
ル
の écriture 

か
ら
は
そ0

れ0

が
漂
よ
っ
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
因
み
に P

ierre G
uiraud 

も
そ
の L

A
 ST

Y
LIST

IQ
U

E
 

の
中
で
、〝
サ
ル
ト
ル
の

場
合
、
ぶ
よ
ぶ
よ
の

0

0

0

0

0

、
べ
た
つ
く

0

0

0

0

、
ね
ば
つ
い
た

0

0

0

0

0

と
い
っ
た
語
は
い
つ
も
そ
の
意
義
を
乗
り
越
え
て
、
存
在
の
体
験
で
あ
る
一
哲
学

を
表
明
し
よ
う
と
す
る（

3
）。〞

と
述
べ
、
サ
ル
ト
ル
の
文
体
は R

oland B
arthes 

の
目
指
す
「
白
い
文
章
体
」
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た style 

や écriture poétique 

に
つ
い
て
は
実
存
主
義
文
学
の
も
う
一
人
の
双
璧
、
カ

ミ
ュ
に
軍
配
の
上
が
り
そ
う
な
気
配
で
あ
る
。
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
自
身
の
認
む
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る（

4
）。

思
う
に
、
先
の B

lanchot 

は
哲
学
者
に
よ
る
小
説
創
作
に
深
い
疑
問
を
抱
い
た
し（

5
）、

戦
後
日
本
に
サ
ル
ト
ル
が
紹
介
さ
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
文
壇

は
彼
の
作
品
を
際
物
扱
い
に
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
事
態
を
呼
び
起
す
一
因
が
サ
ル
ト
ル
の
価
値
意
識
の
旺
盛
な 

écriture 

に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
諸
氏
の
指
摘
の
如
く
彼
の
公
約
数
が
現
象
学
を
通
過
し
た
存
在
論
と
し
て
露
骨
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

サ
ル
ト
ル
的
実
存
主
義
の
い
わ
ば
原
点
を
な
す
、
わ
ざ
わ
ざ

0

0

0

0

タ
イ
ト
ル
の
傍
に
〝
小
説
〞
と
付
記
さ
れ
た L

a N
ausée 

を
垣
間
見
る

だ
け
で
、
そ
の
傾
向
を
窺
う
に
充
分
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
就
い
て
、
逆
の
観
点
か
ら C

laude-E
dm

onde M
agny 

は
、
そ
う
し
た

価
値
観
の
読
者
サ
イ
ド
へ
の
押
し
つ
け
に
明
ら
か
な
疑
問
を
抱
き
つ
つ（

6
）、

ま
た
、
小
説
形
式
に
託
し
た
彼
の
存
在
論
の
効
果
を
疑
い
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つ
つ
述
べ
て
い
る
。

　
《
態
度
の
明
確
化
》
を
志
す
作
家
は
《
搾
術
》
に
身
を
任
せ
や
す
い
。
こ
の
搾
術
は
真
の
価
値
に
到
達
す
る
に
あ
た
っ
て
は
基

本
的
に
無
力
で
あ
る
。
そ
の
芸
術
は
本
物
の
苦
行
と
は
な
ら
ず
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
、
贋
造
、
粗
悪
品
、
い
わ
ば
誇
張
談
に
な
っ
て

し
ま
う（

7
）。

　

哲
学
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
た
公
約
数
が
文
学
の
場
で
は
必
ず
し
も
そ
の incarnation 

に
成
功
し
な
い
（caricature 

に
止
ま
る
）

問
題
に
つ
い
て
は
第
四
部
の
『Sartre 

と
眼
差
し
』
他
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
予
め
こ
の
問
題
を
平
易
に
語
る
と
す
れ
ば
結
局

こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
哲
学
を
小
説
の
土
壌
に
移
植
す
る
際
に
起
こ
る
拒
否
反
応
が
あ
る
。
あ
た
か
も
純
金
を
土
中
深
く
埋

め
置
い
た
の
ち
、
い
く
ら
水
を
や
っ
て
も
金
は
増
え
も
減
り
も
し
な
い
。
鉱
物
を
植
物
の
畑
に
植
え
換
え
て
も
無
駄
で
あ
る
。
逆
に

植
物
を
土
中
深
く
埋
め
置
く
こ
と
（
小
説
を
哲
学
に
演
繹
す
る
努
力
）
は
実
り
の
可
能
性
を
残
す
。（
丁
度
植
物
の
炭
化
作
用
に
よ

る
よ
う
に
）。
故
に
、
文
芸
作
品
に
は
批
評
・
評
論
が
付
随
す
る
が
、
哲
学
で
は
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
別
な
哲
学
的
萌
芽
が
促

進
さ
れ
、
後
者
は
前
者
に
対
抗
す
る
形
で
の
み
い
つ
も
産
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
移
植
の
折
り
の
拒
否
反
応
の
原
因
の
一
つ

が
先
程
来
の
観
念
の
露
呈
化
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
哲
学
者
作
家
と
し
て
の partialité

（
偏
向
）
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
。

次
に
わ
れ
わ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の partialité 

に
言
及
し
て
み
よ
う
。

　

哲
学
は
公
約
数
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
理
的
思
考
の
援
用
に
よ
っ
て
結
晶
し
、
或
る
目
的

0

0

0

0

に
向
っ
て
直
接
、
直
截
的

に
端
数
を
切
り
捨
て
つ
つ
収
斂
せ
し
め
る
作
業
で
あ
る
。
か
た
や
、
文
学
の
方
で
は
そ
の
切
り
捨
て
ら
れ
た
一
つ
一
つ
（
人
間
一
人
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一
人
）
の
単
位
の
世
界
を
宇
宙
的
規
模
の
普
遍
的
世
界
観
に
ま
で
敷
衍
す
る
た
め
に
（
収
斂
と
は
逆
に
）、
或
る
意
志
と
動
機
と
情

動
に
基
づ
い
て
放
射
展
開
す
る
（
拡
散
、
分
散
で
は
な
い
）
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
サ
ル
ト
ル
の écriture 

に
影

響
を
及
ぼ
す partialité 

に
就
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
サ
ル
ト
ル
自
身
の esthétique 

に
対
す
る
態
度
か
ら
示
唆
を
得
る

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
文
学
観
の
根
底
に
は
《
真
理
と
美
と
は
絶
対
に
収
斂
し
な
い
》
と
す
る
命
題
が
あ
り（

8
）、

そ
れ
は
彼
の m

oralité 

の
創
造
の
た
め
の engagem

ent 

と
い
う
目
的
志
向
ゆ
え
に
「
美
に
対
す
る
倫
理
の
優
位
性
」
に
発
展
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
先
鋒
は
韻
文
と
散
文
の
関
係
に
も
及
び G

uido M
orpurgo-Tagliabue 

の
要
約
を
借
用
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

　

サ
ル
ト
ル
は
文
学
的
言
語
と
詩
的
言
語
を
区
別
す
る
。
問
題
を
容
易
に
す
る
た
め
に
彼
は
夫
々
を
散
文
と
詩
と
称
す
る
。（
マ

ラ
ル
メ
は
こ
れ
ら
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
音
楽
と
呼
ん
で
い
る
）。
前
者
は
意
味
論
的
言
語
で
、
も
の
の
意
味
を
提
示
す
る
、
意

味
的
象
徴
か
ら
な
る
知
性
の
道
具
で
あ
る
。
後
者
は
い
わ
ば
無
意
味
な
言
語
で
、
も
の
を
〝
操
作
す
る
〞
が
表
現
は
し
な
い
。
絵

画
や
音
楽
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
そ
れ
は
、
も
の
の
意
味
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
り
除
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
直
接
的
な
全
体
性
は

情
緒
的
か
つ
感
情
的
で
あ
る（

9
）。

　

サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
真
理
の
伝
達
機
関
と
し
て
の
散
文
が
、
言
葉
を
事
物
性

0

0

0

と
し
て
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
、
言
葉
自
体
が
芸
術

的
価
値
実
現
の
た
め
の
素
材

0

0

と
な
る
韻
文
に
対
し
て
優
位
に
置
か
れ
て
お
り
、
韻
文
の
有
つ plaisir esthétique 

は
否
定
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
。
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散
文
に
お
け
る
美
的
快
感
は
お
ま
け
と
し
て
あ
る
に
過
ぎ
な
い（

10
）。

ま
た
、

　

記
号
の
帝
国
は
散
文
で
あ
る
。
詩
は
絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
の
側
に
あ
る
。
詩
人
は
言
葉
の
使
用
を
拒
否
す
る
人
た
ち
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
真
理
の
探
究
は
道
具
と
し
て
の
言
語
の
な
か
で
、
道
具
と
し
て
の
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る（

11
）。

　

芸
術
的
価
値

0

0

は
む
し
ろ
韻
文
の
方
に
認
め
な
が
ら
も
、
サ
ル
ト
ル
の
価
値
創
造

0

0

0

0

の
方
向
は
全
く
別
途
に
あ
る
が
故
に
彼
は
必
然
的

に
散
文
へ
の partialité 
に
傾
斜
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
畢
竟 poésie 

に
対
す
る exclusivité 

に
発
展
す
る
。
こ
う
し
た 

exclusivité 

が
彼
の écriture 
に
作
用
し
な
い
で
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。B

lanchot, B
arthes, M

agny 

氏
ら
の
見
解
は
サ
ル
ト
ル
の 

écriture 

に
於
け
る
〝
文
学
と
し
て
の
観
念
の
表
記
の
裏
側
〞
―
影
の
地
帯
、
秘
密
の
部
分
、
曖
昧
な
領
域
―
の
欠
如
に
就
い

て
の
指
摘
で
あ
り
、
作
者
の
創
作
の
意
図
の
み
が
、
肉
づ
け
の
な
い
ス
ケ
ル
ト
ン
の
如
き écriture 

を
生
ぜ
し
め
て
い
る
と
す
る
批

判
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
自
身
の
価
値
創
造
の
動
機
に
由
来
す
る
企
て
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
サ
ル
ト
ル
の
小
説
技
法
の
研
究
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
カ
フ
カ
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
ア
ラ
ン
に
及
ん
で

い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は L

es chem
ins de la liberté 

に
於
い
て
実
験
的
実
現
を
見
て
い
る
し
、L

a N
ausée 

に
於
け
る
日
記
体
の
援
用
な
ど
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
並
々
な
ら
ぬ
技
法
研
究
の
成
果
が
却
っ
て poésie 

や pathétism
e 

の
欠
如

を
生
ん
だ
の
か
ど
う
か
は
置
く
と
し
て
も
、
で
は
一
体 L

a N
ausée 

以
下
の
作
品
群
に
は
ま
っ
た
く
詩
情
が
無
い
の
か
ど
う
か
と
い

う
疑
問
は
残
る
の
で
あ
る
。
小
説
が
言
語
芸
術
で
あ
り L

a N
ausée 

が
小
説
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
当
然
、
思
考
の
あ
や
、
構
成

の
あ
や
、
語
法
の
あ
や
、
語
そ
の
も
の
の
あ
や
（
転
義
法
、
比
喩
）
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
自
ず
か
ら
文
飾
の
効
果
が
あ
ら
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わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は L

e Sursis 

に
於
け
る
同
時
性
を
ね
ら
っ
た
文
体
に
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
感
じ
る
の
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
他
所
か
ら
あ
か
ら
さ
ま
に
借
用
し
た poésie 

で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の poésie 

の
あ
り
か
を
わ
れ
わ
れ

は
求
め
て
み
よ
う
。
そ
れ
を
私
は
か
ろ
う
じ
て
サ
ル
ト
ル
の écriture 

に
象
嵌
さ
れ
て
い
る
語
の
あ
や
（
隠
喩
）
に
求
め
た
い（

12
）。

た

だ
し
、
そ
の m

étaphore 

の
か
も
し
出
す
抒
情
性
は
決
し
て pastoral, rural, fabuleux, saint, féerique 

な
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
ら
の
対
蹠
的
な
地
点
に
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、poésie, lyrism

e 

等
の m

ots 

の capacité 

は scatologique 

な
も
の
を
も

資
格
所
有
者
と
し
て
容
れ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
？　

こ
れ
も
ま
た
、plaisir esthétique 

を
構
成
す
る
一
要
素
な
の
で
は
な
い

か
？　

と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
の scatologique, indécent, obscène 

か
つ ordurier 

な
表
現
の
密
林
に
分
け
入
る

こ
と
に
し
よ
う
。

一　
（obsénité

に
対
す
る
偏
愛
）

―obscénité 

の
性
格
、
程
度
、
比
較
―

　

サ
ル
ト
ル
の L

e M
ur 

に
収
ま
る
五
つ
の
短
編
や
、L

a N
ausée, L

es chem
ins de laliberté 

の
三
つ
の
長
編
及
び
彼
の
劇
作
等
に

初
め
て
接
す
る
折
、
わ
れ
わ
れ
は
鄙
猥
、
猥
褻
、
尾
籠
か
つ
幾
分 grotesque 

と
も
言
え
る
ほ
ど
の im

pression 

を
先
ず
は
抱
く
で

あ
ろ
う
。
時
と
し
て
そ
の
強
烈
な
泥
沼
か
ら
は
腐
臭
す
ら
漂
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
た
も
の
だ
。
劇
作
も
ま
っ
た
く

そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
枠
外
に
逃
れ
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
露
悪
的
な
趣
は
比
較
的
初
期
の
作
品
群
で
あ
る
小
説
に
於
い
て

ひ
と
き
わ
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
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そ
の
典
型
と
し
て
、
ま
た
出
発
点
と
し
て
、
先
ず
タ
イ
ト
ル
自
体
が
そ
の
趣
を
内
包
し
て
い
る L

a N
ausée 

の
断
面
を
取
り
出
し

て
み
る
。

　

ぼ
ろ
雑
巾
が
間
近
に
来
た
と
き
彼
は
、
そ
れ
が
這
っ
た
り
飛
び
跳
ね
た
り
し
て
い
る
、
埃
に
ま
み
れ
た
一
片
の
腐
っ
た
肉
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
。
血
し
ぶ
き
を
あ
げ
な
が
ら
小
川
の
中
を
転
が
る
苦
悶
の
肉
片
だ
。
肉
片
は
膨
れ
上
が
り
、
裂
け
目
が
出
来
て

半
ば
口
を
開
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ
の
割
れ
目
の
奥
に
第
三
の
目
が
あ
る
。
そ
し
て
気
持
ち
の
い
い
暖
か
い
部
屋
の
寝
心
地

の
良
い
ベ
ッ
ド
で
眠
る
男
は
、
湿
っ
た
陰
茎
の
森
の
中
の
蒼
み
が
か
っ
た
地
面
の
上
で
素
っ
裸
で
目
覚
め
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
の
陰
茎
は
ジ
ュ
ク
ス
ト
・
ブ
ー
ヴ
ィ
ル
の
煙
突
の
よ
う
に
赤
く
、
白
く
空
に
向
か
っ
て
屹
立
し
、
そ
れ
に
は
大
地
か
ら

半
分
顔
を
出
し
た
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
玉
ね
ぎ
の
よ
う
な
睾
丸
が
付
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
幾
羽
も
の
鳥
が
森
を
飛
び
回
り
、
嘴
で

つ
つ
い
て
血
を
流
さ
せ
る
。
そ
の
傷
口
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
精
液
が
漏
れ
落
ち
る
。
小
さ
く
泡
立
つ
、
半
透
明
で
生
暖
か
い
血
の
混

じ
っ
た
精
液
が（

13
）。

　

L
a N

ausée 

に
於
け
る
こ
う
し
た
気
味
悪
い
、
病
的
な
表
現
を
抜
き
書
き
す
る
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く L

a N
ausée 

全
体
を
書
き
写

す
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
の
修
辞
的
様
相
を
簡
単
に
説
明
し
、
修
飾
す
る
形
容
詞
を
並
べ
て
み
る
と
、〝
ね
ば
ね

ば
し
た
、
陰
湿
な
、
胸
の
む
か
つ
く
、
生
ぬ
る
い
、
わ
い
せ
つ
な
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
、
だ
ら
り
と
し
た
、
き
た
な
ら
し
い
、
ク
リ
ー

ム
状
の
、
病
的
な
、
や
わ
ら
か
な
、
厚
み
の
あ
る
、
甘
っ
た
る
い
、
ぬ
め
ぬ
め
し
た
肉
体
の
よ
う
な
、
生
気
の
な
い
、
腐
っ
た
、
受

動
的
な
、
ゾ
ル
状
の
、
ね
ば
り
つ
く
、
毒
気
を
含
む
、
む
ん
む
ん
し
た
、
も
う
ろ
う
と
し
た
、
精
液
の
よ
う
な
、
粘
着
性
の
あ
る
、
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静
止
的
な
、
女
性
的
な
、
胆
汁
質
の
、
汚
物
の
よ
う
な
、
い
ん
び
な
、
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
、
緑
色
の
足
を
延
ば
し
つ
づ
け
る
植
物

の
、
黒
く
渗
み
出
る
、
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
の
よ
う
な
、
軟
弱
な
、
陰
茎
の
よ
う
に
し
わ
の
よ
っ
た
、
樹
液
の
よ
う

な
、
町
を
食
っ
て
し
ま
う
植
物
の
よ
う
な
、
に
ご
っ
た
水
溜
ま
り
の
よ
う
な
、
脂
ぎ
っ
て
白
い
太
っ
た
金
髪
女
の
よ
う
な
…
〞
世
界

が
サ
ル
ト
ル
の
世
界
で
あ
る
。
ひ
わ
い
な
表
現
の
伝
統
は
十
六
世
紀
の
ラ
ブ
レ
ー
に
も
求
め
う
る
が
、
ラ
ブ
レ
ー
に
は
サ
ル
ト
ル
的

な
陰
湿
さ
や
病
的
な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
精
神
を
謳
歌
し
た
巧
み
な
色
彩
と
音
響
に
昇
華
し
て
い
る
。
下
だ
り
来

て
、
カ
フ
カ
の
世
界
は
、
も
っ
と
乾
い
た
感
じ
を
与
え
て
い
る
。
た
わ
い
の
な
い
パ
ラ
ド
ク
ス
を
述
べ
れ
ば
、 La N

ausée 

を
催
す

の
は
わ
れ
わ
れ
読
者
の
側
で
あ
る
ほ
ど
の
こ
う
し
た écriture 

は
感
覚
世
界
の
中
で
も
、
音
楽
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
視
覚

的
な
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
幾
分
ダ
リ
の
絵
画
の
復
元
を
そ
こ
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
の
偏
愛
す
る
世
界
、
そ
れ
は
ガ
ン
ジ
ス
川
の
泥
水
へ
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
が
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
が
絶
え
ず

本
能
的
に
立
ち
戻
る
世
界
で
あ
る
。
ま
る
で
そ
こ
に
な
に
か
浄
化
を
見
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
。
そ
れ
は
地
獄
―
肉
体
と
分

泌
作
用
と
粘
液
的
な
も
の
の
地
獄
で
あ
る（

14
）。

　

P
ierre de B

oisdeffre 

は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
サ
ル
ト
ル
の
偏
愛
す
る
ひ
わ
い
な
世
界
を
ガ
ン
ジ
ス
の
泥
水
を
か
ぶ
る
禁
欲
的
宗

教
的
カ
タ
ル
シ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。〝
肉
体
的
脅
迫
観
念
、
糞
便
論
的
偏
愛
、
変
態
の
植
物
誌（

15
）〞

等
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
果

し
て
、
そ
う
し
た
カ
タ
ル
シ
ス
を
味
わ
う
た
め
の
道
具
で
あ
る
か
ど
う
か
。
ま
た
、
道
具
と
し
て
の
み
の
機
能
を
し
か
持
ち
合
わ
せ

ぬ
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
サ
ル
ト
ル
の
小
説
作
品
全
体
を
お
お
う
こ
の
よ
う
な
不
快
き
わ
ま
る
、
悪
臭
を
放
つ m

ots 

の
群
林
の
意
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図
、
由
来
、
効
果
を
追
い
求
め
つ
つ
俯
瞰
し
て
み
よ
う
。

二　
（
意
図
、
動
機
）

―
何
故 scatologique 

な
表
現
が
必
要
か
？ 

―

　

実
は
、
サ
ル
ト
ル
的
実
存
主
義
か
ら
す
れ
ば
そ
の
回
答
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
。
即
自
存
在
の
露
呈
化

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
以
外
に
は
な
い
。

デ
カ
ル
ト
に
於
い
て
延
長
、
カ
ン
ト
に
於
い
て noum

ena

（
可
想
的
存
在
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
、
意
識
に
対
し
て
あ
る
と

こ
ろ
の
超
現
象
的
存
在
は
即
時
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る（

16
）と

し
て
、
つ
ま
り
、en-soi

（
即
自
）、être-en-soi

（
即
自
在
存
）
と
サ
ル

ト
ル
は
称
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
即
自
の
露
呈
化
は L

a N
ausée 

の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
あ
っ
た
。

　

存
在
と
は
何
か
と
問
わ
れ
た
ら
私
は
誠
実
に
、
そ
れ
は
無
で
あ
る
と
答
え
た
で
あ
ろ
う
。
外
部
か
ら
や
っ
て
来
て
、
そ
の
性
質

を
何
ら
変
え
る
こ
と
な
く
事
物
に
付
加
さ
れ
る
、
ま
さ
に
空
虚
な
形
式
で
あ
る
と
。
ま
た
、
突
如
と
し
て
そ
れ
は
明
々
白
々
に
そ

こ
に
あ
っ
た
。
存
在
は
ふ
い
に
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
が
れ
た
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
範
疇
の
無
害
な
様
相
を
失
っ
た
。
存
在
は
事
物
の
練

り
粉
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
樹
の
根
が
存
在
の
中
に
練
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
樹
の
根
、
公
園
の
柵
、
ベ
ン
チ
、

ま
ば
ら
な
芝
草
な
ど
す
べ
て
が
消
え
う
せ
た
。
事
物
の
多
様
性
や
個
性
は
外
観
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
単
な
る
漆
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
漆
が
溶
け
て
、
怪
物
じ
み
た
軟
か
い
無
秩
序
な
塊
が
残
っ
た
。
恐
ろ
し
い
、
卑
猥
な
裸
形
の
姿
を
晒
し
て（

17
）。
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普
段
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
そ
れ

0

0

と
し
て
映
る
物
質
的
現
象
は
、
う
る
し

0

0

0

や
ニ
ス

0

0

を
ぬ
ら
れ
た
状
態
で
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

う
し
た
容
体
を
お
お
う
ニ
ス
を
は
が
し
（
意
味
的
な
も
の
を
排
除
す
る
―
現
象
学
的
還
元
操
作
）、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
り
去
る
作
業

の
後
に
現
わ
れ
出
る
も
の
（
一
皮
む
い
た
も
の
）
は être-en-soi 

と
い
う
気
味
悪
い
、obscène 

な
存
在
な
の
だ
。
従
っ
て
、

m
asses m

onstrueuses, m
olles, nues, effrayante, obscène nudité 

等
の scatologique 

な m
ots 

は en-soi 

を
無
気
味
な
も
の

と
し
て
印
象
づ
け
る
た
め
に
効
果
的
に
配
さ
れ
、fioriture de style

（
文
体
の
装
飾
）
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
り
、en-soi 

の
明

瞭
な
露
呈
化
操
作
の
一
翼
を
充
分
担
っ
て
い
る
。
カ
フ
カ
は
一
般
的
な
認
識
の
う
ち
に
あ
る
も
の
が
実
は
仮
象
に
す
ぎ
ぬ
事
実
を
表

す
た
め
に
非
現
実
の
世
界
を
描
い
た
が
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
の
仮
象
の
剥
奪
作
業
に exagération 

と
も
思
え
る écriture 

scatologique 

を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

か
く
し
て
殊
更
に
彼
が
汚
な
ら
し
く
表
現
す
る
対
象

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
す
べ
て
即
自
乃
至
即
自
存
在
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
方
で pour-soi

（
対
自

≒

精
神
）
で
あ
る
と
同
時
に en-soi
（
即
自

≒

肉
体
）
で
あ
る
二
元
的
存
在
と
し
て
の
人
間
も
や
は
り
そ
の
対
象

0

0

0

0

に
な
る
わ

け
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
人
間
の
有
つ
こ
の
形
而
下
的 m

atérialité 

と
し
て
の corps 

具
有
の
宿
命
に
は
我
慢
出
来
な
い
か
の
如

く
、
特
に
厳
し
く scatologie 

が
展
開
す
る
場
は
対
象

0

0

、
実
体

0

0

と
し
て
措
定
さ
れ
た
肉
体
に
関
し
て
で
あ
る
。

　

し
か
し
私
の
死
さ
え
も
余
計
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
自
分
の
死
体
や
、
微
笑
み
か
け
る
公
園
の
奥
の
植
物
の
間
に
敷
か
れ

た
砂
利
の
上
の
私
の
血
も
余
計
な
も
の
で
あ
り
、
最
後
に
、
洗
わ
れ
て
皮
を
は
が
れ
て
、
歯
の
よ
う
に
清
潔
で
汚
れ
の
な
い
私
の

骨
も
余
計
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
私
は
永
遠
に
余
計
な
存
在
な
の
だ（

18
）。
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こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
肉
体
嫌
悪
は
、
受
肉
を
の
ろ
い
、
肉
体
の
消
滅
を
願
う
ほ
ど
過
激
な
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に corps 

の
所
有
者
と
し
て
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
そ
れ
が m

orbide

（
病
的
な
）
か
つ pathologique

（
病
理
学
的
な
）m

onom
anie

（
偏

執
狂
）
の
状
態
に
ま
で
亢
進
せ
ら
れ
、
そ
の m

onom
anie 

が
サ
ル
ト
ル
に
対
す
る
強
迫
観
念
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
彼

の
強
迫
観
念
に
刺
戟
さ
れ
つ
つ
漸
進
し
て
ゆ
く
〝dévoiler

〞
の
作
業
は esthétique 

な
も
の
＝
想
像
力
の
お
蔭
を
蒙
っ
て
い
る
対

象
物
＝
想
像
力
の
世
界
に
お
い
て
の
み
真
価
を
発
揮
し
、
そ
の
本
質
的
構
造
の
う
ち
に
現
実
世
界
の
空
無
化

0

0

0

0

0

0

0

0

を
含
む
も
の
に
向
っ
て

前
進
す
る
。
つ
ま
り
、
世
界
内
の
あ
ら
ゆ
る
美
的
価
値
の
崩
壊
を
彼
に
せ
ま
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
矛
先
は
人
間
の
う
ち
で
も

よ
り
多
く
ニ
ス
に
お
お
わ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
女
性
に
は
一
層
激
し
く
、
深
く
く
い
こ
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な

ら
、

　

想
像
上
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
非
現
実
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
に
た
っ
た
一
つ
の
行
動
、
行
為
す
ら
要
求
し
な
い
。
量
感
も
な

く
、
早
急
な
要
求
も
せ
ず
、
骨
の
折
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
に
受
身
で
あ
り
、
待
ち
の
姿
勢
を
し
て
い
る（

19
）。

　

女
性
に
は
サ
ル
ト
ル
の
嫌
う passivité 

が
有
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
に
な
る
。É

rostrate 

の
主
人
公
は
娼
婦
を
ピ
ス
ト
ル
で
脅

迫
し
つ
つ
サ
デ
ィ
ズ
ム
的
な
態
度
で
女
性
蔑
視
を
表
明
す
る
。

　

私
は
彼
女
を
押
し
や
っ
た
。
―
脱
げ
よ
、
と
私
は
言
っ
た
。
彼
女
は
ズ
ボ
ン
を
足
元
に
脱
ぎ
捨
て
、
そ
れ
を
拾
っ
て
ブ
ラ

ジ
ャ
ー
と
共
に
丁
寧
に
上
着
に
お
し
つ
け
た
。
―
私
に
ど
う
し
ろ
と
い
う
の
？
―
ど
う
も
し
な
く
て
い
い
。
た
だ
う
ろ
つ
く
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だ
け
で
い
い
。
彼
女
は
ぎ
こ
ち
な
く
歩
き
出
し
た
。
素
っ
裸
の
女
性
を
歩
か
せ
る
ほ
ど
女
を
困
ら
せ
る
も
の
は
な
い
。
―
座

れ
！
そ
の
女
は
ベ
ッ
ド
に
腰
を
お
ろ
す
。
わ
れ
わ
れ
は
黙
っ
た
ま
ま
見
つ
め
あ
う
。
突
如
私
が
言
う
。
―
脚
を
開
く
の
だ
。
一

瞬
躊
躇
し
た
が
、
女
は
言
う
こ
と
を
聞
い
た
。
私
は
股
間
を
見
つ
め
て
大
き
く
息
を
吸
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ピ
ス
ト
ル
を
取
り
出

し
、
彼
女
に
見
せ
た
。
彼
女
は
無
言
の
ま
ま
ズ
ボ
ン
を
と
り
お
と
し
た
。
―
歩
け
、
う
ろ
つ
け
、
と
私
が
言
う
。
彼
女
は
ま
た

五
分
ば
か
り
う
ろ
う
ろ
し
た
。
そ
れ
か
ら
私
は
自
分
の
竿
を
そ
の
女
に
持
た
せ
て
し
ご
か
せ
た
。
パ
ン
ツ
が
濡
れ
る
の
を
感
じ
て

私
は
立
ち
上
が
っ
た（

20
）。

　

ま
た
、『
一
指
導
者
の
幼
年
時
代
』
の
リ
ュ
シ
ア
ン
少
年
の
場
合
は
、

　

私
に
は
鍵
穴
か
ら
覗
く
習
慣
が
あ
っ
た
。
母
が
身
体
を
洗
う
の
を
見
た
。
彼
女
は
ビ
デ
に
跨
っ
て
い
る
。
彼
女
は
誰
も
見
て
い

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
ど
け
な
い
肉
体
上
を
ス
ポ
ン
ジ
だ
け
が
行
き
来
す
る
。
身
体
を
こ
す
り
、
そ
の
手
が
股
間
に
消
え
る
。

そ
の
間
彼
女
は
大
き
な
ピ
ン
ク
の
塊
だ
っ
た
。
ビ
デ
の
陶
器
の
上
に
へ
た
れ
こ
ん
だ
嵩
張
っ
た
肉
体
だ
っ
た（

21
）。

　

ビ
デ
に
ま
た
が
る
母
の
肉
体
か
ら
即
自
存
在
の
醜
怪
な
様
相
へ
の
啓
示
を
受
け
て
い
る
。
多
分
に
フ
ロ
イ
ト
的
精
神
分
析
に
啓
発

さ
れ
た
趣
を
含
む（

22
）こ

う
し
た
条
り
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
幼
児
期
に
経
験
し
た（

23
）com

plexe d ’Œ
dipe

（
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
）
の
裏
返
し
、
反
動
と
し
て fém

inin, m
aternel 

な
も
の
へ
の
攻
撃
的
な
様
相
を
す
ら
帯
び
つ
つ en-soi 

の
露
呈
化
作
業
に
資

す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
ま
た
、L

a N
ausée 

の
ホ
テ
ル
の
お
内
儀
の
描
写
、L

a C
ham

bre 

の
女
主
人
公 È

ve 

の
描
写
、
と
り
わ
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け L
e D

iable et L
e B

on D
ieu 

の
女
主
人
の
一
人 C

atherine 

は
、《
わ
た
し
、
あ
な
た
の
売
春
宿
に
な
り
た
い
の
！（

24
）》と bordel

（
売

春
宿
・
淫
売
屋
）
に
成
り
果
て
、
あ
と
一
人 H

ilda 

の
如
き
は
、

　

指
で
堆
肥
に
触
れ
る
こ
と
さ
え
厭
う
こ
の
俺
が
、
な
ん
で
糞
袋
を
こ
の
腕
に
抱
き
た
い
な
ど
と
思
う
も
の
か
？（

25
）

　

fum
ier

（
堆
肥
）、sac d ’excrém

ent

（
糞
袋
）
で
形
容
さ
れ
る
ま
で
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
。
糞
便
論
的
記
述
の
効
果
は
、
ヴ
ェ
ー

ル
に
お
お
わ
れ
た
女
性
存
在
の
醜
怪
さ
を
あ
ば
く
た
め
、
最
大
限
に
そ
の
効
果
を
発
揮
し
、
女
性
存
在
は
そ
の
格
好
な
餌
食
で
あ

る
。
事
物
の
多
様
性
、
個
性
と
し
て
の
上
塗
り
（
仮
象
）
を
は
が
す
に
こ
れ
以
上
効
果
的
な
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

écriture scatologique 

が
即
自
の
現
前
化
に
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
み
て
も
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
で
も
何
故
そ
こ
ま
で
激
越
な accent 

が
必
要
な
の
か
、
ま
た
は
何
故
表
現
の exagération 

が
湧
出

す
る
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
事
実
或
る
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
は
〝
サ
ル
ト
ル
は
殊
更
に
汚
な
い
表
現
を
つ
か
っ
て
人

間
の
尊
厳
性
を
貶
し
め
る
こ
と
に
尽
力
し
て
い
る
〞
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
哲
学
的
動
機
に
起
因
す
る
が
故
の scatologie 

で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
な
お
そ
の
行
き
過
ぎ
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
の
悪
夢
は
こ
う
し
た
恐
怖
に
満
ち
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ラ
ル
メ
は
そ
れ
を
船
あ
る
い
は
白
鳥
の
イ
メ
ー
ジ

に
表
現
し
た
。
彼
ら
以
前
に
は
ポ
ー
が
、
住
人
と
共
に
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
が
そ
の
底
に
呑
み
込
ま
れ
る
沼
の
恐
怖
に
描
い
た（

26
）。
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G
eorges Poulet 

は
サ
ル
ト
ル
の
奇
怪
で
、
醜
悪
な
語
の
あ
や
を B

audelaire, M
allarm

é, Poe 

等
の navire, cigne, étang 

の
イ

マ
ー
ジ
ュ
と
同
一
地
平
に
置
い
て
い
る
が
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
う
し
た im

aginaire 

に
よ
る analogon （

27
）（

類
同
代
理
物
）
を
拒
否
す
る

立
場
に
あ
る
し（

28
）、

彼
ら
の
柔
和
な
美
的 im

age 

を
は
る
か
に
圧
倒
し
尽
す
サ
ル
ト
ル
の scatologie 

は
本
来
小
説
中
で
は
手
段
と
し

て
駆
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、scatologie 

自
体
が
既
に
目
的
に
変
容
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
に
異
常
性
を
感
ぜ

し
め
る
。
そ
の
疑
惑
に
足
を
踏
み
入
れ
て
み
よ
う
。

三　
（scatologie, obscénité 

の
母
体
）

―
感
性
的
人
間
と
し
て
の
サ
ル
ト
ル
―

　

意
図
、
動
機
を
凌
駕
、
逸
脱
し
た
か
に
思
え
る
彼
の
即
自
の
鄙
猥
に
過
ぐ
る
描
写
は
、
サ
ル
ト
ル
の libido 

の
奔
流
を
感
じ
さ
せ

る
と
同
時
に
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
者
が
切
羽
詰
っ
た
果
て
に
身
を
捨
て
る
覚
悟
で
抵
抗
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
姿
を
も
思
わ
せ

る
。obscénité 

に
対
す
る
飽
く
な
き m

onom
anie, viscosité 

に
対
す
る
脅
迫
的
幻
覚
性
な
ど
の
異
常
性
を
サ
ル
ト
ル
に
触
発
せ
し

め
た
も
の
、
卑
俗
な
表
現
描
写
を
彼
に
強
い
る
よ
う
に
迫
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
原
因
の
い
く
つ
か
を
探
っ
て
み
よ

う
。

　

既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
延
長
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て noum

ena

（
可
想
的
存
在
）
で
あ
っ
た
も
の
が en-

soi 

な
の
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
に
於
て
そ
う
し
た
存
在
が
殊
更
醜
怪
な
も
の
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
記
事
に
は
お
目
に
か

か
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
み
じ
ん
の
ゆ
ら
ぎ
も
感
じ
さ
せ
ぬ
不
動
の
確
信
に
満
ち
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
人
間
は
現
象
的
存
在
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（phenoum
ena

）
界
に
安
住
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故
に
自
然
法
則
は
現
象
的
存
在
界
に
妥
当
す
る
、
ま
た
す

る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
可
想
的
存
在
（noum

ena

）
が
現
象
的
存
在
の
世
界
に
は
み
だ
し
て
世
界
の
秩
序
を
崩
す
な
ど
と

い
う
不
安
は
抱
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
に
於
て
は
こ
の noum

ena 

が
意
味
の
外
皮
を
は
が
れ
、
軟
ら
か
く
無
定
形
な

こ
ね
粉
、
ね
り
粉
、
醜
悪
で
淫
猥
な
も
の
と
し
て phenoum

ena 

の
上
に
表
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
根
源
的
な
不
安
に
訴
え

る
代
物
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
何
ら
不
安
の
対
象
で
な
か
っ
た
同
じ
代
物
が
、
サ
ル
ト
ル
で
は
異
常
な
恐
怖
を

よ
び
さ
ま
す
不
安
の
対
象
に
成
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

　

そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
「
弁
証
法
を
駆
使
し
、
明
晰
な
論
理
を
構
築
し
、
な
に
ご
と
も
す
べ
て
綜
合
に
も
っ
て
ゆ
き
た

が
る
と
い
う
意
味
合
い
を
含
め
て
の（

29
）、

冷
徹
な
理
性
の
人
と
し
て
の
」
ヘ
ー
ゲ
ル
的
体
質
の
他
に
、「
苦
悩
が
先
行
し
、
不
安
が
そ

の
人
間
を
根
源
的
に
と
ら
え
る
感
性
の
人
と
し
て
の
」
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
体
質
を
も
見
出
す
の
で
あ
る
。
糞
便
論
的
な
記
述
の
意
図

は
既
に
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
理
論
に
よ
っ
て
了
解
済
み
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
の excessif 

な accent 

に
つ
い
て
は
、
感
情
を

備
え
た
人
間
サ
ル
ト
ル
の
側
面
か
ら
捉
え
て
み
よ
う
。〝
わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
実
践
面
に
お
い
て
は
、
決
定
的
な
科
学
的
解
決
に
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
、
極
め
て
ま
れ
に
し
か
な
い（

30
）。〞

と
語
っ
た
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
系
譜
に
属
し
、
不
安
と
恐

怖
の
深
淵
か
ら
独
自
な
、
実
存
主
義
的
な
宗
教
観
を
明
ら
か
に
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
思
想
家 M

iguel de U
nam

uno y Jugo 

で
あ
っ

た
。
ま
た
、R

obert G
. O

lson 

は
〝
と
に
か
く
、
人
間
が
正
確
に
言
っ
て
、
理
性
的
動
物
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
に

し
て
も
で
き
な
い
に
し
て
も
、
此
処
と
今

0

0

0

0

の
不
安
を
体
験
す
る
の
は
、
単
に
理
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間
な
の
で
は
な
い
。
空
間
と

時
間
の
限
界
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
悩
す
る
の
は
、
感
情
的
存
在
と
し
て
の
人
間
で
あ
る（

31
）。〞

と
語
っ
て
い
る
が
、
サ
ル
ト

ル
を
し
て
あ
の
異
常
な
、
脅
迫
的
な
、
ま
た
人
間
を
侵
食
す
る
即
自
存
在
へ
の
偏
執
的
、
病
的
観
念
に
到
ら
し
め
た
正
体
を〝
不
安
〞
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に
求
め
て
、
そ
の
仮
定
か
ら
進
ん
で
み
よ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
が
不
安
と
名
付
け
る
も
の
は
存
在
せ
ぬ
自
己
自
身
の
未
来
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る（

32
）。

　

あ
ら
ぬ
と
い
う
仕
方
で
自
己
自
身
の
将
来
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
不
安
で
あ
る
、
と
す
る
サ
ル
ト
ル
の
不
安
の
概
念
は pour-soi 

と en-soi 

の
拮
抗
作
用
の
過
程
で
必
然
的
に
生
じ
る
現
象
で
あ
り
、
そ
の
不
安
か
ら
逃
れ
る
方
法
は
、

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
自
由
が
重
荷
に
な
っ
た
り
、
弁
解
が
必
要
に
な
っ
た
り
す
る
と
常
に
決
定
論
を
信
じ
る
こ
と
に
逃
げ
込
む
。

こ
の
よ
う
に
し
て
外
部
か
ら
自
分
を
他
者
と
し
て
あ
る
い
は
事
物
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
そ
の
不
安
か
ら
逃
れ
る
の
で
あ
る（

33
）。

　

わ
れ
わ
れ
自
体
を
事
物
（
即
自
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
は
人
間
を
し
て la m

auvaise foi （
34
）た

ら
し

め
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
即
自
を
嫌
悪
す
る
サ
ル
ト
ル
の
体
質
は
い
や
お
う
な
く
〝
不
安
〞
の
領
域
に
自
分
を

追
い
や
る
体
質
な
の
だ
。
そ
う
し
た
体
質
の
形
成
に
与
か
る
、
見
逃
す
こ
と
の
出
来
ぬ
サ
ル
ト
ル
の
生
理
的
体
質
に
も
触
れ
て
み
よ

う
。

　
〝
彼
は
葉
緑
素
ア
レ
ル
ギ
ー
で
、
牧
草
の
緑
が
た
ま
ら
な
か
っ
た（

35
）。〞Sim

one de B
eauvoir 

の
証
言
を
裏
づ
け
る
そ
の
他
の
例
証

に
も
、
こ
と
か
か
な
い
の
で
あ
る
。
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サ
ル
ト
ル
の
変
態
植
物
誌
は
、
敵
対
的
性
質
を
感
じ
さ
せ
る
粘
着
性
と
、
這
う
様
相
の
象
徴
と
し
て
の
有
毒
植
物
や
悪
臭
を
放

つ
昆
虫
の
よ
う
な
動
物
の
み
を
含
む
。
わ
ら
じ
む
し
、
ゴ
キ
ブ
リ
、
ハ
エ
、
蝦
蟹
類
、
ナ
メ
ク
ジ
な
ど（

36
）。

　

B
oisdeffre 

の
記
述
す
る
サ
ル
ト
ル
の
植
物
、
わ
ら
じ
む
し
、
あ
ぶ
ら
む
し
、
な
め
く
じ
、
甲
殻
類
（
と
く
に
カ
ニ
）
に
対
す
る

極
端
な
嫌
悪
感
が
幻
覚
性
精
神
症
の
域
に
達
し
て
い
た
時
代
の
あ
っ
た
こ
と
も
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
証
言
し
て
い
る
。
夢
、
覚
醒
時

幻
覚
、
知
覚
幻
覚
に
興
味
を
も
ち
、
ま
た
ア
ン
リ
・
ミ
シ
ョ
ー
を
真
似
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
メ
ス
カ
リ
ン
注
射
を
打
っ
た
り
も
し
て

お
り
、
そ
の
後
遺
症
は
慢
性
の
幻
覚
性
精
神
症
と
な
り
、L

a N
ausée 

に
あ
ら
わ
れ
る
気
味
の
悪
い
世
界
が
サ
ル
ト
ル
に
つ
き
ま

と
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ（

37
）。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
表
現
し
て
い
る
も
の
か
ら
推
す
と
そ
れ
は
や
は
り
ダ
リ
の
絵
画
を
彷
彿
さ
せ

る
。
ま
た
、「
サ
ル
ト
ル
が
（
性
的
）
倒
錯
の
問
題
に
取
り
憑
か
れ
た
の
は
、
既
に
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
で
は
じ
ま
っ
て
い
る（

38
）」

と
い
う

証
言
も
あ
り
、
倒
錯
へ
の
関
心
が
加
わ
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

葉
緑
素
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ざ
り
蟹
等
の
甲
殻
類
へ
の
悪
感
を
伴
う
恐
怖
、
慢
性
幻
覚
性
精
神
症
、
性
倒
錯
へ
の
異
常
な
執
着
、
こ
う

し
た
も
の
が
、L

a N
ausée

の
世
界
で
大
き
く
、
薄
気
味
悪
い
花
を
開
か
せ
た
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
要
因
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は

否
定
出
来
な
い
。

　

敢
え
て
危
険
を
冒
し
て
進
む
と
植
物
園
に
い
た
る
。
植
物
が
数
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
町
へ
這
い
出
し
て
い
る
。
町
を
覆
い
、
石
に

纏
わ
り
付
い
て
締
め
付
け
、
ひ
っ
く
り
返
し
、
長
く
伸
び
た
黒
い
は
さ
み
で
石
を
砕
く
。
満
た
さ
れ
て
い
る
限
り
は
去
勢
さ
れ
飼

い
な
ら
さ
れ
た
無
害
な
植
物（

39
）。
―
葉
緑
素
ア
レ
ル
ギ
ー
。
大
き
な
蟹
ど
も
が
霧
に
ま
ぎ
れ
て
蹲
っ
て
い
る（

40
）。《

バ
ラ
ト
ー
は
南
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京
虫
だ（

41
）》

　

―
蟹
、
南
京
む
し
、
こ
う
も
り
等
へ
の
恐
怖
感
。

　

ベ
ル
リ
ア
ッ
ク
は
ま
じ
ま
じ
と
彼
を
見
て
い
っ
た
。《
僕
は
か
ね
が
ね
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
君
は
肛
門
性
愛
者
だ
な（

42
）。》

　

ベ
ル
ジ
ェ
ー
ル
は
少
し
身
を
起
こ
し
て
リ
ュ
シ
ア
ン
の
お
尻
を
撫
で
た
。
も
う
一
方
の
手
は
愛
撫
を
や
め
た
。
彼
女
は
執
拗
に

迫
っ
た
。《
可
愛
ら
し
い
美
し
い
お
尻
だ
わ
》と
ベ
ル
ジ
ェ
ー
ル
が
唐
突
に
言
っ
た
。
リ
ュ
シ
ア
ン
は
悪
夢
を
見
て
い
る
思
い
だ
っ

た
。《
こ
の
お
尻
が
気
に
入
っ
た
の
か
い
？
》
と
彼
は
思
わ
せ
ぶ
り
に
い
っ
た（

43
）。
―
肛
門
性
慾
的
倒
錯
。

　

こ
の
よ
う
に
、
彼
自
身
の
有
つ
生
来
の
体
質
が
、
彼
の
当
時
の
文
芸
作
品
上
に
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た exagération 

と
も
思
え
る écriture scatologique et obscène 

は
、
単
に
、
ガ
ン
ジ
ス
川
に
入
っ
て
泥

水
を
か
む
る
こ
と
に
よ
っ
て purification 

を
、
カ
タ
ル
シ
ス
を
味
わ
お
う
と
す
る
動
機
を
凌
駕
し（

44
）、

意
図
、
動
機
以
前
に
由
来
す

る
サ
ル
ト
ル
の
根
源
的
な
心
性
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
も
の
す
る
文
芸
作
品
が
お
の
お
の
そ
う
し
た populaire 

な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
所
以
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に popularité 

に
偏
す
る
彼
の
態
度
は
自
然
に
民
衆
レ
ベ
ル
へ
の
自
己
投

下
を
意
味
し
て
お
り
、
彼
の
生
来
の
繊
細
さ
も
手
伝
っ
て
〝
人
類
へ
の
愛
〞
の
よ
う
な
も
の
も
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
カ
ン

ト
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
何
ら
感
性
に
訴
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
即
自
に
異
常
な
恐
怖
を
覚
え
る
サ
ル
ト
ル
の
体
質
は
、
確
か
に

〝
苦
悶
〞
か
ら
出
発
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
体
質
に
比
較
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
の
不
安
に
就
い
て
、

　

先
ず
も
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
正
し
い
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
不
安
が
恐
怖
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
恐
怖
が
世
界
の
諸
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存
在
に
対
し
て
あ
る
の
に
比
し
て
、
不
安
は
自
己
の
前
の
不
安
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
眩
暈
は
、
私
が
谷
底
に
落
ち
は
し
な
い
か

と
恐
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
身
を
投
げ
る
か
も
し
れ
な
い
と
恐
れ
る
ゆ
え
に
不
安
な
の
で
あ
る
。（
…
…
）
同
様
に
、
戦
争
勃
発

に
際
し
て
原
隊
に
赴
く
召
集
兵
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
恐
怖
を
抱
く
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
大
抵
は
《
恐
怖
を
抱
く
こ
と
に
恐
怖
を

感
じ
る
》
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
自
分
自
身
の
前
で
不
安
を
抱
く
の
で
あ
る（

45
）。

　

自
分
が
断
崖
に
落
ち
は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、
自
分
が
自
ら
身
を
投
げ
は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
場
合

が
〝
不
安
〞
で
あ
り
、
戦
争
に
赴
む
く
応
召
軍
人
は
死
の
恐
怖
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
《
恐
怖
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
恐

怖
を
も
つ
》
場
合
の
方
が
多
く
、
そ
れ
が
〝
不
安
〞
で
あ
る
と
言
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
理
論
的
に
展
開
さ
れ
た
不
安
は
、
概
念
操
作
に
よ
る
概
念
規
定
の
域
を
出
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ

わ
れ
は
や
は
り
、
断
崖
に
落
ち
は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
と
き
の
方
が
不
安
で
あ
る
し
、
戦
争
に
行
っ
て
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
恐
怖

を
感
じ
る
時
が
生
身
の
人
間
の
、
そ
れ
こ
そ
今
と
此
処

0

0

0

0

の
不
安
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
彼
の
よ
う
に
自

己
に
つ
い
て
の
反
省
的
把
握
を
不
安
と
称
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
不
安
は
現
在
自
己
の
居
る
一
歩
後
の
段
階
に
対

し
て
未
来
志
向
的
に
感
じ
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
サ
ル
ト
ル
の L

a N
ausée 

時
代
の
時
代
背
景
に
目
を
移
し
、〝
不

安
〞
の
直
接
の
契
機
、
発
火
点
に
成
っ
た
も
の
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、〝
不
安
〞
は
彼
自
身
の
体
質
と
時
代
性

（situation

）
が
融
和
す
る
土
壌
に
於
い
て
倍
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。



148　

第三部 　レトリック

四
（La N

auése 

を
育
く
ん
だ
時
代
）

―C
éline 

の
全
的
な
影
響
―

　

第
一
次
世
界
大
戦
は
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
、
パ
ス
カ
ル
的
な
不
安
の
概
念
を
少
な
く
と
も
変
容
乃

至
実
体
化
し
た
は
ず
で
あ
る
。
自
我
の
病
い
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
、
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
等
が
そ
れ
で
も
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
的
不
安
の
領

域
に
止
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
は
神
に
代
わ
る
、
更
に
絶
対
的
、
直
截
的
な
支
配
者
が
〝
全
面

戦
争
に
よ
る
確
実
な
死
〞
と
い
う
相
貌
で
現
わ
れ
て
来
た
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
で
、

《
彼
は
社
会
的
な
重
要
性
の
な
い
人
間
、
ま
さ
に
一
個
の
個
人
に
す
ぎ
な
い（

46
）》

　

こ
れ
は
『
嘔
吐
』
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
文
章
は
ル
イ
＝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
セ
リ
ー
ヌ
の
『
夜
の
果
て
の
旅
』
の
原
形
と
も

い
え
る
戯
曲
『
教
会
』
の
一
節
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
一
九
三
二
年
に
『
夜
の
果
て
の
旅
』
を
読
ん
で
い
る（

47
）。

こ
の
作
品
は
発
売
さ

れ
る
や
た
ち
ま
ち
五
万
部
を
売
り
つ
く
す
と
い
う
爆
発
的
な
反
響
を
呼
び
起
こ
す
一
方
、
殊
更
に
人
間
の
醜
悪
な
領
域
を
と
り
あ
げ

す
ぎ
る
こ
と
で
非
難
を
浴
び
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
俗
語
を
縦
横
に
駆
使
す
る
こ
と
で
、
隠
喩
的
表
現
効
果
に
よ
る
抒
情
性
を
生
ぜ

し
め
た
セ
リ
ー
ヌ
の
描
い
た
世
界
は
、
憎
悪
、
絶
望
、
精
神
的
堕
落
等
の
地
獄
的
様
相
を
彷
彿
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
が
、
汚
物

と
膿
と
、
不
潔
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
極
め
て
ひ
わ
い
に
描
写
し
た
セ
リ
ー
ヌ
の écriture 

が
、
サ
ル
ト
ル
の L

a N
ausée 

に

影
響
を
与
え
た
こ
と
は
ほ
ぼ
想
像
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
二
節
で
考
察
し
た L

a N
ausée 

の
サ
ル
ト
ル
の
テ
ー
マ
と
モ
チ
ー
フ
は
、〝
現
代
世
界
の
恥
辱
的
な
真
実
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
民
衆
の
言
葉
で

0

0

0

0

0

0

叫
ぶ
〞
意
味
で
、François R

abelais 

の
流
れ
を
引
く
と
い
わ
れ
る
セ
リ
ー
ヌ
の Voyage au bout de la niut 

の
モ
チ
ー
フ
、
テ
ー

マ
に
ぴ
っ
た
り
重
な
る
。
国
家
、
愛
、
正
義
、
戦
争
、
イ
デ
ー
等
の
既
成
理
念
が
微
塵
に
く
だ
け
散
る
地
獄
絵
的
展
開
の
中
で
、
純

粋
個
人
へ
の
夢
を
絶
ち
き
れ
ぬ
人
間
存
在
が
、
絶
望
と
堕
落
の
奈
落
へ
と
失
墜
し
て
ゆ
く
こ
の
ド
ラ
マ
の
経
緯
は
、
既
に
そ
れ
だ
け

で
も L

a N
ausée 

的
世
界
構
築
に
充
分
な
材
料
を
与
え
て
い
る
が
、
更
に
は argot 

や langue populaire 

の
豊
饒
さ
ゆ
え
に
、
仏
語

史
の
上
か
ら
も
俗
語
の
体
系
的
導
入
の
面
で
特
異
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
セ
リ
ー
ヌ
の
文
体
が
、
こ
れ
も
ま
た L

a N
ausée 

の
醜
悪
さ

に
大
き
く
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
或
る
意
味
で
は
、
彼
の
告
白
に
あ
る
プ
ル
ー
ス
ト
や
カ
フ
カ
以
上
に
濃

厚
な
影
響
を
与
え
た
の
は
セ
リ
ー
ヌ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
は
、
彼
ら
両
者
が
ほ
ぼ
同
世
代
人
で
あ
る
事
実
に
よ
る
。
つ
ま
り
は Situation

、

立
っ
て
い
る
地
盤
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
、
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。
文
体
と
い
う
も
の
は
近
い
世
代
間
で
は
特

に
相
互
伝
達
性
、
ま
た
相
互
的
模
倣
性
が
発
揮
さ
れ
易
い
は
ず
だ
。
現
代
作
家
が
ラ
ブ
レ
ー
の
文
体
で
も
の
を
書
く
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
更
に
こ
の
両
者
に
共
通
し
た
も
の
が
〝
不
安
〞
と
い
う
形
で
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

セ
リ
ー
ヌ
の
世
界
の
根
底
に
あ
る
の
は
人
間
不
信

0

0

0

0

と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
絶
望
を
は
る
か
に
超
え
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
結

局
こ
の
両
者
に
共
通
す
る
〝
気
分
〞
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
気
分
と
は
第
一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
世
界

大
戦
の
谷
間
に
壌
成
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
二
十
世
紀
に
於
け
る
戦
争
は
従
来
の
（
一
般
市
民
に
関
知
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
）
局
地
戦
で
は
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
総
力
戦
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
無
差
別
に

世
界
内
人
類
全
体
に
犠
牲
を
強
い
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
不
安
を
凌
駕
し
、
恐
怖
を
現
前
せ
し
め
る
ほ
ど
の
も
の
で
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あ
る
。
文
学
者
も
そ
の
枠
外
に
の
が
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
文
学
者
を
し
て
政
治
、
経
済
へ
の
関
心
、
た
ず
さ
わ
り
を
余
儀

な
く
さ
せ
る
結
果
を
産
む
。
つ
ま
り
、
社
会
性
を
帯
び
た
文
学
者
の
産
出
の
素
地
は
〝
不
安
〞
に
起
因
す
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
作
家
が
社
会
性
や
世
界
内
存
在
と
し
て
の
連
帯
性
を
義
務
と
感
じ
、
目
覚
め
る
一
歩
前
の
段
階
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
食
う
か
食
わ
れ
る
か
―
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
を
甘
受
す
る
か
、
少
し
で
も
変
革
し
よ
う
と
試
み
る
か
、
を
い

や
お
う
な
く
迫
ら
れ
る
直
前
迄
の
状
態
を
意
味
す
る
。
そ
の
一
歩
前
の
段
階
と
は
、
い
わ
ば
次
に
来
る
べ
き
時
代
と
そ
れ
ま
で
ど
っ

ぷ
り
首
ま
で
漬
か
っ
て
い
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
安
住
し
て
い
た
、
ま
た
は
安
住
を
願
っ
て
い
た
時
代
と
の
裂
目
の
時
代
で
あ

り
、
極
度
の
不
安

0

0

と
精
神
錯
乱

0

0

0

0

を
助
長
す
る
時
代
で
あ
る
は
ず
だ
。
旧
来
的
な
あ
ら
ゆ
る
意
味
や
価
値
観
の
崩
壊
と
、
未
来
志
向
的

な
新
た
な
る
価
値
創
造
意
欲
と
の
谷
間
が
、L

a N
ausée, Voyage au bout de la nuit 

を
生
み
出
す
母
体
で
あ
っ
た
。nihilim

e 

を
、

こ
う
し
た
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
の
限
界
状
況
的
気
分
の
あ
と
に
つ
づ
く
一
種
の
〝
ひ
ら
き
直
り
〞
で
あ
る
と
す
る
と
、
ひ
ら
き

直
る
直
前
迄
は
耐
え
難
い
〝
苦
悶
〞
と
〝
不
安
〞
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
大
戦
争
の
あ
と
に
戦
争
文
学
の
台
頭
す
る
こ
と
は
歴
史
の
証

明
す
る
と
こ
ろ
だ
が
（
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
デ
ュ
ア
メ
ル
、
ド
ル
ジ
ュ
レ
ス
等
）、
一
九
一
八
年
の
終
戦
は
戦
争
に
よ
る
破
壊
と
よ
り
ど

こ
ろ
を
失
っ
た
人
間
精
神
の
頽
廃
を
残
し
た
。
精
神
的
破
壊
の
気
分
は
不
安
と
精
神
錯
乱
を
呼
び
お
こ
し
、dadaïsm

e 

が
、
次
い

で surréalism
e 

が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
〝
不
安
の
文
学
〞
な
の
で
あ
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
進
出
、
ス
ペ
イ
ン

内
乱（

48
）、

人
民
戦
線
の
活
発
化
な
ど
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
暗
く
お
お
い
、
加
え
て
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
雲
の
た
ち
こ
め
始
め
て
い

た
時
代
の
〝
気
分
〞
の
中
で Voyage au bout de la nuit, L

a N
ausée 

は
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
決
定
的
な
性
格
を

夫
々
の
作
品
に
も
た
ら
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
れ
ら
二
作
品
は
旺
盛
な
時
代
精
神
の
産
物
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

故
に
、
サ
ル
ト
ル
の
初
期
の
小
説
作
品
は
少
な
か
ら
ず
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
〝
不
安
の
文
学
〞
の
領
域
に
属
し
て
い
る
と
も
言
え
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る
。
そ
し
て
、
彼
の écriture scatologique et obscène 

は
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

要
約
す
る
と
、《
糞
便
論
的
記
述
》
の
ね
ら
い
は en-soi 

の
露
呈
化
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
効
果
的
成
功
を
収
め
た
。
し
か

し
、
そ
の
効
果
を
凌
駕
す
る
汚
な
ら
し
さ
が
残
る
の
は
、
多
分
に
、
彼
の
感
性
的
人
間
と
し
て
の
サ
ル
ト
ル
の
体
質
に
由
来
す
る
一

種
の
リ
ビ
ド
ー
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
リ
ビ
ド
ー
を
助
長
す
る
に
与
か
っ
て
力
の
あ
っ
た
の
は
彼
の
生
き
た
時
代

の
精
神
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
時
代
精
神
の
産
ん
だ
異
端
児
セ
リ
ー
ヌ
の
文
体
が
サ
ル
ト
ル
の
文
体
に
決
定
的
な
刺
戟
を
与
え
た
。

こ
う
し
た
諸
々
の
要
素
が
絡
み
合
っ
た
場
所
に
サ
ル
ト
ル
の
糞
便
論
的
抒
情
性
が
育
っ
た
の
で
あ
る
。

　
《
糞
便
論
的
記
述
》
の
決
定
因
子
の
一
つ
を
〝
不
安
〞
に
置
い
た
こ
と
に
、
更
に
一
つ
だ
け
つ
け
加
え
た
い
。
サ
ル
ト
ル
的
実
存

主
義
の
存
在
論
で
は
、
不
安
は
自
由
志
向
性
、
自
由
そ
の
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の négatif 

な
意
味
に
就
い
て
示

唆
す
る
と
こ
ろ
は m

anque

（
欠
如
）
で
あ
り
、
欠
如
は
欲
望
の
源
泉
ま
た
は
欲
望
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
卑
俗
な
例
え
を
引
用

す
れ
ば
、m

anque 

は
〝
穴
〞（trou

）、
埋
め
ら
れ
る
べ
き
穴
な
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
穴
は
そ
れ
自
体
一
つ
の
存
在
様
式
で
あ
る
。（
…
…
）
穴
は
元
来
私
自
身
の
肉
体
を
も
っ
て
《
埋
め
る
》
べ
き
無
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
。（
…
…
）
故
に
穴
を
塞
ぐ
こ
と
は
、
元
々
存
在
充
実
の
た
め
に
私
の
肉
体
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
即
自
の
全
体
を
完
成
さ
せ
、
仕
上
げ
、
救
う
た
め
に
対
自
の
受
難
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）
わ
れ
わ
れ
の
人

生
の
か
な
り
な
部
分
は
、
穴
を
埋
め
、
空
虚
を
満
た
し
、
象
徴
的
に
充
実
を
実
現
し
、
十
全
性
を
築
く
こ
と
に
費
や
さ
れ
る（

49
）。
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穴
は m

anque, vide 

で
あ
り
、
そ
れ
を
埋
め
る
行
為
は
空
虚
を
満
た
し
、
充
実
を
実
現
す
る
こ
と
な
の
だ
。
従
っ
て
穴
は
埋
め

ら
れ
る
こ
と
を
呼
び
求
め
る
と
い
う
意
味
に
於
て
は
、
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ com

plexe 

の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

　

女
性
の
性
器
の
卑
猥
さ
は
大
き
く
口
を
あ
け
た
も
の
の
卑
猥
さ
で
あ
る
。
す
べ
て
の
穴
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
存
在

を
呼
び
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
と
し
て
女
性
は
、
挿
入
と
溶
解
に
よ
っ
て
自
ら
の
肉
体
を
存
在
の
充
満
に
変
え
る
た
め

に
他
人
の
肉
体
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
彼
女
に
は
《
穴
が
開
い
て
い
る
》
が
ゆ
え
に
、
女
性
は
ま
さ
し
く
自
ら
の

条
件
を
呼
び
求
め
る
も
の
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ア
ー
ド
ラ
ー
の
理
論
に
よ
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
起
源
で
あ
る（

50
）。

　

従
っ
て
穴
＝
空
虚
＝m

anque

＝com
plexe

＝
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
も
の
、
な
の
で
あ
る
。
埋
め
ら
れ
な
い
、
欲
っ
し
て

も
得
ら
れ
な
い
、
つ
ま
り
、
即
自
の
反
対
側
の
世
界
が
〝
不
安
の
領
域
〞
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
穴
や
空
虚
を
埋
め
尽
さ
ぬ
状
態

が
不
安
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
土
壌
で
は
〝
不
安
〞
に
由
来
す
る
精
神
錯
乱
が
本
能
へ
の
下
降
を
促
が
す
リ
ビ
ド
ー
の
活
発
化
に

寄
与
す
る
。
そ
の
リ
ビ
ド
ー
は
意
識
的
な
表
現
に
向
か
う
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
盲
目
的
に
、
無
政
府
主
義
的
に
己
れ
を

表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
盲
目
的
な
欲
求
は
必
然
的
に
即
自
（
可
感
的
世
界
）
の
方
へ
と
下
降
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
下
降
し
た
地
表
は
、
支
離
滅
裂
な
幻
覚
症
状
の
世
界
、
カ
フ
カ
や
セ
リ
ー
ヌ
の
非
現
実
の
、
ま
た
汚
濁
に
満
ち
た
世
界
、
ま
た

は
ダ
ン
テ
の
地
獄
や
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
ワ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
の
如
き
世
界
と
し
て
現
前
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
推

測
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
理
論
形
成
の
た
め
と
は
い
え
、「
欠
如
」
説
明
の
た
め
の
比
喩
的
例
示
が
女
性
の
肉
体
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
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更
に
卑
猥
性
が
増
幅
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

サ
ル
ト
ル
の
世
界
は
実
に
厖
大
で
あ
る
。
広
く
か
つ
ま
た
深
い
。
そ
の
中
で
も
こ
の
稿
で
扱
か
っ
た
部
分
は négatif 

な
側
面
で

あ
る
。
彼
に
は
、
固
く
て
、
き
び
し
く
て
、
金
属
的
で
、
数
学
的
で
、
非
情
、
男
性
、
厳
然
、
完
全
性
、
均
衡
、
平
静
な
ど
に
象
徴

さ
れ
る
硬
質
な
も
の
を
求
め
る
、
い
わ
ば
プ
ラ
ト
ン
的
〈
イ
デ
ア
〉
へ
の
憧
憬
と
並
行
し
て
、
ク
リ
ー
ム
状
の
、
や
わ
ら
か
な
、
ね

り
粉
の
よ
う
な
、
女
性
的
な
、
植
物
的
な
、
彼
の
〝
即
自
〞
に
象
徴
さ
れ
る
、
プ
ラ
ト
ン
流
に
は
〈
可
感
的
世
界
〉
か
ら
逃
れ
ら
れ

ぬ
と
い
う
諦
観
が
あ
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
可
知
的
世
界
か
ら
可
感
的
世
界
へ
移
行
す
る
こ
と
は
〝
堕

落
〞
を
意
味
す
る
と
考
え
た
よ
う
に
。
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
即
自
に
止
ど
ま
る
こ
と
は Salaud 

に
成
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
彼
は
抒

情
性
や
美
的
感
覚
な
ど
の esthétique 
な
世
界
へ
の
埋
没
を
即
自
の
側
に
置
い
て
い
る
。
ヌ
ー
ボ
ー
ロ
マ
ン
へ
の
彼
の
態
度
は
そ
こ

か
ら
来
て
い
る
。
し
か
し
〝
実
存
の
世
界
〞
は
可
感
的
世
界
な
の
だ
、
あ
る
い
は
可
感
的
世
界
か
ら
始
ま
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
故
に
サ
ル
ト
ル
は
そ
の
世
界
（
ポ
ー
、
マ
ラ
ル
メ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
側
の
世
界
）
か
ら
飛
翔
し
た
。
彼
の
小
説
的
世
界
、

劇
作
の
世
界
は
ゆ
え
に
こ
の
可
感
世
界
（
感
情
世
界
）
の
描
写
で
あ
る
。
飛
翔
す
る
サ
ル
ト
ル
は
〈
神
〉
に
代
わ
る
倫
理
を
求
め
て

舞
い
上
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の Icare 

を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
は Icare 

よ
り
も
賢
明
で
あ
る
。Icare 

は
太
陽
の
み
を

目
指
し
て
高
く
上
り
つ
づ
け
る
愚
か
者
で
あ
っ
た
が
、
サ
ル
ト
ル
は
常
に
地
表
（
可
世
感
界
、
即
自
世
界
）
を
眺
め
つ
つ
遊
泳
す
る
。

彼
に
綜
合
の
く
せ

0

0

が
有
る
こ
と
は
先
に
も
見
た
が
、
こ
の
当
時
の
彼
は
可
感
的
世
界
と
可
知
的
世
界
の
融
和
を
ね
ら
っ
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
丁
度
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
〝
本
質
の
世
界

0

0

0

0

0

〞（
可
知
的
世
界
―
善
、
美
、
正
義
）
と
神0

と
の
融
和
を
試
み
た

よ
う
に
。
通
史
的
に
見
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
可
知
的
世
界

0

0

0

0

0

乃
至
そ
の
神
と
の
融
合
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
、
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ラ
ブ
レ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
を
通
過
し
、
一
方
で
は
ル
ソ
ー
に
起
源
を
発
す
る
浪
漫
主
義
か
ら
ダ
ダ
、
シ
ュ
ー
ル
に
至
っ
て
可
感
的
世
界

0

0

0

0

0

に
移
行
し
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
サ
ル
ト
ル
の
意
向
は
そ
れ
ら
の
経
緯
を
ふ
ま
え
た
上
で vertical 

な
面
と horizontal 

な
面

を
綜
合
す
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
、
全
的
世
界
の
把
握
を
目
指
し
、
全
人
的
な
把
握
を
試
み
る
人
と
称
さ
れ
る
所
以

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
リ
ア
ン
で
あ
り
な
が
ら
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
体
質
を
有
す
る
人
に
の
み
可
能
な
試
み
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け

に
、
芸
術
を
否
定
す
る
意
志

0

0

と
芸
術
を
愛
す
る
衝
動

0

0

の
自
家
撞
着
に
も
っ
と
も
深
く
陥
っ
て
い
る
現
代
哲
学
者
の
典
型

0

0

と
い
う
姿
を

わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
存
主
義
的
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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第
二
章　

サ
ル
ト
ル　

ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
へ
の
郷
愁

　

本
稿
は
〈
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
『
糞
便
論
的
記
述
』〉
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

　

短
編
集
『
壁
』
の
幾
つ
か
の
小
説
作
品
で
サ
ル
ト
ル
は
《
糞
便
論
的
》
側
面
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
る（

1
）。

　

の
よ
う
なP

ierre de B
oisdeffre 

の
サ
ル
ト
ル
紹
介
記
事
に
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
サ
ル
ト
ル
文
学
の
特
徴
の
一
つ
に
、
旺
盛
な 

description scatologique

（
糞
便
論
記
述
）
を
挙
げ
る
こ
と
に
、
敢
て
異
論
を
挾
む
人
は
稀
で
あ
ろ
う
。B

oisdeffre 

は
更
に
言
葉

を
続
け
て
、

　
『
嘔
吐
』
に
お
い
て
ロ
カ
ン
タ
ン
は
集
団
の
恐
怖
と
同
時
に
自
然
の
恐
怖
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ロ
カ
ン
タ
ン
は
彼
の
嫌
う

世
界
へ
の
帰
属
を
迫
る
対
抗
し
難
い
力
に
反
抗
す
る
。
彼
は
こ
の
世
界
の
《
猥
褻
》
さ
か
ら
逃
れ
た
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
自
体

が
不
可
能
な
の
で
あ
る（

2
）。
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〝
ロ
カ
ン
タ
ン
は
世
界
の
《
猥
褻
》
さ
か
ら
逃
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
〞
と B

oisdeffre 

は
語
る
。
世
界
の
《
猥
褻
》
さ
か
ら
逃
れ

た
か
っ
た
の
は
、
実
は
サ
ル
ト
ル
自
身
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

し
か
し
、《
猥
褻
》
さ
か
ら
逃
れ
る
一
手
段
と
し
て
、《
猥
褻
》
さ
に
向
っ
て
逆
に
の
め
り
込
む
方
法
を
採
っ
た
か
に
見
え
る
、
こ

の
世
紀
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ  J.-P. Sartre 

に
と
っ
て
、L

a N
ausée

『
嘔
吐
』
は
、〝
病
的
な
魅
惑
〞
に
就
い
て
語
る
が
如
く
存
在
に

就
い
て
語
る
、
蒼
白
な
る
一
詩
人
の
姿
を
克
明
に
示
す
こ
と
に
寄
与
し
た（

3
）。

つ
ま
り
、《
猥
褻
》
さ
か
ら
逃
れ
る
一
手
段
の
つ
も
り

で
、
ふ
ん
だ
ん
に
採
り
込
ん
だ
糞
便
論
は
、
一
つ
の
機
能
を
明
示
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
サ
ル
ト
ル
の
《
猥
褻
》
へ
の
郷
愁
の
よ
う

な
も
の
を
、
彼
の
意
図
に
反
し
て
、
露
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

論
を
進
め
る
に
先
立
ち
、
そ
の
糞
便
論
の
性
格
、
程
度
、
意
図
、
動
機
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
意
味
合
い
と
い
っ
た
こ
と
等
を
、
既

出
の
『
糞
便
論
的
記
述
』
の
概
略
の
形
で
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

　

前
章
で
既
に
触
れ
た
よ
う
に
〝
小
説
を
書
く
と
は
人
間
生
活
の
描
写
の
な
か
で
、
公
約
数
に
な
り
え
ぬ
も
の
を
極
限
ま
で
お
し
す

す
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い（

4
）。〞

と
す
る W

alter B
enjam

in 

の
定
義
が
、
仮
に
一
般
的
な
小
説
の
創
作
態
度
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
は
遺
憾
に
し
て
サ
ル
ト
ル
の
場
合
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
自
ら
の
世
界
内
人
間
把
握
を
一
旦 philosophie 

の
形
で
把
え
、
い
わ
ば
公
約
数
を
求
め
た
上
で
、
改
め
て
そ
の
公
約
数
を
、
小
説
と
い
う
土
壌
の
上
に
素
数
と
し
て
還
元
し
、
そ
の

素
数
の
一
単
位
を
、
一
個
の
肉
体
化
し
た
人
間
存
在
と
し
て
作
為
世
界
の
中
に
再
生
産
す
る
、
上
記
の
定
義
と
は
逆
の
作
業
に
精
力

を
か
た
む
け
た
作
家
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
例
え
ば
『
嘔
吐
』
が
世
に
出
た
直
後
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
は
〝
あ
る
小
説
は
絶
対
に
、
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
哲

学
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
よ
い
小
説
で
は
、
す
べ
て
の
哲
学
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
移
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
哲
学
が
登
場
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人
物
や
筋
か
ら
は
み
で
た
り
、
作
品
の
貼
札
の
よ
う
に
み
え
た
り
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
、
筋
が
真
正
さ
を
、
小
説
が
そ
の
生
命
を

失
う
に
充
分
で
あ
る（

5
）〞

と
語
り
、
暗
に
サ
ル
ト
ル
の
作
品
の
弱
点
に
言
及
し
て
い
る
。
更
に
、〝
テ
ー
マ
は
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
論

理
的
な
場
所
で
は
生
き
生
き
と
し
て
い
る
が
、
現
実
的
な
事
物
の
反
映
の
な
か
に
移
植
さ
れ
る
と
死
ん
だ
思
考
と
な
る
。
こ
の
種
の

小
説
で
は
人
物
に
生
命
が
な
い
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
る
が
、
生
命
が
な
い
の
は
観
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
観
念
は
も
は
や
自
分
自
身
に

し
か
似
ず
、
自
分
自
身
の
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
作
為
の
世
界
は
観
念
を
ち
っ
と
も
か
く
そ
う
と
し
な
い
。
そ
こ
で
は
観
念
が

そ
の
起
源
に
お
け
る
裸
の
状
態
よ
り
も
よ
く
見
え
、
ま
た
非
常
に
よ
く
見
え
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
提
供
す
べ
き
秘
密
を
少
し
も

持
っ
て
い
な
い（

6
）〞

と
語
っ
た
の
は
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
観
念

0

0

な
る
タ
ー
ム
を
イ
デ
ー

0

0

0

ま
た
は

哲
学

0

0

と
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
前
の
カ
ミ
ュ
の
言
の
デ
フ
ォ
ル
メ
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。rom

an à thèse

（
問
題
小
説
）
の
落
ち
込
み
易
い
一
つ
の
罠
に
対
す
る
警
鐘
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〝
思
想
が
新
し
い
の
は
一
日
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
表
現
で
あ
る
。〞
と
言
っ
た
の
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
で
あ
っ
た

か
？　

勿
論
、
発
生
す
る
事
件
に
対
す
る
作
中
人
物
の
態
度
、
自
己
の
技
法
お
よ
び
作
中
人
物
に
対
す
る
作
者
の
姿
勢
な
ど
を
、
す

べ
て
そ
の
小
説
の
構
成
要
素
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
ジ
ッ
ド
の
「
純
粋
小
説
」
を
踏
襲
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
し
た
サ
ル
ト
ル

が
、
起
稿
に
あ
た
っ
て
そ
の
ジ
ッ
ド
の
言
葉
を
無
視
し
た
は
ず
は
な
い
。
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〝
テ
ー
マ
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
曖
昧
さ
が
欠
落
し
、
意
図
の
極
端
な
露
呈
が
影
の
部
分
の
不
在
を
生
み
だ
し
て
い
る
〞
と
す
る R

oland B
arthes 

ら
の
批
評
を
、

全
く
で
た
ら
め
な
も
の
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
や
は
り
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
サ
ル
ト
ル
の
小
説
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
諸
々
の
批
評
は
、
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
に
表
現
す
れ
ば
、
彼
の
文
章
表

現
に
は poésie 

が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
点
に
集
中
し
て
い
る
。
曖
昧

0

0

さ
、
影
の
部
分

0

0

0

0

、
秘
密

0

0

、
等
の
語
彙
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
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す
な
わ
ち
こ
の
事
実
を
証
明
し
て
い
る
と
言
え
る
。
サ
ル
ト
ル
の
文
章
は
そ
う
し
た poésie 

以
上
に
、
価
値
観
の
植
付
け
に
腐
心

し
た
痕
跡
を
多
く
宿
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
文
学
作
品
、
と
り
わ
け
小
説
と
い
う
も
の
に
限
っ
て
み
た
場
合
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
少
な
く
と
も
言
語
芸
術

0

0

の
範

疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
全
く poésie 

を
欠
い
た
作
品
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
サ
ル
ト
ル
の
小
説
作

品
に
は
〝
霧
〞
や
〝
靄
〞
な
ど
を
認
め
よ
う
と
し
て
も
見
あ
た
ら
な
い
が
、
こ
の
作
者
な
り
の
テ
ク
ニ
ー
ク
に
よ
る poésie 

に
対

す
る
演
出
法
は
存
在
し
て
い
る
。
聖
史
劇
や
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
材
料
を
求
め
た
り
、
一
貫
し
た
筋
書
を
持
た
ぬ
小
説
、
句
読
点
を
一

切
用
い
ぬ
文
章
、
カ
メ
ラ
・
ア
イ
の
引
き
も
ど
し
に
よ
る
同
時
性
表
現
の
技
法
等
々
、
サ
ル
ト
ル
は
新
し
い
作
品
に
挑
む
ご
と
に
、

新
手
法
を
試
み
た
作
家
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
な
か
で
も
、
ほ
ぼ
終
始
一
貫
し
て
、
少
な
か
ら
ず
流
れ
て
い
た
技
法
の
一
つ
に
比
喩

の
多
様
な
表
現
が
あ
る
。le sentim

ent d ’être trop 

と
称
す
る
彼
流
の
存
在
論
の
原
初
的
体
験（
実
存
体
験
）の
表
明
と
も
い
え
る
、

サ
ル
ト
ル
文
学
の
粘
着
質
の
世
界
は
鄙
猥
、
か
つ
汚
濁
に
満
ち
、
実
存
的
心
理
分
析
を
伴
う
そ
の
人
間
的
小
宇
宙
は
、
湿
気
、
黴
臭

い
匂
い
、
ね
ば
つ
く
よ
う
な
悪
感
、
わ
ら
じ
む
し
、
あ
ぶ
ら
む
し
、
蠅
々
の
漂
よ
う
汚
穢
表
現
の
群
林
で
あ
る
。P

ierre de B
ois-

deffre 

が《『
嘔
吐
』は
内
在
性
の
地
獄
に
沈
ん
だ
人
間
を
描
く
》と
語
り
、
肉
欲
的
幻
覚
、
糞
便
論
に
よ
る
隠
喩
的
植
物
誌（

7
）（I ’herbier 

m
étaphorique

）
と
称
し
た
そ
の
隠
喩
、
暗
喩
を
ひ
っ
く
る
め
た
、J.-P. Sartre 

の
文
学
作
品
に
お
け
る
糞
便
論
的
記
述

0

0

0

0

0

0

の
比
喩
表

現
の
、
と
り
わ
け
今
回
は
そ
の
功0

と
罪0

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
な
お
、
当
章
論
に
お
い
て

は
、
第
一
章
で
は
多
く
を
『
嘔
吐
』
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
で
、
今
回
は
主
に
作
品
『
壁
』L

e M
ur 

に
例
証
を
限
定
す
る
こ
と
に

し
た
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
ま
た
、scatologique 

と
い
う
タ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、〝adj.

（1863; de scatologie

）〞 

一
八
六
三

年
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
記
述
で
《
糞
便
を
題
材
と
し
た
猥
談
、
下
品
な
冗
談
、
野
卑
な
お
ふ
ざ
け
》
と
プ
チ
、
ロ
ベ
ー
ル
に
見
え
る
よ
う
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に
、
十
九
世
紀
後
半
に
使
用
の
始
ま
っ
た
語
彙
の
よ
う
で
あ
り
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、〝
み
だ
ら
な
糞
便
に
関
す
る
談
話
〞と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
、
そ
の
定
義
づ
け
は
棚
上
げ
に
し
て
、
糞
、
便
に
限
ら
ず
、obscène

（
猥
褻
な
）、indécent

（
卑

猥
な
）、ordurier

（
淫
猥
な
）
と
い
っ
た
人
間
の
尊
厳
性
を
貶
め
る
効
果
を
も
ち
、
俗
的
水
準
以
下
と
思
わ
れ
る
野
卑
な
語
、
ネ
ガ

テ
ィ
フ
な
指
向
性
を
有
し
、
汚
濁
な
趣
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
等
々
の
す
べ
て
を
〝scatologie

〞
の
意
味
内
容
と
し
て
幅
広
く
盛
り

込
ん
だ
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

―scatologie 

の
表
情
―

　

鄙
猥
、
猥
褻
、
尾
籠
、
グ
ロ
テ
ス
ク
等
の
印
象
を
読
者
に
も
た
ら
す
作
品
は
、
サ
ル
ト
ル
の
初
期
の
作
品
群
に
目
立
っ
て
い
る
。

L
a N

ausée, L
es chem

ins de la liberté, L
e M

ur 

に
収
ま
る
五
つ
の
短
編
、
若
干
の
劇
作
等
が
そ
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
。
時
と
し

て
そ
の
強
烈
な
泥
沼
か
ら
腐
臭
の
漂
よ
う
よ
う
な
露
悪
趣
味
の
文
章
を
、
再
度
抜
出
し
て
み
る
と
、

　

ぼ
ろ
雑
巾
が
間
近
に
来
た
と
き
彼
は
、
そ
れ
が
這
っ
た
り
飛
び
跳
ね
た
り
し
て
い
る
、
埃
に
ま
み
れ
た
一
片
の
腐
っ
た
肉
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
。
血
し
ぶ
き
を
あ
げ
な
が
ら
小
川
の
中
を
転
が
る
苦
悶
の
肉
片
だ
。
肉
片
は
膨
れ
上
が
り
、
裂
け
目
が
出
来
て

半
ば
口
を
開
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ
の
割
れ
目
の
奥
に
第
三
の
目
が
あ
る
。
そ
し
て
気
持
ち
の
い
い
暖
か
い
部
屋
の
寝
心
地

の
良
い
ベ
ッ
ド
で
眠
る
男
は
、
湿
っ
た
陰
茎
の
森
の
中
の
蒼
み
が
か
っ
た
地
面
の
上
で
素
っ
裸
で
目
覚
め
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
の
陰
茎
は
ジ
ュ
ク
ス
ト
・
ブ
ー
ヴ
ィ
ル
の
煙
突
の
よ
う
に
赤
く
、
白
く
空
に
向
か
っ
て
屹
立
し
、
そ
れ
に
は
大
地
か
ら

半
分
顔
を
出
し
た
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
玉
ね
ぎ
の
よ
う
な
睾
丸
が
付
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
幾
羽
も
の
鳥
が
森
を
飛
び
回
り
、
嘴
で
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つ
つ
い
て
血
を
流
さ
せ
る
。
そ
の
傷
口
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
精
液
が
漏
れ
落
ち
る
。
小
さ
く
泡
立
つ
、
半
透
明
で
生
暖
か
い
血
の
混

じ
っ
た
精
液
が（

8
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
分
に
病
的
で
気
味
悪
い
修
辞
的
様
相
を
帯
び
た
世
界
に
ほ
う
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
サ
ル
ト
ル
の
偏
愛
す
る
、

猟
奇
趣
味
の
記
述
は
〝
ね
ば
ね
ば
し
た
、
陰
湿
な
、
胸
の
む
か
つ
く
、
生
ぬ
る
い
、
わ
い
せ
つ
な
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
、
だ
ら
り
と
し

た
、
き
た
な
ら
し
い
、
ク
リ
ー
ム
状
の
、
病
的
な
、
や
わ
ら
か
な
、
厚
み
の
あ
る
、
甘
っ
た
る
い
、
ぬ
め
ぬ
め
し
た
肉
体
の
よ
う

な
、
生
気
の
な
い
、
腐
っ
た
、
受
動
的
な
、
ゾ
ル
状
の
、
ね
ば
り
つ
く
、
毒
気
を
含
む
、
む
ん
む
ん
し
た
、
も
う
ろ
う
と
し
た
、
精

液
の
よ
う
な
、
粘
着
性
の
あ
る
、
静
止
的
な
、
女
性
的
な
、
胆
汁
質
の
、
汚
物
の
よ
う
な
、
い
ん
び
な
、
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
、
緑
色

の
足
を
延
ば
し
つ
づ
け
る
植
物
の
、
黒
く
渗
み
出
る
、
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
の
よ
う
な
、
軟
弱
な
、
陰
茎
の
よ
う
に
し

わ
の
よ
っ
た
、
樹
液
の
よ
う
な
、
町
を
食
っ
て
し
ま
う
植
物
の
よ
う
な
、
に
ご
っ
た
水
溜
ま
り
の
よ
う
な
脂
ぎ
っ
て
白
い
太
っ
た
金

髪
女
の
よ
う
な
…
…（

9
）〞

上
記
の
よ
う
な
形
容
詞
に
代
表
さ
れ
る
。
註
（
8
）
の
例
文
は L

a N
ausée 

の
一
部
で
あ
る
。
表
現
に
明
る

さ
が
あ
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
の
『
花
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
』
の
一
節
を
想
起
さ
せ
る
に
充
分
な
詩
情
が
漂
う
か
も
知
れ
ぬ
記
述
で

あ
る
が
、
読
者
に
う
っ
た
え
る
響
は
陰
湿
で
暗
い
。〔
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
た
腐
っ
た
肉
塊
、
血
し
ぶ
き
、
巨
大
な
睾
丸
、
血
液
の
渗

ん
だ
精
液
、
そ
し
て
、
第
三
の
眼
〕
な
ど
の
名
詞
が
何
ら
か
の
暗
喩
効
果
を
ね
ら
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
の
暗
喩
の
ね
ら
い
も
比
較
的
容
易
に
理
解
出
来
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
小
説
を
成
立
せ
し
め
る
抒
情
性
の
獲
得
。
今
一
つ

は
サ
ル
ト
ル
の
〝
方
法
的
作
品
〞
の
要
請
た
る
、
思
想
内
容
の
散
文
に
よ
る
啓
蒙
的
表
明
手
段
で
あ
る
。

　

デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て〔
延
長
〕、
カ
ン
ト
に
於
い
て
は noum

ena

（
可
想
的
存
在
）で
あ
っ
た
も
の
を
サ
ル
ト
ル
は en-soi

（
即
自
）、
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être-en-soi

（
即
自
存
在
）
と
定
義
づ
け（

10
）、

そ
の
即
自
の
露
呈
作
業
に
、
い
わ
ば
こ
う
し
た scatologie 

を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

L
a N

ausée 

と
い
う
作
品
は
、
偏
に
こ
の
〔
即
自
〕
の
露
呈
化
の
一
大
作
業
と
言
い
切
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の

で
も
、
ま
た
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

　

も
し
も
存
在
と
は
何
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
は
無
で
あ
る
と
誠
意
を
以
っ
て
答
え
る
だ
ろ
う
。
事
物
の
性
質
を
変
え
ず
に
外

部
か
ら
事
物
に
固
着
し
た
空
虚
な
形
式
で
あ
る
と
。
今
そ
れ
が
現
れ
た
。
突
如
そ
こ
に
、
日
の
光
の
よ
う
に
明
瞭
に
：
存
在
は
突

然
姿
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
範
疇
の
無
害
な
様
相
を
失
い
、
事
物
の
練
り
粉
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
木
の
根
が
存

在
の
な
か
に
練
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
、
木
の
根
や
公
園
の
柵
、
ベ
ン
チ
、
ま
ば
ら
な
芝
生
な
ど
す
べ
て
が
消

え
う
せ
た
。
事
物
の
相
違
や
個
性
は
見
せ
か
け
で
し
か
な
か
っ
た
。
漆
だ
っ
た
の
だ
。
漆
が
溶
け
て
、
柔
ら
か
く
無
秩
序
な
、
恐

ろ
し
い
裸
形
の
猥
褻
な
塊
が
残
さ
れ
た（

11
）。

　

普
段
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
そ
れ

0

0

と
し
て
映
る
物
質
的
現
象
は
う
る
し

0

0

0

や
ニ
ス

0

0

を
塗
ら
れ
た
状
態
で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
客
体 

objet 

を
お
お
っ
て
い
る
ニ
ス
を
剥
ぎ
と
る
作
業
は
、
合
理
的
、
機
能
的
、
日
常
的
〝
意
味
合
い
〞
を
消
去
す
る
作
業
で
あ
る
。
意

味
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
り
の
け
た
後
の
〔
存
在
〕、
こ
れ

0

0

が
当
時
の
サ
ル
ト
ル
の
一
大
関
心
事
で
あ
っ
た
。
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
〔
意0

識0

の
本
来
的
な
状
態

0

0

0

0

0

0

で
把
握
さ
れ
る
も
の

0

0

、
最
も
純
粋
で
浄
化
さ
れ
た
意
識
に
の
み
、
相
対
的
に
立
ち
現
わ
れ
る
も
の

0

0

、
非
反
省

的
、
純
粋
志
向
性
の
体
験

0

0

〕
の
極
め
て
精
密
か
つ
克
明
な
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
退
屈
を
催
さ
せ
る
観
察
の
叙
述
が L

a N
ausée 

で

あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
先
験
的
還
元
操
作
の
文
学
的
表
明
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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読
者
の
誰
し
も
〔
即
自
〕
の
露
呈
化
作
業
を
目
的
と
す
る
糞
便
論
が
、
と
り
わ
け L

a N
ausée 

に
お
い
て
成
功
裡
に
表
現
さ
れ
て

い
る
事
実
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
筈
だ
が
、
そ
の
他
の
作
品
に
就
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
作
品 L

e M
ur

『
壁
』

の
五
つ
の
短
編
の
夫
々
の description 

に
あ
た
り
な
が
ら
、
糞
便
論
の
特
質
、
性
格
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
『
水
入
ら
ず
』
よ
り

　

リ
ュ
リ
ュ
は
シ
ー
ツ
の
破
れ
目
か
ら
足
の
指
を
出
し
て
足
を
動
か
し
た
。
力
な
い
囚
わ
れ
状
態
の
肉
体
に
接
し
て
、
機
敏
な
自

分
を
感
じ
る
こ
と
は
快
感
だ
っ
た
の
だ
。
グ
ル
グ
ル
と
い
う
音
が
す
る
。
お
腹
が
鳴
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
苛
立
つ
。
自
分
の
お

腹
か
ア
ン
リ
の
か
分
か
ら
な
い
。
彼
女
は
目
を
閉
じ
た
。
柔
ら
か
い
管
の
中
を
グ
ル
グ
ル
と
液
体
が
流
れ
て
い
る
。
管
の
塊
は
誰

に
も
あ
る
。
リ
レ
ッ
ト
に
も
自
分
に
も
（
こ
ん
な
こ
と
は
考
え
た
く
も
な
い
、
お
腹
の
調
子
が
悪
く
な
る
）。
夫
は
私
を
愛
し
て

い
る
が
、
私
の
腸
を
愛
し
て
は
い
な
い
。
ビ
ン
に
入
っ
た
私
の
盲
腸
を
見
せ
ら
れ
て
も
彼
は
誰
の
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
私
の
身
体
を
撫
で
回
す
け
ど
、
人
が
そ
の
ビ
ン
を
手
に
持
た
せ
て
も
彼
は
何
も
感
じ
な
い
だ
ろ
う
し
、《
こ
れ
は

妻
の
だ
》と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
好
き
で
あ
れ
ば
食
道
で
も
肝
臓
で
も
小
腸
で
も
、
そ
の
人
の
す
べ
て
を
好
き
に
な
る
は
ず
だ
。

そ
う
な
ら
な
い
の
は
恐
ら
く
慣
れ
て
い
な
い
せ
い
だ
。
手
や
足
の
よ
う
に
普
段
か
ら
見
慣
れ
て
い
れ
ば
好
き
に
な
る
の
だ（

12
）。

　

女
主
人
公 Lulu 

が
性
的
不
能
者
（im

puissant

）
の
夫 H

enri 
の
か
た
わ
ら
に
横
に
な
り
、
人
間
存
在
の
受
肉
に
思
い
を
馳
せ
て

い
る
。〝
お
腹
が
グ
ル
グ
ル
鳴
っ
て
い
る
、
や
わ
ら
か
い
管
の
な
か
を
液
体
が
グ
ル
グ
ル
と
い
う
音
を
た
て
て
流
れ
る
〞
と
い
う
表

現
は
明
ら
か
に
、
生
理
的
感
覚
に
う
っ
た
え
て
肉
体
存
在
の
不
気
味
さ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
厭
悪
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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gargouillis

（
水
な
ど
が
ぼ
ち
ゃ
ぼ
ち
ゃ
い
う
音
）、glouglouter

（
ご
ぼ
ご
ぼ
鳴
る
）
な
ど
の onom

atopée

（
擬
声
語
）
が
、
こ
の

場
合
、
実
に
良
く
効
果
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、L

a N
ausée 

に
極
め
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
、
そ
う
し
た
〝
不
気

味
、
病
的
、
粘
着
性
、
淫
猥
〞
な
表
現
は
こ
こ
で
は
む
し
ろ
稀
で
あ
り
、Intim

ité 

に
お
け
る
肉
体
表
現
の
描
写
は
、
ア
プ
レ
・
ゲ
ー

ル
的
肉
体
賛
美
思
想
を
す
ら
感
得
せ
し
め
る
ほ
ど
に
煽
情
的
で
、
新
鮮
な
、
迫
力
の
あ
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
溢
れ
て
い
る
。

　

一
日
中
裸
で
暮
ら
そ
う
と
彼
は
い
っ
た
。
裸
の
ま
ま
階
段
を
上
る
っ
て
お
か
し
な
感
じ
。（
…
…
）
彼
は
そ
の
気
に
な
れ
ば
夜

中
で
も
私
を
起
こ
す
だ
ろ
う
。
ろ
く
に
眠
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
月
の
も
の
の
あ
る
と
き
以
外
は
。
一
日
中
私
を
抱
き
し
め
る

だ
ろ
う
。（
…
…
）
そ
し
て
彼
は
思
う
だ
ろ
う
。《
こ
れ
は
俺
の
快
楽
の
道
具
。
俺
は
こ
の
女
の
こ
こ
と
そ
こ
に
触
っ
た
》
と（

13
）。

　

こ
う
し
た
描
写
は
、scatologie érotique, scatologie obscène 

と
も
言
え
る
表
現
で
あ
り
、
そ
の
裏
側
に
潜
む
高
踏
的
思
想
内

容
は
ど
う
あ
れ
、
先
ず
一
部
の
読
者
集
団
を
つ
か
ま
え
る
に
効
を
奏
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
上
、
結
果
的
に

は
、Lulu 

は
愛
人
の
も
と
を
去
っ
て
再
び
、
元
の
鞘
に
お
さ
ま
る
、
つ
ま
り
不
能
者
の
夫
の
と
こ
ろ
へ
戻
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
内
容
的
に
見
れ
ば
確
か
に
肉
体

0

0

（
健
全
な
る
男
性
）
嫌
悪

0

0

を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
に 

L
a N

ausée 

の
路
線
上
に
あ
る
即
自
否
定
の
思
想
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
作
品 Intim

ité 

に
あ
っ
て
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

〝
不
気
味
、
病
的
、
粘
着
性
、
淫
猥
〞
な
描
写
は
著
し
く
影
を
ひ
そ
め
、
そ
の
肉
体
描
写
は
よ
り
陰
湿
さ
や
グ
ロ
テ
ス
ク
な
趣
を
減

じ
て
お
り
、
そ
の
減
少
部
分
は
み
ず
み
ず

0

0

0

0

し
い
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
穴
埋
め
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

か
く
し
て
、
作
品 Intim

ité 

の scatoiogie 

は
、L

a N
ausée 

の
そ
れ

0

0

に
異
な
り
、
作
品
を
〝
際
物
〞
に
仕
立
上
げ
る
た
め
の
小
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道
具
と
し
て
の
要
素
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
が
、
万
一
、L

a N
ausée 

同

様
、
肉
体
存
在
厭
悪
と
即
自
存
在
の
不
気
味
さ
の
顕
現
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の déscription scatologique 

の
技
法

と
、
作
品
自
体
の
テ
ー
マ
は
、『
嘔
吐
』
ほ
ど
に
は
う
ま
く
噛
み
合
っ
て
い
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
壁
』
よ
り

―
パ
ブ
ロ
、
僕
は
疑
問
に
思
う
の
だ
が
、
人
間
が
無
に
帰
す
る
な
ん
て
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

私
は
手
を
引
い
て
言
っ
た
。

―
足
元
を
見
て
み
ろ
、
下
司
野
郎
。

彼
の
足
元
に
水
溜
り
が
出
来
て
お
り
、
ズ
ボ
ン
か
ら
は
滴
が
落
ち
て
い
る
。

―
な
ん
だ
こ
れ
は
？　

彼
は
び
っ
く
り
し
て
言
っ
た
。

―
ズ
ボ
ン
の
ま
ま
漏
ら
し
た
の
さ
。
と
私
は
言
っ
た
。

―
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
、
小
便
な
ど
し
ち
ゃ
い
な
い
。
何
も
感
じ
な
い
の
だ
か
ら
。
と
彼
は
怒
っ
て
言
っ
た（

14
）。

　

実
存
主
義
の
基
本
テ
ー
マ
た
る
限
界
状
況

0

0

0

0

に
譬
え
ら
れ
た
牢
舎
の
〔
壁0

〕、
夜
明
け
と
と
も
に
処
刑
場
の
露
と
消
ゆ
る
運
命
の

〔
壁
〕、
時
間
的
、
空
間
的
二
重
の
壁
の
中
で
の
、
文
字
通
り
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
状
況
に
置
か
れ
た
三
人
の
囚
人
。
三
人
の
状
況
内
の

行
動
と
言
葉
と
思
考
が
、
こ
の
作
品
の
内
容
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、scatologie 

は
比
較
的
会
話
文
に
多
く
見
ら
れ
、
た
と
え narration 
の
文
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
視
覚
描
写
に
限
ら
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れ
て
い
る
。
不
気
味
さ
や
病
的
嗜
好
を
欠
い
た scatologie 

は
〔
小
便
、
汗
、
死
体
〕
と
い
っ
た
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
作
中
人
物
の

肉
体
的
、
生
理
的
反
応
を
描
写
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
囚
人
達
の
悶
え
、
苦
悩
、
喘
ぎ
、
ま
た
足
掻
き
等

が
、
効
果
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
状
況
や
ア
ク
シ
ョ
ン
の
設
定
の
仕
方
が
幾
分
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
の
流
儀
に
類

似
し
て
お
り
（
つ
ま
り
、
存
在
論
的
精
神
分
析
を
主
テ
ー
マ
に
と
っ
て
い
な
い
）、
例
え
ば P

ierre B
outang 

が possédé （
15
）（

憑
か
さ

れ
た
人
）
と
称
し
た
、
ま
た C

harles M
oellor 

が rom
ancier

《nauséeux （
16
）》

と
称
し
た
サ
ル
ト
ル
の
面
影
は
薄
い
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
表
現
を
駆
使
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
の
多
い
サ
ル
ト
ル
の
作
品
の
な
か
で
は
、
と
り
わ
け
そ
の
ア
ク
シ
ョ

ン
の
結
末
の
《
解
放
》
に
よ
っ
て
、
明
る
い
い
ろ
ど
り
を
そ
な
え
た
作
品
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、L

e M
ur 

に
お
け
る 

scatologie 

は
限
界
状
況
内
の
人
間
の
生
理
的
、
肉
体
的
反
応
描
写
に
限
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、L

a N
ausée, Intim

ité 

の
夫
々
に

異
な
り
、
暗
喩
で
な
く
、
直
喩
乃
至
は
直
喩
的
な scatologie 

で
あ
る
点
に
、L

e M
ur 

の
特
徴
が
あ
る
。

　
『
部
屋
』
よ
り 

　

L
e M

ur 

に
収
ま
る
五
つ
の
短
編
の
中
で
、
最
も
小
説
ら
し
い
散
文
を
思
わ
せ
る
の
が
こ
の
作
品
で
あ
る
。
二
章
か
ら
成
る
構
成

を
、M

m
e D

arbédat, M
. D

arbédat 

及
び
彼
ら
の
娘 È

ve 
の
三
者
の
視
点
が
語
り
つ
ぐ
の
で
あ
る
が
、
比
較
的
肩
に
力
の
入
ら
な
い

文
体
、
た
ん
た
ん
と
し
た
語
り
口
が
、
如
何
に
も
自
然
に
筋
を
運
び
、
読
者
を
し
て
一
息
に
読
ま
せ
る
軽
快
な
テ
ン
ポ
を
産
み
出
し

て
い
る
。
後
に
招
来
す
る
ア
ン
チ
・
ロ
マ
ン
の
非
人
称
的

0

0

0

0

な
情
景
描
写
を
思
わ
せ
る
、
清
々
し
い
透
明
感

0

0

0

が
ま
こ
と
に
好
ま
し
い
。

余
計
な
会
話
文
が
少
な
い
こ
と
も
、
こ
の
文
章
の
引
き
締
っ
た écriture 
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
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―
君
は
と
も
か
く
あ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
ね
？

―
と
こ
ろ
が
、
そ
う
な
の
。

―
彼
ら
は
今
で
も
、
今
で
も
や
っ
て
い
る
の
か
？

―
も
ち
ろ
ん
そ
う
よ
、
も
ち
ろ
ん
。
彼
女
は
苛
立
っ
て
そ
っ
け
な
く
答
え
た
。

―
私
た
ち
の
娘
が
あ
ん
な
狂
っ
た
男
と
！　

彼
は
ゆ
っ
く
り
し
た
調
子
で
言
う
。

―
私
は
あ
な
た
と
同
じ
思
い
な
の
。（
…
…
）
あ
の
子
が
あ
の
哀
れ
な
ろ
く
で
な
し
に
触
れ
ら
れ
る
と
考
え
る
だ
け
で
…
…
彼
女

は
気
色
ば
ん
で
言
っ
た（

17
）。

　

ダ
ル
ベ
ダ
夫
妻
の
会
話
は
、
娘
と
白
痴
に
な
り
か
け
て
い
る
そ
の
夫
と
の sex 

に
就
い
て
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
に
そ
の
こ

0

0

0

と0

を
指
示
す
る
タ
ー
ム
は
避
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
暗
示
的
表
現
に
そ
の
任
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
表
現
法
に
よ
っ

て
ダ
ル
ベ
ダ
夫
妻
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
、
高
雅
な
品
性
が
描
出
さ
れ
る
。
同
時
に
、
こ
う
し
た
表
現
法
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
、

み
ず
み
ず
し
い
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

彼
は
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
が
唇
が
動
い
て
い
た
。
唇
は
赤
い
霧
の
中
の
二
つ
の
黒
ず
ん
だ
し
み
だ
っ
た
。
壁
に
塗
り
こ
め
ら
れ

た
顔
の
な
か
で
唇
だ
け
が
生
き
て
い
た
。
そ
れ
は
臆
病
な
二
匹
の
獣
の
よ
う
で
あ
っ
た
。《
私
は
彼
の
口
が
す
き
》。
彼
は
接
触
を

怖
が
っ
た
。
夜
、
と
て
も
長
い
爪
の
女
の
手
は
か
れ
に
と
っ
て
汚
れ
た
愛
撫
だ
っ
た（

18
）。
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サ
ル
ト
ル
が
こ
の
作
品
に
繋
げ
た
テ
ー
マ
は
、「
実
存
を
真
正
面
か
ら
眺
め
よ
う
と
し
な
い
」
人
々
の
悲
劇
的
、
ま
た
は
喜
劇
的

人
生
で
あ
る
ら
し
い
が
、
万
一
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
上
記
の
よ
う
な scatologie érotique 

は
、
或
る
意
味
で
は
テ
ー
マ
に
背
く

効
果
を
も
た
ら
し
は
し
な
か
っ
た
か
。
と
い
う
の
は
、
悲
劇
的
に
し
ろ
、
喜
劇
的
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
克
明
に
描
き

出
す
た
め
に
は
、
対
社
会
的
な
視
野
、
言
い
換
え
れ
ば
平
均
的
人
間
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
、
ご
く
わ
ず
か
な
相
違
、
例
え
ば
思
い

違
い
、
誤
解
、
頑
固
な
偏
見
と
い
っ
た
一
つ
の
場
面
を
極
め
て
明
ら
か
に
浮
か
び
上
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
横
の
広
が
り

に
〔
人
間
〕
を
見
る
態
度
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
カ
メ
ラ
・
ア
イ
の
視
野
を
広
げ
て
、
鳥
瞰
す
る
位
置
に
ま
で
、
自
分
が
対
象
物
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
、〔
比
較
〕
操
作
は
不
可
能
で
あ
る
。
比
較
の
無
い
と
こ
ろ
で
は
、
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
サ
ル
ト
ル
の
好
む visqueux 

の
世
界
と
い
う
の
は
、
常
に objets 

に
対
し
て
余
り
に
視
点
が
近
す
ぎ
る
た
め
に
生

じ
る
世
界
な
の
だ
。
い
わ
ば
虫
瞰
図
の
領
域
と
言
え
る
。
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
譬
え
を
借
り
て
言
え
ば
、〝
桶
よ
り
も
丈
の

高
い
人
の
み
が
、
自
分
の
入
っ
て
い
る
桶
の
外
容
を
認
識
し
う
る
〞
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
人
は
桶
の
内
面
の
節
穴
を
見
つ
め

な
が
ら
そ
の
桶
の
何
た
る
か
を
想
像
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、《
し
か
し
、
彼
の
唇
は
動
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
赤
い
靄
の
な
か
で
、
二
つ
の
薄
黒
い
し
み

0

0

に
な
っ
て
見
え
て
い
た
。

エ
ヴ
は
ピ
エ
ー
ル
の
そ
の
唇
が
好
き
で
あ
っ
た
。〔
…
…
〕
そ
れ
ら
は
絶
え
ず
顫
え
な
が
ら
、
離
れ
た
り
、
く
っ
つ
い
た
り
、
ま
た

離
れ
る
た
め
に
互
い
に
押
し
合
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
無
表
情
な
彼
の
顔
の
中
で
、
た
だ
そ
の
唇
だ
け
が
息
づ
い
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
ま
る
で
お
び
え
た
二
匹
の
け
だ
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た（

19
）。》

こ
う
し
た
至
近
距
離
描
写
（
こ
れ
が
糞
便
論
の
原
因
の
一
つ
で
も

あ
る
）
は
、〔
悲
劇
〕
や
〔
喜
劇
〕
を
産
出
す
る
に
極
め
て
不
適
格
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
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こ
う
し
た
糞
便
論
的
、
至
近
距
離
的
描
写
は
、『
嘔
吐
』
の
よ
う
な
不
条
理
性
の
世
界
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
満
ち
た
、
病
的
な
、ob-

sédé

の
世
界
、
ま
た salauds 

と m
auvaise foi 

の
醜
悪
さ
加
減
な
ど
を
あ
ば
く
に
格
好
な
表
現
方
法
で
は
あ
っ
て
も
、
パ
ト
ス

（pathos
）
を
産
み
出
す
能
力
を
有
た
な
い
の
で
あ
る
。
一
つ
の
人
格
と
他
の
人
格
と
が
接
触
す
る
場
面
に
於
い
て
は
じ
め
て
、
相

克
や
、
激
情
、
ま
た
悲
痛
の
ド
ラ
マ
は
生
ま
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
場
面
が
枠
内
に
収
ま
る
程
度
に
ま
で
、
視
点
を
引
く
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。

『
エ
ロ
ス
ト
ラ
ー
ト
』
よ
り

　
《
思
う
に
君
は
、
人
間
を
愛
せ
な
い
人
間
と
は
い
か
な
る
も
の
か
知
り
た
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
さ
て
そ
れ
は
私
だ
。
私
は

人
間
を
ま
る
で
愛
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
か
ら
六
人
ば
か
り
殺
そ
う
と
い
う
の
だ（

20
）。》

　

人
間
を
愛
さ
な
い
人
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？　

と
い
う
の
が
恐
ら
く
こ
の
作
品
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
。
世
界
の
七
不
思
議

の
一
つ
、
エ
フ
ュ
ー
ズ
の
寺
院
を
焼
却
し
た
黒
い
英
雄
エ
ロ
ス
ト
ラ
ー
ト
を
憧
憬
す
る
一
人
の
犯
罪
者
の
、
比
較
的
短
時
間
内
に
く

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
、
心
理
と
行
動
の
追
跡
レ
ポ
ー
ト
と
で
も
い
っ
た
風
な
、
ハ
ー
ド
・
ボ
イ
ル
ド
・
タ
ッ
チ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。

　

ピ
ス
ト
ル
を
買
い
求
め
た
あ
の
日
か
ら
す
べ
て
が
非
常
に
順
調
だ
っ
た
。
私
は
無
造
作
に
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
そ
れ
を
捻
じ

込
ん
だ
。（
…
…
）
私
は
勃
起
し
た
陰
茎
が
一
足
ご
と
に
歩
み
を
邪
魔
す
る
奴
の
よ
う
な
歩
き
振
り
に
な
っ
た
。（
…
…
）
私
は
便

所
で
は
決
し
て
小
便
し
な
い（

21
）。
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verge

（
陰
茎
）、pisser

（
小
便
す
る
）、urinoir

（
公
衆
便
所
）
等
の
サ
ル
ト
ル
好
み
の
卑
語
が
並
ん
で
い
る
。
か
つ
て
、

P
ierre B

outang 

は

　

存
在
と
無
の
形
而
上
学
的
構
築
物
の
価
値
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
こ
の
理
論
の
最
も
《
卑
俗
な
》、
最
も
《
悪
魔
的
な
》

様
相
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

22
）。

　

と
語
り
、『
存
在
と
無
』
の
形
而
上
学
的
構
築
物
の
価
値
の
有
り
様
を
、
卑
俗

0

0

で
、
悪
魔
的

0

0

0

な
局
面
に
限
っ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
こ
の
卑
俗
趣
味
、
悪
魔
的
趣
味
は
形
而
学
的
作
物
の
み
な
ら
ず
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
全
般
に
及
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
就
中
、

悪
魔
的
と
い
う
意
味
で
は
、『
エ
ロ
ス
ト
ラ
ー
ト
』
の
主
人
公
が
そ
の
最
右
翼
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
面
影
は
実
存
主
義
的

0

0

0

0

0

と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
、
実
存
主
義
の
底
流
を
な
す
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
権
化

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

人
間
ど
も
と
同
一
平
面
に
い
る
と
彼
ら
を
蟻
と
み
な
す
こ
と
は
ま
こ
と
に
難
し
く
な
る（

23
）。（

冷
淡
）

　

い
つ
だ
か
通
り
で
死
人
を
見
た
。
う
つ
ぶ
せ
に
倒
れ
て
い
た
。
ひ
っ
く
り
返
す
と
血
を
流
し
て
い
た
。
私
は
見
開
か
れ
た
目
と

怪
し
げ
な
風
体
、
血
だ
ら
け
の
死
体
を
見
て
い
た（

24
）。（

残
酷
）

　

人
は
女
の
上
に
乗
る
。
女
た
ち
は
大
き
な
毛
の
生
え
た
口
で
下
腹
部
を
貪
り
食
う
。（
…
…
）
女
は
着
物
を
脱
ぐ
。
私
は
触
れ
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も
せ
ず
た
だ
眺
め
る
。
時
に
は
ズ
ボ
ン
の
な
か
で
一
人
で
発
射
す
る
。（
…
…
）「
脚
を
開
け
よ
」。
女
は
一
瞬
躊
躇
し
た
が
従
っ

た
。
私
は
股
座
を
覗
き
込
み
鼻
を
鳴
ら
し
て
息
を
吸
い
込
ん
だ（

25
）。（

エ
ロ
ス
）

　

そ
の
と
き
私
は
自
分
が
唸
り
声
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
分
っ
た
。
そ
う
は
し
た
く
な
か
っ
た
。
私
は
奴
の
腹
に
三
発
ぶ

ち
こ
ん
だ
。
彼
は
馬
鹿
み
た
い
に
膝
を
が
っ
く
り
折
っ
て
倒
れ
、
頭
が
左
の
肩
に
落
ち
た（

26
）。（

暴
力
）

　

以
上
、
作
中
頻
出
す
る scatologie 

は
、
主
に
エ
ロ
ス
、
暴
力
、
残
酷
、
冷
淡
な
ど
主
人
公
の
言
動
的
に
屈
折
し
た
相
貌
を
あ
ら

わ
し
、
一
青
年
の
犯
罪
者
へ
の
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
物
語
る
に
効
果
的
に
配
さ
れ
て
い
る
。

〝
人
間
ど
も
は
上
方
か
ら
見
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〞

　

と
い
う
書
き
出
し
は
、
こ
と
に
そ
の
主
人
公
の
自
己
疎
外
癖
を
良
く
象
徴
す
る
文
章
で
あ
る
。〔
寂
寞
〕〔
幼
児
的
甘
え
〕〔
自
閉

的
嗜
好
〕〔
短
絡
的
行
動
〕
な
ど
を
通
し
て
、
対
社
会
不
適
合
人
間
が
生
ま
れ
る
直
前
の
精
神
状
態
の
ス
ケ
ッ
チ
と
も
言
え
る
作
品 

É
rostrate 

は
、
更
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
複
雑
な
組
合
わ
せ
の
効
果
に
よ
っ
て
、
さ
り
げ
な
く
〔
自
己
疎
外
〕
と
い
う
問
題
的
テ
ー
マ

か
ら
読
者
の
関
心
が
離
れ
ぬ
仕
組
み
に
な
っ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、
主
人
公
が
想
像
す
る
世
界
を
描
写
す
る
文
章
と
、
現
実
を
描
写

す
る
文
章
が
は
な
は
だ
曖
昧
な
境
界
線
に
よ
り
、
不
透
明
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
、
こ
の
た
め
、
主
人
公
の
行
為
の
殆
ど
は
〔
白
昼

夢
〕
の
世
界
と
い
う
体
裁
を
と
る
の
で
あ
る
。
白
昼
夢
の
中
の
出
来
事
で
あ
る
が
故
に
、
一
層
独
善
性
が
助
長
さ
れ
、
独
り
よ
が
り
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の
行
為
世
界
に
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
全
き
孤
独
→
自
己
内
部
へ
の
埋
没
→
自
虐
癖
→
淫
猥
、
猥
褻
へ
の
過
剰
反
応
の
経
絡
が
自
ず

と
出
来
上
り
、
か
く
し
て
糞
便
論
は
不
可
欠
な
記
述
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、〔
自
己
疎
外
〕
と
〔
犯
罪
〕
の
間
を
、
極
め

て
巧
妙
に
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
が
と
り
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

『
一
指
導
者
の
幼
年
時
代
』
よ
り

　

彼
の
声
は
真
面
目
で
、
リ
ュ
シ
ア
ン
を
厳
粛
な
態
度
で
見
つ
め
て
い
た
。《
僕
は
十
三
歳
ま
で
母
に
欲
情
を
抱
い
て
い
た
》
と

彼
は
リ
ュ
シ
ア
ン
に
打
ち
明
け
た
。（
…
…
）《
君
も
当
然
君
の
母
と
寝
る
欲
求
を
も
っ
た
。（
…
…
）
彼
は
聖
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー

ヴ
図
書
館
で
夢
に
関
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
本
を
読
ん
だ
。（
…
…
）
も
ち
ろ
ん
僕
に
は
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
、
と
彼
は
思
っ
た
。

（
…
…
）《
か
ね
が
ね
考
え
て
い
た
こ
と
だ
が
、
君
は
肛
門
性
欲
だ
な
》。（
…
…
）
そ
れ
か
ら
彼
は
糞
と
金
と
の
フ
ロ
イ
ト
的
関
係

や
吝
嗇
に
つ
い
て
の
フ
ロ
イ
ト
理
論
を
説
明
し
た
。《
ひ
と
つ
教
え
て
ほ
し
い
の
だ
が
、
君
は
何
歳
ま
で
お
母
さ
ん
に
お
尻
を
拭

い
て
も
ら
っ
た
の
？（

28
）》

　

母
親
に
対
す
る
性
欲
、anal, théorie freudienne 
等
が
意
味
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
も
っ
と

も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
小
説
作
品
で
あ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
は
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
、
ア
ー
ド
ラ
ー
を
読
み
、
古
典
的
精
神
分
析
の
価
値
と
限
界
を
長
期
に
渡
っ
て
考
察
し
た

（
五
十
冊
の
テ
キ
ス
ト
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る（

29
））。
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右
記
の
よ
う
な
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ン
ソ
ン
の
証
言
に
よ
る
ま
で
も
な
い
が
、『
存
在
と
無
』
の
「
実
存
的
精
神
分
析
」
の
項

に
は
、
フ
ロ
イ
ト
か
ら
派
生
し
た
多
く
の
問
題
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、『
壁
』
を
隔
つ
る
こ
と
十
年
に
し
て
公
け
に
な
る L

es 

M
ots

『
言
葉
』
に
語
ら
れ
る
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
幼
児
体
験
の
告
白
的
陳
述
の
中
核
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
果
し
て
い
る
役
割
は
、
決
っ

し
て
小
さ
い
と
は
言
え
な
い
。

　

実
際
私
の
父
の
突
然
の
リ
タ
イ
ア
に
よ
っ
て
私
に
は
ま
こ
と
に
不
完
全
な
《
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
》
が
宿
っ
て
し

ま
っ
た
。
超
自
我
は
な
い
。
そ
れ
は
い
い
と
し
よ
う
。
だ
が
、
攻
撃
性
も
宿
ら
な
か
っ
た（

30
）。

　

つ
ま
り
、Œ

dipe, Sur-m
oi

（
超
自
我
）
等
の
タ
ー
ム
は
、
彼
の
幼
児
体
験
説
明
に
不
可
欠
な
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、

フ
ロ
イ
ト
理
論
の
追
体
験
的
記
述
と
見
て
差
し
支
え
な
い
叙
述
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

先
の
『
エ
ロ
ス
ト
ラ
ー
ト
』
の
主
人
公
の
行
動
自
体
に
し
て
か
ら
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
生
の
本
能

0

0

0

0

（
性
衝
動
）
と
死
の
本
能

0

0

0

0

（
攻
撃

衝
動
）
に
よ
っ
て
説
明
が
つ
く
し
、
社
会
習
俗
や
道
徳
な
ど
の
タ
ブ
ー
に
反
抗
す
る
犯
罪
者
の
姿
は
、
衝
動
抑
圧
に
対
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
象
徴
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
言
葉
』
に
お
い
て
、
抽
象
的
思
考
の
産
物
に
成
り
果
て
る
幼
児
体
験
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
原
体
験

0

0

0

と
し
て
の
、

生
々
し
い
姿
を
、
極
め
て
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
『
一
指
導
者
の
幼
年
時
代
』
に
あ
ら
わ
す
。

彼
は
母
が
身
体
を
洗
う
の
を
見
た
。
彼
女
は
ビ
デ
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。（
…
…
）
ス
ポ
ン
ジ
だ
け
が
し
ど
け
な
い
肉
の
上
を
上
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下
し
て
い
た
。（
…
…
）
そ
の
手
が
脚
の
間
に
見
え
な
く
な
っ
た（

31
）。

　

主
人
公
の
幼
い
少
年 Lucien 

の
眼
は
ビ
デ
に
ま
た
が
る
母
親
の
姿
を
追
う
。
こ
の
よ
う
に
、
少
年
が
女
体
、
と
り
わ
け
、
自
分

の
母
親
の
肉
体
に
好
奇
の
眼
差
を
注
ぐ
場
面
に
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
、négatif

な
も
の

0

0

0

へ
の
郷
愁
を
意
識
的
に

盛
り
込
も
う
と
す
る
サ
ル
ト
ル
の
姿
勢
が
充
分
に
窺
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
、
サ
ル
ト
ル
は
作
中
人
物
の
視
線
を
女
性
存
在
や négatif 

な
属
性
の
も
の

0

0

に
固
着
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
二
十
世
紀
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
十
九
世
紀
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
例
え

ば
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
）と
、
そ
の
形
態
に
於
い
て
著
し
く
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
実
存
主
義
も
や
は
り
、

或
る
意
味
で
、
二
十
世
紀
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
典
型
で
あ
る
。
底
流
に
は
冷
や
や
か
な
厭
世
感
が
漂
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
フ
ロ
イ
デ
ィ
ズ
ム
は
、
精
神
病
患
者
の
と
り
と
め
の
な
い
話
の
な
か
か
ら
、
症
状
の
原
因
と
し
て
機
能
す
る
も
の
を
探

り
出
す
作
業
の
背
後
に
、〔
原
因
―
結
果
〕
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
信
仰
が
も
た
ら
す
決
定
論
や
必
然
論
が
あ
り
、
こ
こ

0

0

に
も
厭
世
感
が
否

応
な
く
入
り
込
む
の
で
あ
る
。

　

厭
世
感
、
い
わ
ばnégatif

な
気
分

0

0

0

か
ら
出
発
す
る
思
想
家
サ
ル
ト
ル
が
、
か
く
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
的
、
ア
ー
ド
ラ
ー
的
世
界
に
一

時
的
に
も
せ
よ
、
片
足
を
突
込
む
充
分
な
動
機
が
〔
厭
世
感
〕
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た négatif 

志
向
を
助
長
す
る
原
因
と
し
て
、
あ
と
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ

ド
ら
の
〔
誠
実
礼
賛
〕
派
作
家
達
が
、
自
ら
の
愚
行
、
悪
徳
、
頽
廃
、
果
て
は
、
自
分
の
セ
ッ
ク
ス
に
至
る
ま
で
の
行
状
を
、
あ
か
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ら
さ
ま
に
告
白
す
る
こ
と
が
、
自
己
を
偽
ら
な
い
と
い
う
〔
誠
実
な
態
度
〕
で
あ
る
と
自
負
し
た
影
響
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
の

〔
誠
実
な
態
度
〕
は
内
省
癖
、
自
意
識
過
剰
を
産
み
、
更
に
自
己
偏
愛
ま
た
そ
の
逆
の
形
の
自
虐
趣
味
、
傲
慢
な
シ
ニ
ズ
ム
、
主
観

的
、
夢
幻
的
、
青
白
き
青
年
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
を
製
造
す
る
母
体
と
な
っ
た
。〔
無
償
の
行
為
〕
な
ど
の
い
じ
け
た
思
考
の
も
て
あ
そ

び
は
、
正
に
マ
イ
ナ
ー
の
、négatif 

な
領
域
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
『
贋
金
つ
か
い
』
の
贋
金
的
存
在
を
あ
ば
く
、〔
他
人
の
偽
善

は
も
と
よ
り
、
自
己
の
恥
部
ま
で
も
容
赦
な
く
あ
ば
く
〕
こ
と
を
是
と
し
て
肯
定
す
る
時
代
に
サ
ル
ト
ル
は
育
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
下
流
に
位
置
す
る
サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
、
あ
ば
き

0

0

0

の
武
器
と
し
て
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
（
糞
便
論
）
が
登
場
す
る
の

は
、
或
る
意
味
で
は
必
然
的
と
も
い
え
る
。

　

性
的
欲
望
に
固
有
の
対
象
が
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
は
、
両
足
の
間
に
穴
が
あ
る
が
ゆ
え
に
女
性
で
あ
る
、
と
信
じ
る
こ
と
は
厭

わ
し
い
過
ち
で
あ
る
。（
…
…
）
リ
ュ
シ
ア
ン
は
お
ぞ
ま
し
い
裸
の
淫
売
婦
を
み
た
。
歯
の
な
い
口
で
笑
い
、
唇
の
よ
う
に
脚
を

ひ
ろ
げ
、
股
の
間
か
ら
コ
ケ
の
生
え
た
舌
の
よ
う
な
も
の
を
突
き
出
し
て
い
る（

32
）。

　

厭
世
感
→négatif 

志
向
→
自
他
の
恥
部
を
あ
ば
く

0

0

0

0

0

0

作
業
と
展
開
す
る
サ
ル
ト
ル
の
思
想
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
確
か
に 

négatif 

つ
ま
り
〔
負
〕
の
領
域
の
、
そ
の
末
端
を
目
ざ
し
て
進
む
わ
け
で
あ
る
。
彼
の
主
人
公 Lucien 

が
《
腿
、
歯
の
な
い
口
、

苔
の
生
え
た
舌
》
等
に
興
味
を
も
ち
、
女
体
に
魅
せ
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
そ
の
ベ
ク
ト
ル
の
進
行
過
程
の
あ
ら
わ
れ
と
も
言
え

る
。
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実
存
主
義
の
基
本
的
な
作
業
の
一
つ
は
、「
現
存
在
分
析
」
で
あ
る
。
主
著
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
ま

た G
renzsituation 

限
界
状
況
の
説
明
の
た
め
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、
夫
々
現
存
在
の
分
析
を
試
み
た
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
索
自

体
が
既
に
一
種
の
サ
イ
コ
ア
ナ
リ
シ
ス
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
、
こ
の
「
分
析
」
の
方
法
を
駆
使
し
て
、
実
存
が
一
つ
の
超
越
的
自

己
た
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
実
存
の
自
由
を
獲
得
す
る
道
程
を
探
る
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
フ
ロ
イ
デ
ィ
ズ
ム
は
、
方
法
論
的
に
多
と

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た（

33
）。

　

例
え
ば
、『
存
在
と
無
』
の
第
四
部
、
第
二
章
を
も
う
一
度
引
き
合
い
に
出
し
て
み
た
い
。
サ
ル
ト
ル
は
幼
児
の
《
肛
門
的
な
》

性
欲
か
ら
説
き
起
こ
し
て
…
…

　

―
穴
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
一
つ
の
「
あ
り
か
た
」
の
象
徴
で
あ
り
、
実
存
的
精
神
分
析
は
こ
の
「
あ
り
か
た
」
を
明
ら

か
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
穴
は
、〔
…
…
〕
私
自
身
の
肉
体
を
以
て
《
埋
め
ら
れ
る
べ
き
》
一
つ
の
無
と
し
て
、
あ

ら
わ
れ
る
。
―
穴
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
は
〔
…
…
〕
即
自
の
全
体
を
仕
上
げ
る
こ
と
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
救
う
こ
と
で
あ
る
。〔
…
…
〕

女
の
性
器
の
猥
褻
さ
は
、
す
べ
て
口
の
あ
い
た

0

0

0

0

0

も
の
の
猥
褻
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
場
合
に
す
べ
て
の
穴
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
一
つ
の
「
存
在

0

0

―
呼
び

0

0

求
め
」
で
あ
る
。〔
…
…
〕
女
は
自
己
の
条
件
を
、
一
つ
の
呼
び
求
め
と
し
て
感
じ
る
。
と
い
う
の
も
、

ま
さ
に
、
女
に
は
《
穴
が
あ
い
て
》
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
は
ア
ー
ド
ラ
ー
の
説
く
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
真
の
起
源
で
あ

る
…
…（

34
）―

　

こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
は
穴 trou, 

孔 orifice, 

裂
け
目 lézarde 
→ 
空
虚 un néant à （

35
） com

bler 

→ m
anque 

⇩
〔
充
足
〕
と
推

論
す
る
。
こ
の
〔
穴 

→ 

空
虚 

⇩ 

充
足
〕
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
サ
ル
ト
ル
の
お
家
芸
的
論
理
展
開
で
、
彼
の
存
在
論
は
だ
い
た
い
こ

の
図
式
に
の
っ
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、〔
穴
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
は
即
自
の
全
体
を
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
救
う
こ
と
で
あ
る
〕
に
窺
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え
る
よ
う
に
、
こ
の
《
埋
め
る
》com

bler 

と
い
う
行
為

0

0

を
回
転
軸
と
し
て
、
役
の négatif 

志
向
は
、
一
転 positif 

志
向
へ
と
そ

の
思
想
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ベ
ク
ト
ル
を
逆
向
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
『
存
在
と
無
』
の
第
一
部
は
無
の
問
題

0

0

0

0

に
始
ま
り
、
第
一
章
は
「
否
定
の
起
源
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
は
常
に négatif 

の
領
域
か
ら
問
題
を
起
こ
す
。
ま
た
、
昨
今
、
正
常
人
に
対
す
る
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
応
用
に
、
首
を
傾か
し

げ
る
向
き
の
少
な
か
ら
ず
有

る
と
風
聞
す
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
は
元
来
、
そ
の
研
究
対
象
が
、
神
経
病
患
者
の
深
層
に
ひ
そ
む
欲
動

0

0

で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
正

常
人
に
当
て
は
ま
ら
ぬ
場
合
が
生
じ
て
当
然
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
も
、
そ
の
研
究
対
象
故
に
、

や
は
り négatif 

の
領
域
の
も
の
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
実
存
主
義
、
フ
ロ
イ
デ
ィ
ズ
ム
は
《négatif 

》
と
い
う
一
つ
の
項
に
く
く
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で

あ
り
、
サ
ル
ト
ル
が
フ
ロ
イ
デ
ィ
ズ
ム
を
援
用
し
た
理
由
で
も
あ
る
。

　

更
に
、
サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
ネ
ガ
テ
ィ
フ

0

0

0

0

0

《négatif 

》（
負
）を
裂
け
目

0

0

0

、
穴
、
孔
に
譬
え
て
、
つ
ま
り
欠
如

0

0

（m
anque

）

と
見
て
、
そ
の
欠
如
分

0

0

0

は
充
足
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
埋
め
尽
さ
れ
る
べ
き
部
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
発
展
し
、（
こ
こ

0

0

に
一
八
〇
度
転
換
の
支
点
が
あ

る
の
だ
が
）
一
挙
に p

ポ
ジ
テ
ィ
フ

ositif （
正
）
の
領
域
へ
と
、
価
値
観
の
、
ま
た
思
想
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
逆
向
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
の
救
済
の
論
理
と
も
い
う
べ
き
道
徳
論
も
、
こ
の
〔
穴
〕trou 

と
〔
充
足
〕boucher les trous （

36
）の

モ
メ
ン
ト
を
支
点

と
し
て
、
ネ
ガ
と
ポ
ジ
が
入
れ
替
わ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
か
ら
産
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、〔
正
〕《positif 

》

へ
の
ベ
ク
ト
ル
の
逆
向
に
先
立
つ
た
め
の
〔
負
〕《négatif 

》
志
向
が
先
ず
在
っ
た
。
と
解
釈
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ

0

0

は
不
可

欠
で
も
あ
っ
た
。

　

以
上
が
、Lucien 

を
通
し
て
女
体
、
母
親
の
肉
体
へ
の
、
つ
ま
り négatif 
へ
の
あ
く
な
き
郷
愁
と
も
い
う
べ
き
形
で
、
サ
ル
ト
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ル
が
意
図
的
に
演
出
し
た
叙
述
に
よ
っ
て
、『
一
指
導
者
の
幼
年
時
代
』
が
な
ま
な
ま
し
く
、
ま
た
な
ま
め
か
し
く
彩
ら
れ
る
《
糞

便
論
》
に
よ
っ
て
飾
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
サ
ル
ト
ル
の
文
学
〕
ま
た
は
〔
サ
ル
ト
ル
と
文
学
〕
の
視
点
か
ら
、
前
章
〈
サ
ル
ト
ル
に
於
け
る
『
糞
便
論
的
記
述
』〉
に
お
い

て
は
特
に
、
こ
の
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
の
性
質
と
、
そ
の
功
罪
の
う
ち
の〔
功こ
う

〕に
つ
い
て
述
べ
た
。
今
回
は
、
そ
の
同
じ
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー

が
サ
ル
ト
ル
文
学
に
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
〔
罪ざ
い

〕
つ
ま
り
否
定
的
側
面
に
就
い
て
、
こ
こ
ま
で
観
察
し
て
き
た L

e M
ur 

を
覆
う

ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
の
結
果
を
考
察
し
つ
つ
考
え
て
み
る
。

　

結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
。
糞
便
論
は
、
サ
ル
ト
ル
の
思
想
と
文
学
に
と
っ
て
諸
刃
の
剣
で
は
な
か
っ
た
か
？　

従
来
の
哲
学
同

様
、
サ
ル
ト
ル
も
究
極
的
に
は
《
自
由
》
を
標
榜
し
、《
自
由
》
を
追
究
す
る
戦
士
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
《
自
由
》
の

観
念
に
と
っ
て
、
糞
便
論
が
益
と
な
っ
た
時
期
と
、
害
と
な
る
時
期
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

　

サ
ル
ト
ル
の
文
学
に
と
っ
て
糞
便
論
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
そ
の
当
否
は
別
に
し
て
も
一
つ
の
持
ち
味

0

0

0

で
あ
る
。
先
に
眺
め
て

き
た L

e M
ur 

の
五
短
編
小
説
は
夫
々
に
煽
情
的
で
、
新
鮮
な
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
、
肉
体
存
在
や
即
自
存
在
の
不
気
味
さ
の
顕
現
化
、

限
界
状
況
内
の
人
間
の
生
理
的
肉
体
反
応
描
写
、
視
点
の
近
す
ぎ
る
た
め
に
生
じ
る
不
条
理
的
な
世
界
、
死
の
本
能
（
攻
撃
衝
動
）

と
幼
児
的
、
自
閉
的
短
絡
行
動
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
カ
フ
カ
的
な
白
昼
夢
の
世
界
、
フ
ロ
イ
ト
、
ア
ー
ド
ラ
ー
ら
に
触
発
さ
れ
て

生
じ
た négatif

な
も
の

0

0

0

へ
の
郷
愁
等
の
、
マ
イ
ナ
ス
指
向
と
も
い
う
べ
き
サ
ル
ト
ル
の
世
界
観
を
、
直
喩
的
に
、
ま
た
或
る
と
き

は
暗
喩
的
に description scatologique 

に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た scatologie 

は
、
従
来
の
定
型
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を
崩
す
こ
と
に
極
め
て
便
利
な
武
器
で
あ
っ
た
。

　

実
存
主
義
と
い
う
の
は
、
崩
壊
感
覚
と
と
も
に
生
じ
た
、
あ
る
い
は
崩
壊
感
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
る
何
も
の
か
で
あ
る
。
第
一
次

世
界
大
戦
に
よ
っ
て
完
膚
な
き
ま
で
に
叩
き
の
め
さ
れ
た
直
後
の
ド
イ
ツ
に
於
い
て
隆
盛
を
極
め
た
の
も
そ
の
た
め
だ
。
第
二
次
世

界
大
戦
前
後
の
フ
ラ
ン
ス
、
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
日
本
で
流
行
し
た
の
も
、
そ
の
凄
惨
を
極
め
た
状
況
の
後
で
、
人
々

が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
瓦
解
感
の
中
に
放
り
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
絶
望

0

0

が
先
ず
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
絶
望
か

ら
の
出
発
に
際
し
、
前
後
の
状
況
の
分
析
、
検
討
、
確
認
、
未
来
へ
の
展
望
、
方
向
づ
け
を
行
う
そ
の
一
つ
一
つ
の
作
業
が
《
実
存

主
義
》
と
、
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
も
、『
壁
』『
嘔
吐
』
の
時
代
が
そ
の
状
況
判
断
、
分
析
、
検
討
の
時
代
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
も
っ
と
『
魂

の
中
の
死
』
あ
た
り
ま
で
を
含
め
る
べ
き
か
？

　

つ
ま
り
、《
分
析
》
の
時
代
と
名
づ
け
て
も
よ
い
よ
う
な
一
時
期
に
於
い
て
、
彼
の
糞
便
論
は
実
に
重
宝
な
も
の
で
あ
っ
た
。
人

間
存
在
の
極
め
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
求
し
、
分
析
す
る
こ
と
と
、
彼
の
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
の
間
に
引
か
れ

る
べ
き
一
線
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
相
乗
効
果
の
間
か
ら
必
然
的
に
糞
便
論
は
生
ま
れ
た
。
あ
る
い
は
、
彼
の
生
来
の
糞
便
論
嗜
好

が
、
分
析
作
業
と
う
ま
く
マ
ッ
チ
し
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
彼
の
存
在
論
的
精
神
分
析
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
を
未
知
の
モ
ラ
ル
創
造
へ
導
い
て
行
っ
た
。〔
分
析
→
総
合
→
新
た

な
る
創
造
〕
と
い
う
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
の
《
創
造
》
の
節
目
に
来
た
時
、
糞
便
論
と
創
造
行
為
の
自
家
撞
着
作
用
が
生
じ
た
の
で
あ

る
。
破
壊

≒

分
析
の
武
器
と
し
て
の scatologie 

が
、
創
造
に
極
め
て
不
向
き
な
産
物
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

例
え
ば
、
ゲ
ー
テ
が G

ötz von B
erlichingen 

に
お
い
て
、
有
名
な
〝
お
れ
の
け
つ
で
も
な
め
や
が
れ
〞
の
よ
う
な
卑
語
を
多
用
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し
て
成
功
し
た
の
は（

37
）、

理
性
を
神
聖
視
し
す
ぎ
る
啓
蒙
主
義
と
い
う
、
旧
来
の
理
性
法
則
の
絶
対
化
思
想
を
打
ち
壊
す
こ
と
に
意
味

が
あ
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
破
壊
の
時
期
（
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
ク
）
を
経
た
後
、
ゲ
ー
テ

の
作
品
か
ら
は
そ
う
し
た
糞
便
論
は
消
え
る
。

　

ま
た
、
ス
カ
ト
ロ
ー
グ
の
仏
文
史
上
の
大
先
達
で
あ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
（François R

abelais, 1494?

〜1553

）
の
連

作
物
語
が
、
処
女
作
出
版
の
翌
年
一
五
三
三
年
か
ら
パ
リ
大
学
神
学
部
及
び
高
等
法
院
夫
々
に
よ
り
、『
第
二
之
書
』《obscaenus

》

〝
猥
褻
な
り
〞
の
評
価
を
受
け
禁
書
・
発
禁
の
処
分
に
付
さ
れ
た
の
は
、
ラ
ブ
レ
ー
が
宗
教
改
革
者
乃
至
そ
の
シ
ン
パ
と
看
做
さ
れ

た
が
ゆ
え
の
処
分
で
あ
り
、
必
ず
し
も
彼
が
「
猥
褻
作
家
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
初
ラ

ブ
レ
ー
に
好
意
的
で
あ
っ
た
改
革
派
が
、
そ
の
機
構
、
制
度
、
教
義
内
容
を
充
実
さ
せ
る
に
伴
い
、
逆
に
ラ
ブ
レ
ー
を
敵
対
者
と
し

て
扱
い
始
め
た
の
は
な
ぜ
か
？　

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
一
齣
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
が
「
悪
魔
的
な
思
い
上
り
に

よ
っ
て
永
遠
の
生
の
聖
な
る
証
（
＝
福
音
）
を
踏
み
に
じ
る（

38
）」

武
器
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン

は
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
が
人
間
の
聖
性 sainteté 
を
損
う
→
神
へ
の
崇
敬
の
念
を
失
わ
し
め
る
→
宗
教
破
壊
→
人
間
の
尊
厳
性
破
壊
の
道0

具0

で
あ
る
こ
と
を
敏
感
に
悟
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
以
上
、
二
者
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
は
一
つ
の
〔
体

系
〕
を
破
壊
す
る
道
具

0

0

と
し
て
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
如
何
な
る
意
図
や
動
機
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
う
し
た
も
の
を
飛
び
越
え
て
、scatologie 

は
結
果
的
に
〔
破
壊
の
道

具
〕
と
し
て
機
能
す
る
。
或
る
時
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
磐
石
を
揺
り
動
か
す
た
め
の
、
ま
た
或
る
時
は
、
人
間
が
崇
高
な
る
理
性
に

の
み
生
き
る
と
い
う
、
人
間
の
霊
性
重
視
の
行
き
過
ぎ
を
反
省
さ
せ
、
感
性
と
受
肉
の
動
物
の
一
員
た
る
自
己
を
認
識
さ
せ
る
た
め
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の
武
器
で
あ
っ
た
。

　

仮
に
、
建
設
的
で
前
進
的
な
思
考
や
雰
囲
気
を positif 

、
逆
に
、
退
行
的
、
退
嬰
的
な
そ
れ
ら
を négatif 

と
措
定
す
れ
ば
、
サ
ル

ト
ル
の scatologie 

は
明
ら
か
に négatif 

の
範
疇
に
属
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
サ
ル
ト
ル
の
思
考
の
ベ
ク
ト
ル
は
『
倫
理
学
』
執
筆
の
時
代
で
、
大
き
く
そ
の
方
向
を
逆
転
し

始
め
た
。〝
サ
ル
ト
ル
に
は
事
物
に
対
す
る
侮
蔑 un m

épris des choses 

が
あ
る
〞、〝
実
存
主
義
は
〈
因
果
律
を
信
じ
な
い
〉〞
と

共
産
主
義
者 N

aville 
が
か
つ
て
サ
ル
ト
ル
を
評
し
た
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
四
九
年
頃
か
ら
徐
々
に
消
え
る
。
サ
ル
ト
ル
は

貧
血
状
態
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
、
人
間
実
存
の
生い
き

血ち

を
点
滴
す
る
と
い
う
歴
史
的
使
命
感
に
目
覚
め
て
ゆ
く
。
少
な
く
と
も
、
彼
の

生
き
方
は
、
従
来
の
ロ
マ
ン
主
義
的
、
観
念
論
的
、
内
面
的
な
も
の
か
ら
、
主
知
主
義
的
、
実
在
論
的
、
現
実
的
な
も
の
に
変
容
す

る
。『
現
代
』
誌
、
一
九
五
七
年
九
月
十
日
号
の
『
方
法
の
諸
問
題
』Q

uestions de m
éthode 

以
降
の
彼
の
作
物
は
そ
れ
を
明
確
に

物
語
る
。『
存
在
と
無
』
で
強
調
さ
れ
た
「
存
在
の
偶
然
性
」contingence

―

　

存
在
の
偶
然
性
―
即
自
存
在
は
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
存
在
は
可
能
的
な
も
の
か
ら
派
生
し
え
な
い
し
、
必
然

的
な
も
の
に
帰
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
必
然
性
は
観
念
的
な
命
題
の
結
合
に
関
係
し
た
も
の
で
、
存
在
者
の
命
題
に

関
係
し
な
い
。
一
つ
の
現
象
的
存
在
者
は
そ
れ
が
存
在
者
で
あ
る
限
り
別
の
存
在
者
か
ら
は
決
し
て
派
生
し
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ

が
即
自
存
在
の
偶
然
性
と
称
す
る
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る（

39
）。

　

―
か
ら
、
―
も
し
わ
れ
わ
れ
が
九
二
年
の
思
想
の
も
つ
客
観
的
な
現
実
性
と
有
効
性
と
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
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（
…
…
）
観
念
論
に
陥
っ
て
し
ま
う（

40
）。
―
の
よ
う
な
、
功
利
性
や
客
観
性
を
重
視
す
る
領
域
へ
と
、
サ
ル
ト
ル
の
関
心
事
は
移
行

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
移
行
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
極
め
て
大
ま
か
な
見
方
だ
が
、
個
→
全
体
、
無
償
性
→
功
利
性
、
分
析
→
総

合
、
心
理
学
→
倫
理
学
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
→
ヘ
ー
ゲ
ル
、
フ
ロ
イ
ト
→
マ
ル
ク
ス
、
虫
瞰
図
→
鳥
瞰
図
、
感
性
→
理
性
、
不
条
理
性

→
合
理
性
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
。
既
に
『
ゲ
ッ
ツ
《
変
貌
》
に
見
る
』
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

　
〔
も
し
も
歴
史
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
歴
史
は
な
い
。（
…
…
）
倫
理
と
歴
史
の
二

律
背
反
を
超
え
て
、
効
果
的
な
行
動
理
論

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
具
体
的
な
倫
理

0

0

0

0

0

0

が
垣
間
見
え
る（

41
）。〕

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
を
肯
定
し
、〝
効
果
的
実
践
理
論
と
し
て
の
具
体
的
倫
理
〞
の
可
能
性
を
語
っ
た
の
は
、
こ
の
未
完
に
終
っ
た 

L
a G

rande M
orale 

の
一
九
四
七
年
当
時
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
心
理
学

0

0

0

→
倫
理

0

0

へ
の
移
行
（
そ
れ
は
ま
た
破
壊

≒

分
析
→
創
造
を
も
意
味
す
る
の
だ
が
）
は
そ
の
ま
ま scatologie 

の
私
生
児
化
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
し
い
倫
理
を
企
て
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
新
し
い
体
系
を
目
論
み
、
こ
れ
を
建
設
す

る
こ
と
に
対
し
、
破
壊
道
具
た
る scatologie 

は
邪
魔
物
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
標
榜
さ
れ
る
べ
き
象
徴
は
〝
自

由
〞
で
あ
る
。
従
来
の
哲
学
的
、
古
典
的
命
題
た
る
〔
真
〕〔
善
〕〔
美
〕
な
ど
に
決
っ
し
て
劣
ら
ぬ
輝
か
し
い
シ
ン
ボ
ル
・
テ
ー
マ

の
理
論
的
肉
づ
け
を
糞
便
論
的
文
章
で
構
築
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

希
求
す
べ
き
対
象
の
崇
高
性
が positif 

な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、négatif 

な
領
域
の scatologie 

の
出
番
は
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
大
長
編
小
説
『
自
由
へ
の
道
』
の
挫
折
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
後
年
、
小
説
の
執
筆
に
熱
意
を
失
う
に
至
る
心
境
な
ど
、
今
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述
べ
て
来
た
理
由
と
浅
か
ら
ぬ
相
関
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

　

最
後
に
、「
い
ま
や
、
小
説
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
人
生
の
陳
腐
な
現
実
で
は
な
い
、
小
説
家
の
知
的
、
ま
た
は
審
美
的
要
求

で
あ
る（

42
）」

と 

Ｇ
・ 

ブ
レ
ー
の
語
る
と
お
り
、
小
説
家
の
要
求
は
知
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
審
美
的
な
そ
れ

0

0

で
も
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
於
け
る
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク esthétique 

は
何
で
あ
っ
た
か
？　

そ
れ
は
、
例
え
ば
《
接
吻
が

下
痢
の
間
に
な
さ
れ
、
愛
の
告
白
が
嘔
吐
の
間
に
な
さ
れ
る（

43
）》

と
マ
ル
セ
ル
・
チ
ボ
ー
の
表
現
し
た
、
ま
た
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ス

タ
ー
ン
の
証
言
の
よ
う
な
ポ
ル
ノ
・
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
表
情（

44
）、

ま
た
サ
ル
ト
ル
自
身
が
、〝saleté poisseuse 

べ
と
べ
と
し
た
汚
な
ら

し
さ
〞
と
表
現
す
る
〔
糞
便
論
的
記
述
〕
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
の
形
而
上
学
的
位
置
づ
け
は
、「
実
存
は
生
理
学
的

身
体
に
結
び
つ
く
」
と
い
う
彼
の
実
存
的
精
神
分
析
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
偏
愛
は
、
そ
う
し
た
思
想

表
現
上
の
意
図
、
動
機
を
超
え
て
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
内
奥
か
ら
い
や
お
う
な
く
涌
出
す
る
リ
ビ
ド
ー
の
所
産
で
あ
っ
た
と
思
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
の
リ
ビ
ド
ー
に
後
押
し
さ
れ
た
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
が
、
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
語
る
、
も
の

0

0

の
関
係
性
の
構
築
を

妨
げ
る
〔
直
接
性
の
、
密
着
性
の
、
大
写
し
の
世
界（

45
）〕

描
写
と
相
俟
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
的
世
界
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

彼
が
、écrivain 

と
し
て
の
後
半
生
に
お
い
て
、
自
由
の
モ
ラ
ル
創
造
を
目
指
し
つ
つ
も
、
完
壁
な
形
で
提
示
し
得
な
か
っ
た
の

は
、
純
粋
に
理
論
の
み
を
追
究
す
る
こ
と
に
或
る
種
の
抵
抗

0

0

0

0

0

0

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、nostalgie de la 

scatologie

（
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
へ
の
郷
愁
）
の
よ
う
な
も
の
が
、
終
生
、
残
映
と
し
て
彼
の
中
に
尾
を
引
い
て
い
て
、
そ
れ

0

0

が
サ
ル

ト
ル
を
し
て
、
純
理
の
人
た
る
を
妨
げ
つ
づ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
こ

0

0

に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
感
性
の
人
と
し
て

の
尾
骶
骨
を
発
見
し
、
一
つ
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
サ
ル
ト
ル
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
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第
三
章　
『
嘔
吐
』
に
お
け
る
「
緒
言
」
の
意
味

―
問
題
小
説
の
さ
さ
や
か
な
る
美
学
―

一

　

小
説
作
品
は
本
質
的
に
意
味
作
用
を
備
え
た
一
連
の
言
表
行
為
と
し
て
の texte 

か
ら
な
る
。
が
、texte 

が
一
冊
の
書
物
と
し

て
上
梓
さ
れ
る
段
に
な
る
と texte 

以
外
の
様
々
な
衣
裳
を
ま
と
う
。G

érard G
enette 

は
、
言
語
に
よ
る
も
の
あ
る
い
は
そ
う
で

な
い
も
の
を
含
め
て
、
補
強
材
、
付
属
物
的
な
も
の
を
伴
う
こ
と
な
し
に texte 

が
素
裸
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
と
言
う（

1
）。

　

衣
裳
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
か
。
タ
イ
ト
ル
、
著
者
名
、
序
文
、
イ
ラ
ス
ト
は
言
う
に
及
ば
ず
商
業
広
告
文
に
至
る
ま
で
、
固

有
の
意
味
で
のtexte 

周
辺
に
付
随
す
る
な
に
も
の
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
付
属
物
が
本
文

0

0

と
い
う
意
味
合
い
で
の texte 

に
属
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、  Genette 

に
よ
れ
ば
言
葉
の
通
常
的
意
味
に
お
い
て
ま
さ
し
く
テ
ク
ス
ト
を présenter

：

紹
介
し
、
最
も
強
度
な
意
味
合
い
で
テ
ク
ス
ト
を rendre présenter
：
存
在
せ
し
め
、
少
な
く
と
も
《
本
》
と
い
う
形
式
で
そ
の

プ
レ
ザ
ン
ス
、《
受
け
容
れ
》、
消
費
な
ど
を
請
け
合
う
も
の
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
囲
繞
し
、
か
つ
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
。《
付
随
す
る
一
連
の
も
の
は
私
が
作
品
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
（paratexte
）
と
名
付
け
た
も
の
か
ら
な
る（

2
）》

の
よ
う
に
、
付
随
す
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る
一
連
の
も
の
を
彼
は
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
名
付
け
、
テ
ク
ス
ト
が
《
本
》
と
し
て
成
立
し
、
読
者
に
し
か
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示

さ
れ
る
に
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
と
語
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
小
説
作
品
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
序
文

0

0

も
勿
論
こ
の
範
疇
の
も
の
で
あ
る
。G

enette 

は B
orges 

の
言
を
借
用
し
て
、

こ
う
し
た
部
分
を seuil

：
入
口
も
し
く
は vestibule

：
玄
関
と
称
し
、
こ
の
導
入
部
は
読
者
が
作
品
に
入
り
込
む
可
能
性
、
あ
る

い
は
そ
こ
か
ら
引
き
返
す
可
能
性
を
秘
め
た
《Zone indécise

》：
未
決
定
な
地
帯
、
ま
た

　
《
内
部
と
外
部
の
は
ざ
ま
に
あ
る
未
決
定
な
地
帯
で
、
本
文
と
そ
れ
以
外
の
も
の
に
対
す
る
厳
密
な
境
界
の
な
い
、
内
部
と
外

部
の
あ
い
だ
の
曖
昧
な
地
帯
で
あ
り（

3
）、》《

読
み
を
促
す
房
飾
り（

4
）》

で
も
あ
る
。

と
語
る
。

　

さ
て
、Sartre 

の L
a N

ausée 

に
お
い
て
そ
う
し
た Zone 

に
位
置
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
（
但
し
、
奥
付
な
ど
の
後
半
部

に
位
置
す
る
も
の
は
当
論
文
に
直
接
に
関
与
し
な
い
の
で
省
略
す
る
）、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
名
、
著
者
名
が
あ
る
。

次
に A

u C
astor: S. de B

eauvoir 

へ
の
献
辞
、
更
に C

éline 

の L ’E
glise 

か
ら
引
用
さ
れ
た
銘
句
が
つ
づ
き
、
そ
の
あ
と
が 

A
vertissem

ent des éditeurs

：
刊
行
者
の
緒
言

0

0

で
あ
る
。
本
格
的
な Journal

「
日
記
」
に
入
る
前
に Feuillet sans date

「
日
付

の
な
い
紙
片
」
が
序
文
の
役
目
を
果
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
本
文
の
内
容
と
の
連
続
性
の
強
さ
か
ら
す
れ
ば
、「
日
付
の

な
い
紙
片
」
は
既
に
し
て
本
文
の
一
部
を
な
す
も
の
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
。
従
っ
て
当
作
品
に
お
い
て G

enette, B
orges, 

L
ejeune 

ら
の
指
摘
す
る Zone indécise 

に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
献
辞
、
銘
句
、
緒
言
で
あ
ろ
う
。
就
中 P

hilippe L
ejeune 

が 
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frange du texte im

prim
é

：
本
文
の
縁
飾
り
、
と
称
す
る
も
の
は porteuse d ’un com

m
entaire auctorial, ou plus ou m

oins 

légitim
é par l ’auteur （

5
）：

著
者
の
承
認
す
る
コ
メ
ン
ト
の
伝
達
者
、
で
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
献
辞
は
さ
て
お
き L

a N
ausée 

に
お
い
て épigraphe 

以
上
に
そ
の
性
格
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
の
は
《
刊
行
者
の
緒
言
》
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

当
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の A

vertissem
ent

：「
緒
言
」
が L

a N
ausée 

と
い
う
小
説
総
体
に
と
っ
て
如
何
な
る
意
味
を
も
ち
、
ど

の
よ
う
な
役
割
り
を
果
し
て
い
る
か
を
探
り
、「
緒
言
」
を
付
し
た
事
実
か
ら
派
生
す
る
、
ま
た
そ
れ
に
由
来
す
る
問
題
を
追
い
求

め
な
が
ら rom

an à thèse

：
問
題
小
説
の
芸
術
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二

　

問
題
と
な
る
「
緒
言
」
は
さ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は
な
い
。
論
旨
の
展
開
上
予
め
全
文
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

刊
行
者
の
緒
言

　

こ
の
ノ
ー
ト
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ロ
カ
ン
タ
ン
の
書
類
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
一
切
手
を
加
え
ず
刊
行

す
る
。
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
は
日
付
が
な
い
。
が
、
そ
れ
は
確
実
に
日
記
の
書
き
出
し
の
数
週
間
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
考
え
る

に
足
る
根
拠
が
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
遅
く
と
も
一
九
三
二
年
一
月
初
旬
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

当
時
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ロ
カ
ン
タ
ン
は
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
ア
フ
リ
カ
、
極
東
を
旅
し
た
あ
と
、
三
ヶ
月
前
か
ら
ブ
ー
ヴ
ィ

ル
に
腰
を
落
ち
着
け
て
、
ド
・
ロ
ル
ボ
ン
侯
爵
に
関
す
る
歴
史
上
の
研
究
を
仕
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。
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刊
行
者（

6
）

　

緒
言
は
明
ら
か
に
テ
ク
ス
ト
自
体
の
出
自
と
予
告

0

0

0

0

0

を
伝
え
、
以
下
に
展
開
す
る
ノ
ー
ト
が
作
中
人
物
（
主
人
公
）A

ntoine 

R
oquentin 

の
書
類
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
事
実
を
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
刊
行
者
は《éditeurs

》と
複
数
の
形
を
と
り
、《N

ous 

les publions sans y rien changer （
7
）》：

わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

は
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
に
な
ん
ら
の
変
更
も
加
え
る
こ
と
な
し
に
刊
行
す
る
：
と
、

少
な
く
と
も
二
人
以
上
の
人
物
が
暗
に
想
定
さ
れ
、
彼
ら
が
恰
も
偶
然
ノ
ー
ト
を
発
見
し
、
か
つ
そ
の
刊
行
に
関
与
し
た
か
の
如
き

体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
文
を
通
読
す
れ
ば
、
そ
の
緒
言
も
著
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
了
然

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
〝
草
稿
発
見
〞
形
式
と
も
言
う
べ
き
前
ふ
り
を
、
著
者
が
敢
え
て
採
用
し
た
意
図
は
奈
辺
に
あ
っ
た
の
か

を
先
ず
考
え
て
み
よ
う
。

　

咄
嗟
に
思
い
浮
か
ぶ
一
つ
の
事
実
が
問
題
解
明
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。Sartre 

は Sim
one de B

eauvoir 

の
或
る
助

言
を
素
直
に
聞
き
容
れ
て
い
る
。
一
九
三
一
年
十
月
、『
真
実
の
伝
説
』
を
出
版
社
か
ら
拒
否
さ
れ
た Sartre 

は
後
年
『
嘔
吐
』
と

し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
『
偶
然
に
つ
い
て
の
公
開
状
』
を
執
筆
中
で
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
が
会
う
た
び
に
サ
ル
ト
ル
は
書
い
た
も
の
を
私
に
見
せ
て
く
れ
た
。
ご
く
最
初
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
新
し
く
書
い
た

公
開
状
は
ま
だ
非
常
に
『
真
実
の
伝
説
』
に
似
て
い
た
。
そ
れ
は
偶
然
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な
永
い
瞑
想
で
あ
っ
た
。
私
は
、
ロ



　187

第三章 　『嘔吐』における「緒言」の意味

カ
ン
タ
ン
の
発
見
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
幅
を
も
た
せ
る
べ
き
だ
と
サ
ル
ト
ル
に
頑
張
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
物
語
の
中
に
私
た
ち
が

推
理
小
説
中
で

0

0

0

0

0

0

好
む
サ
ス
ペ
ン
ス

0

0

0

0

0

を
少
し
入
れ
る
べ
き
だ
と
。
サ
ル
ト
ル
は
同
意
し
た（

8
）。

　

B
eauroir 

が
「
推
理
小
説
」
仕
立
て
を
進
言
し
、Sartre 

は
そ
の
言
に
従
っ
た
。
サ
ス
ペ
ン
ス
を
入
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
動
詞
の suspendre 

に
は
〔
吊
る
す
・
ぶ
ら
下
げ
る
・
中
断
す
る
〕
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
過
去
分
詞 suspendu 

で
は
〔
吊
る
さ
れ
た
・
空
中
に
あ
る
・
宙
に
浮
い
た
・
保
留
さ
れ
た
〕
と
な
り
、
名
詞 suspens 

で
は
〔
中
断
・
未
決
定
・
不
安
・

期
待
〕
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
。
現
代
英
語
の suspense

（
サ
ス
ペ
ン
ス
）
も
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
映
画
、
小
説
の
分
野
で
は
加

え
て
、〔
ど
っ
ち
つ
か
ず
・
気
が
か
り
・
高
ま
る
緊
張
感
・
は
ら
は
ら
ド
キ
ド
キ
さ
せ
る
場
面
〕
な
ど
の
意
味
に
派
生
す
る
。

な
に
ご
と
も
…
…
し
て
は
い
け
な
い（

9
）

そ
れ
は
と
て
も
…
…
で
あ
ろ
う（

10
）

の
よ
う
な
「
日
付
の
な
い
紙
片
」
で
の
文
の
中
断
（suspention
）
や
作
品
冒
頭
部
に
お
け
る

な
に
か
が
私
の
う
ち
に
起
こ
っ
た
。
も
う
疑
う
余
地
は
な
い（

11
）。
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だ
か
ら
こ
の
数
週
間
に
あ
る
変
化
が
生
じ
た
の
だ
。
と
は
い
え
、
ど
こ
に
？　

そ
れ
は
抽
象
的
な
変
化
で
、
ど
こ
に
も
な
い
の

だ
。
変
わ
っ
た
の
は
私
な
の
だ
ろ
う
か
？（

12
）

　

私
が
変
わ
っ
た
の
だ
、
と
思
う
。
こ
れ
が
最
も
簡
単
な
解
決
だ（

13
）。

　

一
月
二
十
六
日
火
曜
日
。
何
も
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
い（

14
）。

　

上
記
の
よ
う
な
書
き
出
し
は
、
主
人
公
に
生
じ
た
《
変
化
》
が
虚
で
あ
る
の
か
実
で
あ
る
の
か
？　

実
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
実

体
は
何
か
？　

あ
る
い
は
、
そ
の
変
化
の
所
在
は
主
人
公
自
身
の
内
部
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
を
取
り
巻
く
周
囲
に
生
起
し
た

も
の
な
の
か
等
々
を
、
そ
れ
こ
そ
未
決
定
、
不
安
、
気
が
か
り
な
様
相
に
描
写
す
る
意
図
に
従
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
し
て
、
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
ア
フ
リ
カ
、
極
東
を
旅
し
た
後
、
或
る
歴
史
上
の
人
物
の
研
究
の
た
め
ブ
ー
ヴ
ィ
ル
と
い
う
町

に
滞
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る A

ntoine R
oquentin 

な
る
、
素
姓
の
定
か
な
ら
ざ
る
人
物
の
書
類
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
ノ
ー
ト

に
言
及
す
る
「
刊
行
者
の
緒
言
」
配
備
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
サ
ス
ペ
ン
ス
の
効
果
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

　

異
論
は
あ
る
に
せ
よ L

a N
ausée 

は
い
わ
ゆ
る rom

an à thèse （
問
題
小
説
）
と
い
え
る
。Sartre 

が R
oquentin 

に
託
し
て
わ



　189

第三章 　『嘔吐』における「緒言」の意味

れ
わ
れ
に
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
著
者
の
現
象
学
的
存
在
論
の
基
底
を
な
す
「
存
在
発
見
」
乃
至
「
存
在
発
現
」
と
い
う
哲
学
的

シ
ェ
マ
で
あ
る
。
従
っ
て
「
存
在
発
見
」
の
瞑
想
に
終
始
し
た L

a Légende de la Vérité:

『
真
実
の
伝
説
』
の
抽
象
性
を
克
服
す
る

手
段
と
し
て
、B

eauvoir 

は
「
瞑
想
に
ロ
マ
ネ
ク
な
幅
を
も
た
せ
る
べ
き
だ
」
と
助
言
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
元
来
哲
学

は
純
粋
に
言
語
の
交
錯
す
る
理
論
の
場
、
い
わ
ば
非
人
称
の
世
界
で
あ
り
、
登
場
人
物
や
個
々
の
具
体
的
状
況
な
ど
不
要
な
、
抽
象

的
な
領
域
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間

0

0

と
は
、
…
…
事
物

0

0

と
は
…
…
と
い
う
形
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
の

タ
ー
ム
は
血
の
通
っ
た
人
間

0

0

0

0

0

0

0

、
量
感
を
伴
っ
た
事
物

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
い
。
様
々
な
、
個
々
の
、
具
体
的
な
状
況
、
限
定
さ
れ
た
枠
内
に
置
か

れ
て
初
め
て
人
間
が
人
間
と
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、
事
物
が
事
物
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

描
写
の
領
域
、
そ
れ
が
小
説
の
世
界
で
あ
る
。

　

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
カ
ル
ト
以
降
の
学
問
が
追
究
を
推
し
進
め
た
、
世
界
を
数
学
研
究
的
対
象
と
し
て
把
握
す
る
方
法
か
ら
洩0

れ
出
た
領
域

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
有
機
的
な
、
生
き
生
き
と
し
た
具
体
的
な
世
界
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う die L

ebensw
elt

（
生
活
世
界（

15
））

が

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
説
に
お
け
る
具
体
的
世
界
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
個
々
の
登
場
人
物
が
拠
っ
て
立
つ
、
ま
た
は
否
応

な
く
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
様
々
に
錯
綜
す
る
状
況
で
あ
ろ
う
。
本
来 le texte 

と le hors-texte 

の
間
に
あ
っ
て
、
内
部
と
外
部
の

緊
密
な
境
界
を
も
た
ぬ Zone indécise 

と
称
さ
れ
る
緒
言
で
は
あ
る
が
、L

a N
ausée 

の
緒
言
に
関
し
て
は
作
品
全
体
を
俯
瞰
す
る

位
置
か
ら
見
る
限
り
、
明
ら
か
に
そ
う
し
た
状
況
設
定
の
一
環
を
担
う
役
割
を
も
ち
、R

oquentin 

な
る
一
個
の
実
存

0

0

（
個
人
）
を

ヴ
ィ
ヴ
ィ
ド
な
作
中
人
物
た
ら
し
め
る incarnation

（
受
肉
）
の
作
用
を
秘
め
た
〔
場
〕
と
し
て
、
ロ
マ
ネ
ク
ス
の
効
果
を
睨
ん
だ

小
説
技
法
上
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
配
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
前
の G

enette 

の
言
う
《Frange de texte im

prim
é qui, en réalité, com

m
ande toute la lecture

》：
読
み
を
促
す
房

飾
り
と
し
て
、
サ
ス
ペ
ン
ス
効
果
で
あ
る
期
待
感
の
醸
成
を
任
と
す
る
以
上
に
、
緒
言
の
数
行
が
主
人
公
の présentation

：
紹
介
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を
意
味
内
容
と
し
て
い
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
文
の
プ
ロ
ッ
ト
と
の
関
係
濃
度
故
に
、
内
容
的
に
は Zone indécise 

と
い
う

よ
り
本
文
の
一
部
を
な
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

と
こ
ろ
で
、〝
原
稿
発
見
〞
形
式
に
よ
る
書
き
出
し
は
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
に
読
者
を
魅
き
つ
け
る
イ
ン
パ
ク
ト

を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
作
品
に
よ
り
強
力
な
普
遍
性
や
真
実
味
を
持
た
せ
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
、
小
説
技
法
の
歴
史
的
変

遷
の
上
か
ら
み
て
も
少
な
か
ら
ず
採
用
さ
れ
て
き
た
古
典
的
な
手
法
で
あ
る
。

　

結
論
的
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
原
稿
発
見
の
形
式
採
用
は
〔
話
者
〕
乃
至
〔
視
点
〕
の
設
定
に
一
つ
の
目
的
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
作
品
の
語
り
は
〔
一
人
称
〕
が
可
能
に
な
る
。
但
し
、
一
人
称
の
叙
法
を
得
る
た
め
の
前
ふ
り
は
原
稿
発
見
の
形
式
に
限
ら
れ
る

も
の
で
は
勿
論
な
い
。A

bbé P
révost 

の M
anon L

escaut

（
一
七
三
一
）
の
よ
う
に
、
或
る
事
件
の
当
事
者
か
ら
そ
の
内
容
を
聞

き
と
っ
て
書
い
た
形
式
の
い
わ
ゆ
る
「
回
想
録
小
説
」
も
あ
れ
ば
、R

étif de la B
retonne 

の L
es N

uits de Paris

（
一
七
八
八
）

の
よ
う
に
、
個
人
的
体
験
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
風
の
「
日
記
小
説
」
に
仕
立
て
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、C

om
te de G

uilleragues 

の L
ettres portuguaises

（
一
六
六
九
）
に
始
ま
っ
て C

hoderlos de L
aclos 

の L
es Liaisons dangereuses

（
一
八
八
二
）
あ
た
り

で
頂
点
を
極
め
た
感
の
あ
る
「
書
簡
体
小
説
」
の
形
式
も
一
人
称
の
こ
だ
わ
り
に
発
し
て
い
る
。
就
中
、
書
簡
体
は
イ
ギ
リ
ス
で 

R
ichardson 

の
『
パ
ミ
ラ
』（
一
七
四
〇
）、
ド
イ
ツ
で
は G

oethe 
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』（
一
七
七
四
）
に
窺
い
知
れ
る

よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
、
一
時
代
を
画
し
た
形
式
で
あ
る（

16
）。

　

か
く
し
て
、
話
者
の
人
称
を
設
定
す
る
枠
組
み
の
作
業
が
、
原
稿
の
発
見
、
事
件
の
当
事
者
か
ら
の
聴
取
、
あ
る
い
は
作
者
の
回

想
や
日
記
な
ど
の
形
式
を
産
み
、
そ
れ
ら
は
往
々
に
し
て
緒
言
、
編
者
序
、
版
元
告
な
ど
の
こ
と
わ
り
書
き
と
し
て paratexte 

を
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構
成
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
一
人
称
の
語
り
と
そ
れ
を
構
成
す
る
枠
組
み
は
歴
史
的
に
如
何
な
る
意
味
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、

そ
の
後
の
十
九
世
紀
の
写
実
主
義
や
自
然
主
義
の
時
代
に
ま
す
ま
す
そ
の
傾
向
を
顕
著
に
す
る
〝
本
当
ら
し
さ
〞
に
対
す
る
時
代
的
、

社
会
的
要
請
が
あ
る
。
事
実
、
十
九
世
紀
の
小
説
で
は
、
日
常
的
情
景
を
細
か
く
写
生
す
る
〝
小
説
＝
鏡
〞
理
論
、
い
わ
ゆ
る
ロ
マ

ン
主
義
の
抒
情
性
や
空
想
性
の
過
多
を
排
除
し
、
緻
密
な
分
析
と
観
察
に
よ
る
正
確
と
厳
密
を
尊
重
す
る
、
造
型
的
か
つ
具
象
的
細

密
描
写
が
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
〝
本
当
ら
し
さ
〞、
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
：réalité 

を
効
果
的
に
醸
成
す

る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

翻
っ
て
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
に
眼
を
移
し
て
み
て
も
、
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
反
発
と
し
て
の
写
実
に
類
似
し
た
要
請
を
そ

こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
冒
険
小
説
」「
滑
稽
小
説
」「
牧
人
小
説
」
と
い
っ
た
、
や
や
も
す
れ
ば
荒
唐
無
稽
と
も
言
え

る
小
説
の
時
代
、
厳
密
な
脚
韻
を
も
つ
定
形
詩
や
劇
作
上
の
規
則
に
沿
っ
た
演
劇
な
ど
の
よ
う
な
、
形
式
的
制
約
に
縛
ら
れ
な
い
小

説
は
、
そ
の
自
由
放
埓
な
虚
構
性
故
に
前
二
者
の
よ
う
な
市
民
権
を
得
た
ジ
ャ
ン
ル
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
無

根
な
絵
空
事
を
勝
手
な
空
想
で
で
っ
ち
上
げ
た
も
の
と
い
っ
た
見
方
が
支
配
的
で
、
そ
の
虚
構
性
が
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
社
会

へ
の
浸
透
と
人
々
の
支
持
を
阻
ん
で
い
た
と
言
え
る
。
当
時
最
高
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
い
え
ば
演
劇
、
わ
け
て
も
五
幕
の
韻
文
悲
劇

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
後
の
大
小
説
家 H

onoré de B
alzac 

が
親
の
反
対
を
押
し
て
文
学
を
志
し
、
初
め
て
手
が
け
た
の
も
韻
文
の

歴
史
劇
で
あ
っ
た
。
一
八
二
〇
年
に
於
い
て
さ
え
そ
う
し
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

　

故
に
、
不
道
徳
な
恋
物
語
、
現
実
離
れ
し
た
作
り
話
と
し
て
、
蔑
視
の
対
象
で
あ
っ
た
小
説
に
緒
言
を
付
す
、
つ
ま
り
「
聴
取
」
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「
日
記
」「
回
想
」
の
枠
を
は
め
て
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
衣
裳
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
で
、
単
な
る
想
像
の
産
物
で
は
な
く
「
事
実

0

0

」
を
仮
装

さ
せ
る
効
果
は
あ
っ
た
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
一
人
称
の
叙
法
は
更
に
内
容
の
真
実
性
を
増
幅
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
一
人
称
の
叙
法
は
如
何
な
る
意
味
を
も
つ narration 

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
種
の
小
説
の
成
功
は
、
話
者
自
身
が
自
分
の
現
在
の
状
況
を
報
告
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
以
上
の
情
熱
を
読
者
に
感
得

せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
『
ペ
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
』
以
降
に
現
れ
た
幾
つ
か
の
魅
力
あ
る
作
品
の
成
功
の
理
由
の
一
つ
で

あ
る（

17
）。

　

Jean R
ousset 

は
一
人
称
の
叙
法
の
役
割
を
述
べ
る
に
際
し
、M

ontesquieu 

が L
ettres persanes 

再
版
に
寄
せ
た
省
察
を
引
き

合
い
に
出
し
、「
こ
う
し
た
小
説
の
成
功
は
話
者
自
身
が
自
分
の
現
在
の
近
況
を
報
告
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
る
以
上
の
情
熱
を

読
者
に
感
得
せ
し
め
る
こ
と
」
に
あ
る
と
言
う
。
更
に
「
情
熱
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
て
、
感
得
せ
し
め
る
場
合
、
三
人
称
は
不

利
で
あ
る（

18
）」

旨
を
述
べ
て
い
る
。rom

an épistolaire 

に
関
す
る
論
評
で
は
あ
る
が
、
書
簡
体
に
限
ら
ず
、
日
記
や
回
想
に
も
同
価

の
手
段
と
し
て
こ
の
叙
法
は
作
用
す
る
筈
で
あ
る
。
人
物
は
、
自
ら
が
生
を
生
き
て
い
る
と
同
時
に
そ
の
生
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
物
語
る
者
と
同
時
代
を
生
き
る
読
者
も
、
登
場
人
物
が
生
き
て
、
書
い
て
い
る
生
を
同
時
に
生
き
る
わ
け
で
、
書
簡
体
小
説
は

生な
ま

の
感
情
に
読
者
を
近
づ
け
る
の
で
あ
る（

19
）。

渦
中
に
あ
る
事
件
、
情
況
に
対
峙
す
る
話
者
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
感
情
、
刻
々
と
移
り
変

わ
る
情
況
の
展
開
に
沿
っ
て
変
化
す
る
心
の
動
き
な
ど
を
表
現
す
る
最
良
の
手
段
と
し
て
の
叙
法
と
言
え
る
。
要
す
る
に
、
神
の
視
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線
に
も
似
た
遍
在
す
る
三
人
称
の
叙
法
は
、
予
見
不
能
な
未
来
へ
の
不
安
や
、
選
択
の
前
に
立
た
さ
れ
た
迷
い
な
ど
の
自
我
の
多
面

性
、
現
実
解
釈
の
多
様
性
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

今
少
し
史
的
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
眺
め
て
み
た
い
。
冒
険
小
説
の
よ
う
な
三
人
称
か
ら
一
人
称
に
到
る
形
式
の
変
化
は
、
言
い

か
え
れ
ば
そ
の
ま
ま
行
動
の
小
説

0

0

0

0

0

か
ら
内
面
告
白
に
よ
る
心
理
小
説

0

0

0

0

へ
の
移
行
を
意
味
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
小
説
の

歴
史
が
物
語
る
よ
う
に
、
小
説
が
人
間
の
「
自
我
」
の
表
現
で
な
か
っ
た
時
代
は
な
い
。
自
我
と
は
何
か
、
自
我
を
如
何
に
把
え
る

か
、
そ
の
様
々
な
表
現
創
造
が
作
中
人
物
の
言
動
と
し
て
描
か
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
小
説
の
黎
明
期
か
ら
十

八
世
紀
ま
で
は
、
行
動

0

0

こ
そ
が
そ
の
行
為
者
の
像
を
決
定
す
る
、
と
い
う
考
え
が
支
配
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
は
、
い
わ
ば
、
眼
差

0

0

し0

が
人
を
石
化
す
る
と
い
う Sartre 

の
視
線
の
哲
学
の
領
域
に
重
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
徐
々
に
人
々
は
行
動
を
起
こ
す
前
の

本
人
の
意
図
や
目
論
見
と
、
行
為
の
末
に
生
じ
た
思
い
が
け
ぬ
結
果
や
期
待
を
裏
切
る
自
ら
の
姿
の
間は
ざ
まに
乖
離
を
見
出
す
よ
う
に
な

り
、
そ
の
間は
ざ
まを
埋
め
合
わ
す
必
要
を
感
じ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
間は
ざ
まを
埋
め
合
わ
す
補
完
材
料
が
反
省
と
懐
疑
の

自
我
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
懐
疑
と
反
省
の
自
我
が
、
二
十
世
紀
に
到
っ
て
カ
フ
カ
を
嚆
矢
と
す
る「
問
い
か
け
」

の
文
学
を
生
む
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
と
生
活
に
対
す
る
問
い
か
け
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
の
流
派
に
実
存
主
義
が
あ
る
。

か
く
し
て
、
反
省
と
懐
疑
に
よ
る
自
我
の
探
求
、
実
存
の
不
可
視
的
な
内
面
の
動
き
の
詳
細
な
報
告
書
と
し
て
、
自
我
の
心
理
を
扱

う
告
白
体
の
小
説
が
生
ま
れ
、
一
人
称
が
尊
ば
れ
た
所
以
で
あ
る
。

　

ま
た
、
刻
々
変
化
す
る
内
面
の
生
を
語
る
に
最
適
な
時
称
は
「
現
在
」
で
あ
る
。
一
人
称
現
在
に
よ
る
直
接
的
現
実
の
把
握
は
、

感
情
の
揺
れ
と
進
展
に
応
じ
て
、
そ
の
動
揺
す
る
生
を
体
験
し
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
回
想
、
伝
聞
、
聴
取
の
形
式
以
上

に
一
人
称
現
在
が
そ
の
特
性
を
発
揮
す
る
の
は
日
記
体
で
は
な
か
ろ
う
か
。R

oquentin 

と
い
う
一
個
の
孤
独
な
実
存
の
内
面
の
生
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の
記
録
は
、
か
く
し
て
当
初
よ
り
日
記
形
式
を
と
る
必
然
性
を
秘
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
発
見
さ
れ
た
日

記
と
し
て
。

四
　

三
十
歳
で
一
四
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
年
金
、
と
は
い
え
私
は
老
人
で
は
な
い
！　

な
に
か
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
な
ん
で
も
よ

い
の
だ
が（

20
）。

　

主
人
公
は
年
一
四
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
暮
ら
す
年
金
生
活
者
で
あ
る
が
、
ま
だ
三
十
歳
に
す
ぎ
な
い
。

　

三
十
歳
に
し
て
私
は
自
分
を
哀
れ
に
思
う
。
時
に
、
残
り
の
三
十
万
フ
ラ
ン
を
一
年
で
使
い
果
た
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
、
と

思
う（

21
）。

　

自
分
の
為
す
べ
き
こ
と
を
誰
れ
か
が
与
え
て
く
れ
な
い
か
、
残
り
の
三
十
万
フ
ラ
ン
を
一
年
で
使
い
尽
し
た
方
が
よ
く
は
な
い

か
、
と
い
う
思
い
を
常
に
抱
き
な
が
ら
、
し
か
し
実
行
す
る
勇
気
も
な
い
自
分
を
憐
れ
み
、
も
て
あ
ま
し
て
い
る
孤
独
な
中
年
男
の

内
面
生
活
の
記
録
が
件
の
「
日
記
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
記
録
の
色
調
は
暗
く
陰
鬱
で
あ
る
。
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何
か
が
私
の
う
ち
に
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
病
気
み
た
い
に
や
っ
て
き
た（

22
）。

気
分
が
悪
い
！　

全
く
よ
く
な
い
。
私
は
あ
れ
を
、
不
潔
感
を
、
嘔
吐
を
感
じ
る（

23
）。

　

私
は
気
乗
り
の
し
な
い
ま
ま
に
掛
け
布
団
の
下
の
彼
女
の
セ
ッ
ク
ス
を
撫
で
て
い
た
。（
…
…
）
至
る
所
蟻
や
百
足
や
蛾
が
這

い
ま
わ
っ
て
い
た
。（
…
…
）《
こ
の
公
園
は
嘔
吐
の
匂
い
が
す
る
》
と
私
は
叫
ん
だ（

24
）。

町
が
死
ぬ
と
植
物
が
町
を
侵
略
し
、
石
の
上
を
這
い
回
る
だ
ろ
う（

25
）。

　
「
何
か
が
病
気
の
よ
う
に
や
っ
て
来
た
。
気
分
が
悪
い
。
不
潔
を
感
じ
る
。
嘔
気
を
感
じ
る
。
性
器
に
触
る
。
蟻
や
百
足
や
蛾
が

走
り
回
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
レ
ダ
の
像
が
指
で
自
分
の
性
器
を
指
し
て
い
る
。
庭
は
嘔
吐
の
匂
い
が
す
る
。
強
姦
の
血
み
ど
ろ
の
欲
望

が
背
後
か
ら
私
を
お
そ
う
。
町
が
死
ぬ
時
、
植
物
が
町
を
侵
略
し
、
石
を
覆
い
つ
く
す
…
…
」
と
い
っ
た
不
快
、
鄙
猥
、
陰
惨
な
イ

メ
ー
ジ
の
幻
覚
的
か
つ
強
迫
的
観
念
に
満
ち
た
表
現
が
全
編
を
覆
う
。
こ
の
よ
う
な négatif 

な
イ
メ
ー
ジ
の
語
彙
、
表
現
へ
の
こ

だ
わ
り
に
関
し
て
は
、Sartre 

本
人
の
個
人
的
資
質
や
、
実
際
に
彼
が
試
み
た
と
い
う
メ
ス
カ
リ
ン
の
幻
覚
剤
の
影
響
な
ど
が
云
々

さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
原
則
的
に
は
、
作
者
の
作
品
構
想
の
基
底
を
為
す
動
機
を
第
一
義
に
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

作
品
の
テ
ー
マ
と
も
言
え
る
物
質
世
界
（
即
自
存
在
）
の
有
様
を
詳
細
に
描
写
し
、
存
在
の
顕
現
に
対
す
る
主
人
公
の
恐
怖
感
、
嫌

悪
感
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



196　

第三部 　レトリック
　

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て B

oisdeffre 

が scatologie （
26
）と

称
し
た
そ
の
糞
便
談
話
的
記
述
を
、A

ragon 

は
「〈
存
在
の
断
片
〉
を
表
現
す

る
た
め
の
心
理
的
自
然
主
義（

27
）」

と
呼
び
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
ラ
ッ
ク
も Sartre 

の
小
説
が
自
然
主
義
の
流
れ
の
上
に
あ
る（

28
）

こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
然
主
義
は
そ
の
写
実
の
規
範

0

0

0

0

0

の
影
響
を Sartre 

の écriture 

に
及
ぼ
し
て
い
る
と
す
る
証
言
も
あ
る
。

こ
の
件
に
関
し
て G

eneviéve Idt 

は M
odéles scolaires dans l ’écriture sartrienne 

に
於
い
て
、Sartre 

の écriture 

に
及
ぼ
し
た

学
校
用
の
文
章
モ
デ
ル
に
言
及
し
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
「L

a N
ausée 

か
ら L

es M
ots 

に
至
る Sartre 

の
エ
リ
チ
ュ
ー
ル
は
学
校
用
文
章
モ
デ
ル
と
曖
昧
な
関
係
を
樹
立
し
、
こ
れ
を
育

成
し
て
お
り
、
仮
面
を
つ
け
た
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
も
し
く
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
猥
雑
と
神
聖
の
間
を
揺
れ
動
く（

29
）」。Idt 

は Sartre 

の
原
初
的
文
体
形
成
に
、
一
九
一
五
年
〜
一
九
一
七
年
に
か
け
て
、
ア
ン
リ
Ⅳ
世
校
で
使
用
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス
語
教
授
法
・
挿
絵

入
り
練
習
帳（

30
）』

な
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
一
例
と
す
る
、
学
校
教
育
が
採
用
し
た
模
範
例
文
が
影
を
落
と
し
て
い
る
と
見
て
い
る
。
中
等

教
育
前
期
課
程
の
こ
の
時
期
、
生
徒
が
模
範
と
し
て
仰
い
だ
の
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
主
義
作
家
の
方
法
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

観
察
が
条
件
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
描
写
の
原
則
そ
の
も
の
で
あ
る
。
予
め
よ
く
観
察
せ
ぬ
限
り
な
に
か
を
上
手
く
描
写
す
る
こ

と
は
出
来
な
い（

31
）。

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
描
写
の
原
則
は
〝
観
察
〞
で
あ
る
。
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あ
ー
！　

祖
父
が
よ
く
言
っ
て
い
た
。
眼
が
あ
る
だ
け
で
は
充
分
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
を
役
立
て
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
。

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
幼
い
こ
ろ
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ね
？　

フ
ロ
ベ
ー
ル
は　

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
を
一
本
の
木

の
前
に
二
時
間
も
座
ら
せ
て
、
そ
れ
を
言
葉
で
書
き
表
す
修
行
を
課
し
た
の
さ（

32
）。

　
〝
教
育
パ
パ
〞
を
兼
ね
た
祖
父
の
シ
ャ
ル
ル
が
幼
い Sartre 

に
課
し
た
練
習
も
ま
た
、
樹
の
観
察
で
あ
っ
た
し
、
例
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
も
ほ
ぼ
同
意
の
課
題
を
提
示
す
る
。

　

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
言
っ
て
い
る
。
大
事
な
こ
と
は
こ
れ
ま
で
誰
も
見
て
い
な
か
っ
た
、
誰
も
書
か
な
か
っ
た
一
つ
の
局
面
を
発

見
す
る
た
め
に
、
充
分
時
間
を
か
け
て
非
常
に
注
意
深
く
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
見
つ
め
る
こ
と
だ
。
燃
え
盛
る
炎
や
一

本
の
樹
を
描
く
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
そ
れ
ら
が
他
の
い
か
な
る
炎
、
い
か
な
る
樹
に
も
似
て
い
な
い
境
地
に
至
る
ま

で
、
そ
の
木
や
炎
の
前
に
と
ど
ま
る
こ
と
だ（

33
）。

　

時
間
を
充
分
か
け
て
慎
重
に
観
察
し
、
誰
に
も
見
え
な
か
っ
た
、
誰
も
語
っ
て
い
な
い
様
相
を
見
出
す
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
課
し
た
練
習
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
練
習
課
題
の
観
察

対
象
と
し
て
ア
カ
シ
ア
や
プ
ラ
タ
ナ
ス
な
ど
の
樹
木
を
採
用
し
て
お
り
、L

es M
ots 

の
主
人
公
が
プ
ラ
タ
ナ
ス
に
魅
入
ら
れ
た
り
、

L
a N

ausée 

の
主
人
公
が
マ
ロ
ニ
エ
の
根
っ
こ
に
こ
だ
わ
る
原
因
の
一
つ
を
、Idt 

は
当
時
の
描
写
練
習
に
よ
る
も
の
と
見
て
い
る
。

ま
た
作
者
の
中
の l ’opposition entre le “littéraire ” et le “scolaire ”

：
文
学
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
学
校
教
育
に
よ
る
も
の
と
の
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対
立
が
、

　

そ
う
い
う
わ
け
で
サ
ル
ト
ル
の
最
初
の
エ
ッ
セ
ー『
真
理
伝
説
』は
編
集
者
か
ら
断
ら
れ
た
。
つ
ま
り
文
体
が
擬
古
典
的
で
し
ゃ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ち
こ
ば
っ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
の
だ（

34
）。

　

Idt 

に
よ
る
と
、
文
章
に
擬
古
典
的
で
し
ゃ
ち
こ
ば
っ
た
、
教
科
書
的
な
痕
跡
を
残
し
た
た
め
に
『
真
実
の
伝
説
』
の
出
版
が
阻

ま
れ
た
と
も
語
っ
て
い
る
。

　

R
oquentin 

の
眼
差
し
は
様
々
な
事
物
を
凝
視
す
る
。
小
石
、
泥
水
に
つ
か
っ
た
ノ
ー
ト
の
紙
片
、
鏡
を
見
つ
め
て
い
る
う
ち
に

猿
に
見
え
て
く
る
自
分
の
顔
、
駅
員
さ
ん
の
店
の
ア
ド
ル
フ
の
ズ
ボ
ン
吊
り
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
け
だ
も
の
の
よ
う
な
自
分
の
手
、

そ
し
て
マ
ロ
ニ
エ
の
根
な
ど
が
、
カ
メ
ラ
・
ア
イ
に
も
似
た
綿
密
な
観
察
に
よ
る
描
写
で
詳
細
に
記
述
さ
れ
る
。
一
例
を
示
す
こ
と

に
す
る
。

　

そ
れ
で
も
見
て
い
て
楽
し
い
も
の
が
頬
の
柔
ら
か
い
部
分
の
上
や
額
の
上
に
あ
る
。
私
の
頭
蓋
を
金
色
に
彩
る
、
綺
麗
な
赤
い

炎
、
つ
ま
り
頭
髪
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
見
て
心
地
よ
い
も
の
だ
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
鮮
明
な
色
を
し
て
い
る
。
赤
色
に
は
満
足

し
て
い
る
。
そ
れ
が
そ
こ
、
鏡
の
中
に
あ
っ
て
、
見
ら
れ
て
お
り
、
輝
い
て
い
る
。
私
は
ま
だ
し
も
恵
ま
れ
て
い
る
。
万
一
額
が

栗
色
と
も
金
髪
と
も
決
め
か
ね
る
く
す
ん
だ
色
の
髪
の
毛
を
戴
い
て
い
た
ら
、
額
は
曖
昧
模
糊
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
私
に
眩
暈



　199

第三章 　『嘔吐』における「緒言」の意味

を
感
じ
さ
せ
た
だ
ろ
う
。

　

私
の
視
線
は
も
の
う
く
ゆ
っ
く
り
と
額
か
ら
頬
へ
と
下
り
る
。
な
ん
ら
確
固
と
し
た
も
の
に
出
会
わ
ず
座
礁
す
る
。
明
ら
か
に

そ
こ
に
は
鼻
が
あ
る
。
眼
が
あ
り
、
口
が
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
こ
う
し
た
も
の
に
意
味
は
な
い
。
人
間
的
な
表
情
さ
え
も
な

い
。（
…
…
）
子
供
の
頃
叔
母
の
ビ
シ
ョ
ワ
が
よ
く
言
っ
て
い
た
。
あ
ま
り
長
く
鏡
で
顔
を
見
つ
め
る
と
猿
に
見
え
て
く
る
よ
、

と
。（
…
…
）
筋
肉
が
微
か
に
震
え
る
の
が
見
え
る
。
生
気
の
な
い
肉
片
が
花
開
い
て
投
げ
や
り
に
ぴ
く
ぴ
く
動
く
の
が
見
え
る
。

特
に
こ
の
よ
う
に
間
近
に
見
る
と
眼
は
恐
ろ
し
い
。
ガ
ラ
ス
の
よ
う
で
柔
ら
か
く
、
赤
く
縁
取
ら
れ
て
、
な
に
も
見
え
て
い
な
い

よ
う
だ
。
ま
る
で
魚
の
鱗
の
よ
う
に（

35
）。

　

鏡
に
映
る
顔
の
執
拗
な
記
述
は
更
に
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
写
実
の
規
範
に
支
え
ら
れ
た
描
写
に
よ
る
徐
々
な
る
視
線
の

移
動
は
更
に
、「
固
定
さ
れ
た
或
る
場
面
の
様
々
な
相
を
少
し
ず
つ
あ
ば
き
だ
し
な
が
ら
、
物
語
の
サ
ス
ペ
ン
ス
の
調
子
を
う
ま
く

盛
り
上
げ
て
い
く（

36
）」

効
果
も
併
せ
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
駆
使
し
て Sartre 

が R
oquentin 

に
託
し
て
行
お
う
と
し

た
の
は
無
論
内
面
の
写
実

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
自
我
の
現
在
時
の
記
述

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。R

oquentin 

は
自
己
の
瞬
間
の
意
識
を
把
え
る
カ
メ
ラ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
。五

　

前
に
紹
介
し
た
顔
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
写
実
の
規
範
を
引
き
ず
る
描
写
は
外
界
描
写
に
そ
の
特
性
を
発
揮
す
る
。
存
在
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が
そ
の
無
気
味
な
様
相
を
露
わ
に
す
る
、
例
の
マ
ロ
ニ
エ
の
根
の
記
述
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

マ
ロ
ニ
エ
の
根
が
私
の
ベ
ン
チ
の
真
下
で
地
中
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
た
。（
…
…
）
マ
ロ
ニ
エ
は
目
の
前
で
ひ
し
め
き
合
っ
て

い
た
。
緑
の
錆
び
が
幹
の
半
ば
ま
で
覆
っ
て
い
る
。
黒
く
膨
れ
た
樹
皮
は
皮
革
に
似
て
い
た（

37
）。

　

マ
ロ
ニ
エ
の
樹
は L

a N
ausée 

の
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
と
し
て
繰
返
し
記
述
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
な
る
外
界
描
写
の
み

で
は
作
者
の
創
作
意
図
は
伝
わ
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
描
写
の
中
に
作
者
の
主
観
と
主
張
が
侵
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

存
在
が
ふ
い
に
姿
を
現
し
た
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
範
疇
の
無
害
な
外
観
を
失
っ
た
。
事
物
の
練
り
粉
そ
の
も
の
と
な
り
、
根
っ

こ
の
全
体
が
存
在
の
中
に
練
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
い
や
む
し
ろ
、
根
っ
こ
や
公
園
の
柵
、
ベ
ン
チ
、
ま
ば
ら
な
芝
草
と
い
っ
た
す

べ
て
が
消
滅
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
物
の
多
様
性
や
個
性
は
仮
の
姿
で
あ
り
、
漆
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
漆
が

溶
け
た（

38
）。

　

存
在

0

0

が
突
如
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
い
だ
・
抽
象
的
範
疇
に
属
す
無
害
な
様
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
事
物

0

0

の
揑
粉
・
事
物
の
多
様
性

0

0

0

等
々
の
表
現
が
マ
ロ
ニ

エ
の
根
を
形
容
す
る
。《
樹
》
の
、《
事
物
》
の
写
実
的
描
写
に
こ
う
し
た
抽
象
的
な écriture 

が
入
り
混
じ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

そ
の
時
《
樹
》
は m

éditation philosophique

（
哲
学
的
瞑
想
）
を R

oquentin 

に
誘
う
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
樹
は
瞑
想
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
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そ
れ
が
根
で
あ
る
こ
と
が
私
に
は
も
は
や
思
い
出
せ
な
く
な
っ
て
い
た
。
言
葉
が
消
え
う
せ
て
、
そ
れ
と
共
に
事
物
の
意
味
や

使
用
法
も
、
ま
た
事
物
の
表
面
に
人
間
が
刻
み
付
け
た
希
薄
な
し
る
し
も
消
え
う
せ
た（

39
）。

　

事
実
、
次
に
私
が
把
握
し
え
た
す
べ
て
は
基
本
的
に
不
条
理
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
。
不
条
理
と
言
う
も
こ
れ
ま
た
言
葉
で

あ
る
。
私
は
言
葉
と
格
闘
し
て
い
る
。
あ
そ
こ
で
は
事
物
に
触
れ
て
い
た（

40
）。

　

重
要
な
こ
と
、
そ
れ
は
偶
然
性
で
あ
る
。
定
義
上
存
在
は
必
然
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
現
れ
て
見
出

さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
の
推
論
を
許
さ
な
い（

41
）。

　

根
で
あ
る
こ
と
が
思
い
出
せ
な
く
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
言
葉
も
、
事
物
の
意
味
も
そ
の
使
用
法
も
、
ま
た
事
物
に
記
し
た
符
号

も
消
え
去
っ
た
。
私
が
把
握
し
え
た
す
べ
て
は
、
根
源
的
な
不
条
理
に
帰
せ
ら
れ
る
。
大
事
な
の
は
偶
然
性
と
い
う
こ
と
だ
。
定
義

づ
け
れ
ば
、
存
在
と
は
必
然
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
…
…
。
以
上
の
よ
う
な
記
述
は
明
ら
か
に Sartre 

の
《
事
物
》（
樹
）
に

対
す
る
現
象
学
的
解
釈
の
一
部
を
為
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て Idt 

は
こ
う
語
る
。

　
『
言
葉
』
第
二
部
「
書
く
こ
と
」
で
は
、
樹
が
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
、
言
語
に
よ
る
《
観
念
論
的
還
元
》
の
対
象
で

あ
る（

42
）。
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L
es M

ots 

の
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
樹
が Poulou 

に
と
っ
て
そ
の
本
性
を
明
示
す
る
、
言
葉
に
よ
る
《
観
念
論
的
還
元
》
の
対
象
で
あ
っ

た
よ
う
に
、L

a N
ausée 

で
は
マ
ロ
ニ
エ
が
同
価
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、Les M

ots 

の
よ
う
な
自
伝
的
エ
ッ
セ
ー
と
異
な
り
、La N

ausée 

は
小
説
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
た écriture m

étaphysique 

は
、
芸
術
創
造
と
し
て
の
小
説
の écriture littéraire 

と
親
密
な
関
係
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
暫
時 Jean R

ousset 

の
言
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

　

作
家
は
な
に
か
を
言
う
た
め
に
書
く
の
で
は
な
い
。
作
家
は
画
家
が
自
己
を
描
く
た
め
に
絵
を
描
く
よ
う
に
、
自
ら
を
表
現
す

る
た
め
に
書
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
万
一
彼
が
芸
術
家
で
あ
れ
ば
、
彼
は
作
品
と
い
う
創
作
手
段
に
よ
っ
て
の
み
自
己
を
語
り
、

自
分
を
描
く
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
機
械
的
な
、
あ
る
い
は
職
人
的
な
や
り
方
で
図
式
的
に
作
品
を
構
想
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
：
創
造
（création

）
は
製
造
（fabrication

）
で
は
な
い（

43
）。

　

作
家
は
画
家
が
自
分
を
表
現
す
る
た
め
に
描
く
よ
う
に
自
分
を
書
く
の
で
あ
り
、
作
品
と
い
う
構
成
手
段
に
よ
っ
て
自
己
表
現
す

る
の
で
あ
る
。
芸
術
家
は
自
ら
自
分
を
語
る
こ
と
は
し
な
い
。
創
作
は
制
作
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

芸
術
の
創
作
は
制
作
で
は
な
い
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。R

oussset 

は G
aëtan P

icon 

に
賛
同
す
る
。

　

現
代
芸
術
以
前
の
作
品
は
先
行
す
る
経
験
の
表
出
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
作
品
は
構
想
さ
れ
た
も
の
や
見
ら
れ
た
も
の
を
表
現
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し
た
。
従
っ
て
、
経
験
か
ら
作
品
へ
の
移
行
が
制
作
技
法
で
あ
っ
た
。
現
代
芸
術
に
と
っ
て
作
品
は
表
出
で
は
な
く
て
創
造
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
見
せ
る
も
の
で
あ
り
、
映
し
出
す
こ
と
で
な
く
て
形
作
る
も
の
な
の
で
あ
る（

44
）。

　

要
す
る
に
、
現
代
芸
術
以
前
の
作
品
は
先
行
す
る
経
験
の
表
出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
か
ら
、
作
品
は
体
験
や
見
解
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
制
作
技
法
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
経
験
か
ら
作
品
へ
の
移
行
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
現
代
芸
術
の
作
品
は
表
出
に
あ

ら
ず
創
造
で
あ
り
、
映
し
出
す
こ
と
で
は
な
く
て
形
づ
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
大
き
な
違
い
は la com

position et l ’exécution sont contem
poraines 

構
想
と
実
行

0

0

0

0

0

（
制
作
）
が
同
時

0

0

0

で
あ
り
、l ’im

age 

de l ’œ
uvre n ’est pas antérieure à l ’œ

uvre 

作
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
品
に
先
行
し
な
い

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

　

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
十
七
世
紀
の
理
論
家
た
ち
に
は
、
先
行
す
る
イ
デ
ー
や
内
的
構
想
が
予
め
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
イ
デ
ー

や
構
想
は
制
作
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
頭
の
中
に
《
完
璧
な
形
》
が
出
来
上
っ
て
い
て
、
芸
術
家
は
そ
れ
を
表

現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
頭
の
中
の
作
品
が
、
作
品
そ
れ
自
体
に
先
行
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る（

45
）。

　

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
十
七
世
紀
で
は
イ
デ
ー
や
内
的
構
想
が
予
め
措
定
さ
れ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。《
完
璧
な form

e

》
が
出
来
上
っ
た
の
ち
に

作
者
は
そ
れ
を
表
明
し
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
つ
ま
り
構
想
と
制
作
は
独
立
し
た
も
の
で
、
夫
々
に
時
間
差
が
あ
っ
た
と
い
え

る
。
故
に
、
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ラ
シ
ー
ヌ
は
、
構
想
を
書
き
終
え
た
と
き
悲
劇
は
仕
上
が
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
制
作
は
構
想
よ

り
も
易
し
い
と
言
う
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う（

46
）。

　

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

L
a N

ausée 
に
お
い
て
は
先
行
す
る
内
的
構
想
、
プ
ラ
ン
は
現
象
学
的
存
在
論
と
い
う
明
確
な
シ
ェ
マ
、
い
わ
ゆ
る form

e 

を

も
っ
た la préexistence=

l ’Idée 

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
錯
綜
し
て
顔
を
の
ぞ
か
せ

る écriture m
étaphisique 

は
、
例
え
ば《
樹
》の
凝
視
の
場
面
で
、
静
止
し
た
対
象
の
描
写

0

0

0

0

0

と
語
り
の
記
述

0

0

0

0

0

の
交
錯
と
な
っ
て
表
わ

れ
る
。

　

ロ
カ
ン
タ
ン
は
《
構
想
》
の
規
範
を
律
儀
に
尊
重
す
る
。
但
し
そ
れ
は
描
写
の
構
想
で
は
な
い
。
描
く
べ
き
対
象
が
不
動
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
《
光
景
》
に
還
元
さ
れ
え
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
マ
ロ
ニ
エ
の
枝
が
《
動
く
》
と
し
て
も
、

そ
れ
は
《
場
面
》
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。《
語
り
》
の
構
想
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
展
開
以
前
に
そ
の
《
素
材
》
が
提
示
ず
み

な
の
で
あ
る（

47
）。

　

Idt 

は
、《
構
想
》
の
規
則
に
沿
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
必
ず
し
も
対
象
描
写
の
《
光
景
》
に
還
元
さ
れ
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
《
語
り
》
の
構
想
の
《
素
材
》
が
予
め
提
示
済
み
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
語
り
の
構
想
を preéxistence 

と
し
て
の 

form
e 

と
考
え
れ
ば
、
そ
の
説
明
は
充
分
な
説
得
力
を
も
つ
。C

laude-E
dm

onde M
agny 

は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
、
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『
嘔
吐
』
の
よ
う
な
書
物
に
は
語
の
本
来
的
な
意
味
で
の
二
重
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
実
際
に
は
相
互
に
し
っ
か

り
組
み
合
わ
さ
れ
た
二
冊
の
書
物
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ジ
は
交
互
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
や
は
り

混
然
と
一
体
と
な
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
の
で
あ
る〔
…
…
〕こ
の
本
の
中
心
を
な
す
現
象
学
的
あ
る
い
は
形
而
上
的《
経
験
》と
、

主
人
公
の
心
理
的
《
経
験
》
と
は
滅
多
に
溶
け
合
わ
な
い（

48
）。

と
語
っ
て
い
る
。

六

　

推
敲
に
推
敲
を
重
ね
、
苦
吟
し
な
が
ら M

adam
e B

ovary 

を
執
筆
し
て
い
た F

laubert 

は
、L

ouise C
olet 

へ
の
手
紙
で
文
体
の

苦
し
み
を
う
っ
た
え
つ
づ
け
た
。

　
《
ど
ん
な
に
精
魂
を
こ
め
て
首
飾
り
の
真
珠
を
み
が
い
た
こ
と
か
、
忘
れ
て
い
た
の
は
ひ
と
つ
だ
け
、
珠
に
通
す
糸
だ
っ
た
の

で
す（

49
）。》

《
真
珠
が
集
ま
れ
ば
首
飾
り
に
な
る
。
し
か
し
、
首
飾
り
を
作
る
の
は
糸
な
の
で
す（

50
）。》
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M
ém

oire d ’un fou, N
ovem

bre, Q
uidquid Volueris 

と
い
っ
た
、
若
き
日
の
習
作
を
す
べ
て
失
敗
と
認
め
て
い
た F

laubert 

が
気

づ
い
た
《
糸
》
と
は form

e 

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の form

e 

と
は
作
品
の
秩
序
、
形
式
、
構
成
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
は
構
想
の
完
全
な
表
現
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
構
想
は
執
筆
過
程
で
同
時
進
行
に
生
ま
れ
ゆ
く
、
作
者
自
身
に
も
不
明
な
秘
密

で
あ
る
。

　

制
作
実
行
は
そ
の
実
行
な
し
に
は
知
り
え
な
か
っ
た
も
の
を
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
提
示
し
た
。
そ
れ
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
自
身
で
あ
っ

た
。
芸
術
家
が
詩
人
に
な
り
、
画
家
と
な
り
、
あ
る
い
は
音
楽
家
と
な
る
の
は
、
作
品
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

フ
ォ
ル
ム
：
形
の
成
立
過
程
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
で
も
以
降
で
も
な
い
。
彼
が
現
在
あ
る
自
分
と
な
る
の
は
創
作

行
為
を
通
じ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る（

51
）。

　

芸
術
家
が
詩
人
、
画
家
、
音
楽
家
に
な
る
の
は form

e 

の
実
現
に
よ
る
の
だ
が
、
そ
の
実
現
は
そ
れ
以
前
で
も
以
降
で
も
な
く
、

制
作
実
行
と
同
時
に
形
作
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
行
動
に
よ
っ
て
発
見
し
て
ゆ
く
、
自
分
に
も
不
明
で
あ
っ
た
作
者
の
秘
密
な

の
で
あ
る
。

　

習
作
時
代
の F

laubert 

の
作
品
の
こ
と
ご
と
く
は
、《
虚
無
》
と
《
死
》
を
表
現
せ
ん
と
す
る
異
常
な
意
欲
の
た
め
に
、
即
物
的

な
死
の
描
写
や
、
観
念
的
で
抽
象
的
な
虚
無
論
議
の
徒
ら
な
饒
舌
に
終
始
し
、「
生
の
あ
と
に
は
た
だ
虚
無
が
あ
る
。
よ
っ
て
一
切

は
空
し
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
残
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
問
題
は
、
作
者
の
意
図
が
余
り
に
明
白
に
見
え
て
し

ま
う
よ
う
な
、
あ
か
ら
さ
ま
に
意
味
を
指
示
し
過
ぎ
る
描
写
や
語
彙
の
羅
列
は
、
作
品
を
貧
弱
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
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あ
る
。

　

問
題
小
説
の
陥
り
や
す
い
罠
も
そ
こ
に
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
が
問
題
小
説
の
宿
命
と
も
言
え
よ
う
。
と
は
い
え
、「
散

文
は
本
質
的
に
功
利
的
な
も
の
で
あ
り
、
散
文
家
と
は
言
葉
を
利
用
す
る
人
で
あ
る（

52
）」

立
場
を
と
る Sartre 

に
し
て
み
れ
ば
、
何

か
を
う
っ
た
え
、
表
明
す
る
意
図
を
も
つ
問
題
小
説
に
そ
う
し
た
描
写
は
不
可
避
な
、
宿
命
的
な
も
の
と
い
う
認
識
は
覚
悟
の
上
の

こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
種
の
小
説
で
は
そ
れ
以
上
に
テ
ー
マ
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
ら
せ
る
こ
と
が
急
務
な
の
で
あ

る
。
プ
ル
ー
ス
ト
で
あ
れ
ば
隠
喩
的
文
体
を
用
い
、
パ
ラ
ン
プ
セ
ス
ト
（
重
ね
焼
き
羊
皮
紙（

53
））

の
映
像
的
処
理
に
委
ね
た
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
部
分
が
、
表
層
的
な
外
観
描
写
の
中
に
忽
然
と
姿
を
現
わ
す Idée 

の
抽
象
的
記
述
と
な
っ
て
表
れ
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。

　

L
a N

ausée 

の
世
界
は
非
常
に
単
純
な
構
造
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
テ
ー
マ
（
先
行
す
る thèse

）
の
踊
る
舞
台
は
敢
え
て

自
我

0

0

と
存
在

0

0

の
み
の
狭
い
世
界
に
集
約
限
定
さ
れ
て
い
る
。
人
間

0

0

と
事
物

0

0

し
か
存
在
し
な
い Sartre 

の
世
界
観
に
は
中
間
世
界
が

0

0

0

0

0

な
い

0

0

、
とM

erleau-Ponty 

は
非
難
し
た（

54
）が

、L
a N

ausée 

の
世
界
は
更
に
極
端
に
単
純
化
さ
れ
た
シ
ェ
マ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ

で
は
〝
自
分
と
事
物
〞
の
関
係
の
み
が
語
ら
れ
て
い
て
、
極
言
す
れ
ば A

nny, autodidacte 

な
ど
の
他
の
登
場
人
物
も R

oquentin 

に
と
っ
て
は
《
事
物
》
に
堕
し
た
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
他
人
に
い
っ
さ
い
心
を
開
か
な
い
孤
独
な
主
人
公
に
と
っ
て
は
、

人
間
も
も
の

0

0

に
等
し
い
。
作
者
の
先
在
的 Idée 

が
敢
え
て
こ
う
し
た
型
の
主
人
公
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
簡
略
に schém

atiser

：
図
式
化
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
内
容
と
す
る
小
説
に
お
い
て
、
作
者
の
意
図
が
、
イ
メ
ー
ジ

の
造
型
を
超
え
て
、écriture m

étaphysique 

の
形
で
洩
れ
出
る
の
は
、
或
る
意
味
で
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
不
利
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な
条
件
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
こ
そ B

eauvoir 

は
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
幅
を
も
た
せ
る
べ
き
だ
」
と
、
ま
た
、「
推
理
小
説
中
で
私
た

ち
が
好
む
サ
ス
ペ
ン
ス
を
少
し
入
れ
る
べ
き
だ
」
と
助
言
し
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
そ
の
助
言
を
聞
き
容
れ
た
時
、Sartre 

は
極

め
て
自
然
の
う
ち
に
、
本
文
（
日
記
）
の
前
ふ
り
と
し
て
「
緒
言
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
瞬
時
に
思
い
つ
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
緒
言
」
は L

a N
ausée 

成
功
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
数
え
上
げ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。




