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第
一
章　

フ
ラ
ン
ス
現
代
文
学
に
見
る
〔
不
条
理
〕
の
実
体

―
カ
ミ
ュ
、
マ
ル
ロ
ー
、
サ
ル
ト
ル
―

　
《
こ
の
本
は
今
世
紀
に
散
見
さ
れ
る
不
条
理
の
感
覚
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
―
厳
密
に
言
っ
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
認
識

し
え
な
い
不
条
理
の
哲
学
を
扱
う
も
の
で
は
な
い（

1
）。》

　

ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
が
、
一
九
四
二
年
刊
行
の
『le m

ythe de sisyphe

（
副
題
：essai sur l ’absurde

：
不
条
理
の
試
論
）』
の

前
書
き
を
、
上
記
の
語
り
で
始
め
て
以
来
、〔l ’absurde 

不
条
理
、l ’absurdité 

不
条
理
性
〕
な
る
言
辞
が
突
如
天
空
高
く
舞
い
上

が
り
、
そ
の
後
し
ば
し
の
間
燦
然
と
文
学
（
と
り
わ
け
実
存
主
義
文
学
）
の
夜
空
に
妖
し
い
光
芒
を
放
つ
一
つ
の
星
と
な
っ
た
。

　

而
来
、
多
く
の
文
学
研
究
家
、
批
評
、
評
論
家
が
こ
の l ’absurde 

ま
た l ’absurdité 

な
る
言
葉
を
無
視
し
て
フ
ラ
ン
ス
現
代
文

学
を
語
る
こ
と
は
極
め
て
稀
と
い
え
る
一
つ
の
時
代
が
出
現
し
た
。

　

各
々
が
、
様
々
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
各
々
が
様
々
に
こ
の
言
葉
を
解
釈
し
、
ま
た
利
用
し
た
。
し
か
し
、
カ
ミ
ュ
自
身

《
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
え
な
い
不
条
理
の
哲
学
》
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と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
時
代

0

0

0

0

を
生
き
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
時
代

0

0

0

0

は
極
め
て
分
り
に
く
い
代し
ろ

物も
の

で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
生
き
物
の
よ
う
に
流
動
的
で
、
寸
時
も
休
ま
ず
変
化
発
展
し
つ
づ
け
る notre tem

ps

（
現
代
）
と
い
う
代
物
は
ま
こ
と
に
捕

え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。l ’absurdité 

の
概
念
規
定
も
勿
論
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の l ’absurdité 

の
変
形
発
展

と
と
も
に
生
き
て
き
た
同
時
代
人
た
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
把
握
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
想
像
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
理
解
と
は
統
合
す
る
こ
と
で
あ
る（

2
）と

カ
ミ
ュ
が
語
る
よ
う
に
、
把
握
と
は
先
ず
統
一
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
仮
定
す
る

な
ら
ば
、
当
然
統
一
す
る
た
め
の
素
材
（
資
料
）
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
蒐
集
に
は
そ
の
時
代
よ
り
も
若
干
後
の
時
代
に
お
い

て
の
方
が
よ
り
容
易
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
、
輝
き
つ
づ
け
た
一
等
星 l ’absurdité 

の
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
光
芒
が
、
幾
分
お
と
ろ
え
た
か
に
見
え
る
今
の

時
点
で
、
改
め
て
、
こ
の
星
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
見
直
し
て
み
る
作
業
が
一
つ
の
意
義
を
も
た
ら
し
て
く
れ
は
し
ま
い
か
と
い
う

さ
さ
や
か
な
願
い
を
こ
め
て
、
拙
稿
を
お
こ
し
て
み
る
次
第
で
あ
る
。

一　

不
条
理
の
系
譜

　

ラ
テ
ン
神
学
上
重
要
な
用
語
と
い
わ
れ
る
三
位
一
体

0

0

0

0

を trinitas 

と
い
う
語
に
よ
っ
て
規
定
し
た
最
初
の
人
、
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス

（Q
uintus Septim

ius F
lorens Tertullianus 

紀
元
一
六
〇
年
〜
二
二
〇
年
）
が
、「
不
条
理
で
あ
る
が
故
に
私
は
信
ず
る（

3
）」

と
語
っ

て
よ
り
、
パ
ス
カ
ル
等
を
経
て
、absurde, w

idersinn 

は
し
ば
し
ば
西
欧
思
想
界
の
少
な
か
ら
ぬ
人
々
の
口
の
端
に
の
ぼ
っ
た
と

い
わ
れ
る
。

　

東
洋
に
お
い
て
も
、
無
論
こ
う
し
た
観
念
が
絶
え
て
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
、
紀
元
前
六
〇
〇
年
前
後
、
古
代
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イ
ン
ド
の
小
部
族
（
シ
ャ
カ
族
）
の
若
き
王
子
で
あ
っ
た
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
タ
ッ
タ
が
、
此
岸
の
有
る
が
ま
ま
の
姿
に
生0

・
老0

・
病0

・

死0

の
四
苦

0

0

を
見
、
さ
ら
に
は
愛
別
離
苦

0

0

0

0

、
怨0

懀0

会
苦

0

0

等
を
加
え
て
八
苦

0

0

と
措
定
す
る
に
至
る
悩
み
の
根
元
に
は
、
現
世
地
上
世
界
の

諸
々
の
現
象
に
、
彼
が
〔
不
条
理
〕
を
見
据
え
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
東
洋
思
想
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
〔
不

条
理
〕
が
殊
更
に
言
挙
げ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

故
に
、
極
東
の
小
さ
な
島
国
に
ひ
そ
や
か
に
生
息
す
る
わ
れ
わ
れ
が
〔l ’absurdité

〕
に
思
い
を
馳
せ
る
に
あ
た
り
、
先
ず
念
頭

に
置
く
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
不
条
理
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
こ
の
件
に
つ
い
て
は
何
も
始
ま

り
え
な
い
と
考
え
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
言
語
は
使
用
さ
れ
る
時
代
に
よ
っ
て
、
そ
の
含
む
と
こ
ろ
の
も

の
（
現
代
流
に
言
え
ば connotation

）
を
微
妙
に
違
え
る
。
従
っ
て
二
十
世
紀
の
〔l ’absurdité

〕
を
考
え
る
に
は
、
二
十
世
紀
と

い
う
時
代
の
諸
現
象
と
の
絡
み
の
中
で
こ
れ
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
文
学
は
勿
論
そ
う
し
た
諸
現
象
の
う
ち
の
一

ジ
ャ
ン
ル
に
す
ぎ
な
い
が
、
言
語
を
媒
体
と
し
た
芸
術
で
あ
る
点
で
、
こ
の
問
題
を
探
求
す
る
に
適
し
た
領
域
で
あ
る
こ
と
は
言
う

を
俟
た
な
い
。

　

な
お
、
文
中
の
引
用
は
、
原
典
に
当
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
は
原
文
、
そ
の
他
は
翻
訳
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
若
干

読
み
づ
ら
く
な
っ
た
ふ
し
も
あ
り
、
予
め
一
言
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

二　

実
存
主
義
文
学
と
不
条
理

　
《
実
存
主
義
哲
学
（
…
…
）
彼
ら
は
皆
、
物
質
的
外
界
を
「
不
条
理
」
な
、「
理
性
」
を
受
け
つ
け
な
い
も
の
と
見
な
し
、
自
然

科
学
を
頭
ご
な
し
に
軽
蔑
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
「
現
実
」
の
「
重
要
」
な
問
題
と
は
関
係
の
な
い
も
の
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と
し
て
突
き
放
す
。
ま
た
、
歴
史
学
、
経
済
学
、
政
治
学
に
対
し
て
も
同
様
な
態
度
を
と
り
、
そ
こ
か
ら
は
ど
ん
な
真
実
の
、
根

本
的
な
も
の
も
学
び
取
れ
な
い
と
断
定
す
る
。
彼
ら
の
す
べ
て
が
、
自
由
の
観
念
を
、
個
人
を
社
会
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
立
脚

さ
せ
る（

4
）。》

　

一
九
六
五
年
当
時
の
実
存
主
義
に
対
す
る
一
つ
の
公
約
数
的
な
見
方
と
し
て
、
右
記
の
数
行
を
挙
げ
て
み
た
。
こ
の
時
点
以
降

の
、
い
や
、
既
に
そ
の
時
点
以
前
か
ら
、
実
存
主
義
の
流
れ
は
様
々
に
そ
の
支
流
を
分
か
ち
、
ま
た
思
い
思
い
の
曲
折
を
生
じ
始
め

て
い
た
が
、
実
存
主
義
に
対
す
る
大
方
の
見
方
は
上
記
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
フ
ィ
ン
ケ
ル
ス
タ
イ
ン
が
実
存
主
義
を
こ

の
よ
う
に
語
っ
た
の
も
、
実
は
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
同
じ
く
、
一
九
六
五
年
当
時
、『
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』
で
売
り
出
し
た
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
、《
実
存
主
義
の
〝
価

値
判
断
〞
は
〝
内
的
現
実
〞
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
感
覚
生
活
が
全
く
外
界
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
あ
の
『
嘔
吐
』
に
お
け
る

カ
フ
ェ
の
店
主
と
反
対
の
人
間
こ
そ
が
…
…
究
極
的
に
〝
自
由
な
〞
人
間
な
の
だ
…
…（

5
）》

と
語
り
、
実
存
主
義
の
価
値
判
断
は
〝
内

的
現
実
〞
に
大
き
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
対
社
会
的
に
で
は
な
く
、
純
粋
に
個
人
的
な
問
題
提
起
こ
そ
が
実
存
主
義
者
と
い
わ

れ
る
人
々
に
共
通
の
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、《
世
界
が
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
の
は
、
感
情
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
り
、
知
性
は
世
界
が
訳
の
わ
か
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
と
見
る
。
そ
の
結
果
、
基
本
的
な
実
存
的
体
験
―
サ
ル
ト
ル
が
『
嘔
吐
』
と
い
う
題
名
の
本
で
「
嘔
吐
」
と
呼
ん

で
い
る
世
界
の
不
条
理
に
対
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―
が
生
じ
る
。
嘔
吐
こ
そ
が
実
存
哲
学
の
根
源
な
の
だ
。
知
性
の
み
に
よ
っ
て
観

察
し
た
場
合
、
物
質
的
現
実
は
無
意
味
で
あ
る（

6
）。》

と
も
論
評
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
例
え
ば
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
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の
代
表
作
『
異
邦
人
』
の
主
人
公
ム
ル
ソ
ー
の
行
動
に
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
従
来
、
度
々
評
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ム
ル
ソ
ー

は
感
情
を
神
聖
視
す
る
人
間
で
あ
る
。
ム
ル
ソ
ー
は
レ
イ
モ
ン
を
放
免
さ
せ
る
た
め
に
警
察
に
嘘
を
つ
き
、
ア
ラ
ブ
人
の
女
に
屈
辱

を
う
え
つ
け
る
た
め
に
そ
の
女
を
だ
ま
し
た
り
は
す
る
が
、
自
分
自
身
の
感
情
に
だ
け
は
絶
対
的
に
忠
実
な
の
で
あ
る
。
太
陽
の
せ

い
で
殺
人
を
犯
す
こ
と
自
体
が
そ
の
証
左
と
い
っ
て
よ
い
。
良
く
言
え
ば
「
真
実
へ
の
絶
対
的
な
畏
敬
の
念
に
お
い
て
意
固
地
」
で

あ
り
、
一
面
、
自
己
の
本
能
、
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
き
か
ぬ
幼
児
的
性
格
を
残
し
た
人
物
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
〝
感
情
〞
を
過
度
に
重
ん
じ
る
生
き
方
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
人
の
価
値
判
断
が
〝
内
的
現
実
〞

に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
当
然
そ
の
反
作
用
と
し
て
外
的
現
実
（
対
社
会
的
視
野
）
は
そ
の
人
の
視
界
か
ら
す

べ
り
お
ち
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
結
果
、
前
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
評
す
る
よ
う
に
、
感
情
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
時
に
の

み
、
世
界
は
意
味
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
知
性
は
世
界
を
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
な
り
、
必
然
的
に
そ
こ
に
は
〔
世0

界
に
対
す
る
不
条
理
性
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〕、
言
い
換
え
れ
ば
、
世
界
は
不
条
理
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
す
る
地
平
が
眼
前
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。

　

大
ま
か
に
で
は
あ
る
が
、〔
不
条
理
〕
を
育
む
土
壌
の
よ
う
な
も
の
、
ま
た
漠
然
と
し
た
不
条
理
観
だ
け
は
以
上
の
記
述
で
捉
え

う
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
を
一
つ
の
目
安
と
し
て
具
体
的
に
個
々
の
事
例
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
が
、
各
作
家
の
作
品
の
選
定
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
比
較
的
初
期
の
作
品
に
的
を
し
ぼ
っ
て
み
た
。
そ
の
わ
け
は
、
ど
の
作
家
も
デ
ビ
ュ
ー
当
時
の
も

の
ほ
ど
、
よ
り
純
粋
に
テ
ー
マ
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
い
る
し
、
年
を
経
る
に
従
っ
て
思
考
に
歪
曲
が
生
じ
た
り
、
不
必
要
な
装
飾

が
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
故
に（

7
）。
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三　

M
A
LR
A
U
X

　

ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー

　
《
ぼ
く
は
、
社
会
を
悪
い
も
の
だ
と
も
、
改
善
の
余
地
あ
る
も
の
と
も
考
え
な
い
。
不
条
理
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
と
こ
れ
と
は
、

大
違
い
だ
。
ぼ
く
が
、
あ
の
ば
か
野
郎
ど
も
か
ら
無
罪
放
免
を
か
ち
と
る
た
め
に
（
…
…
）
可
能
な
か
ぎ
り
の
手
を
つ
く
し
た
の

は
自
分
の
運
命
に
つ
い
て
（
…
…
）
一
つ
の
考
え
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
は
こ
ん
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
理
由
で
投
獄
さ
れ
る

の
は
ま
っ
ぴ
ら
だ
と
い
う
考
え
方
だ
。

　
　

不
条
理
な
の
だ
。
不
合
理
だ
と
い
う
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い（

8
）。》

　
『L

es C
onquérants

：
征
服
者
』
の
主
人
公
ガ
リ
ー
ヌ
（G

arine

）
が
手
紙
に
書
き
つ
ら
ね
た
こ
の
数
行
は
少
な
く
と
も
一
つ
の

マ
ル
ロ
ー
流
の
不
条
理
観
を
告
げ
る
。《A

bsurde. Je ne veux nullem
ent dire

：déraisonnable.

》〝
不
条
理
な
の
だ
。
不
合
理

だ
と
い
う
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。〞
つ
ま
り
「
不
条
理

≠

不
合
理
」
と
い
う
こ
と
。

　

後
年
サ
ル
ト
ル
や
、
と
り
わ
け
カ
ミ
ュ
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
〔absurde 

不
条
理
〕
な
る
言
辞
を
含
む
こ
の
一

節
は
さ
ら
に
、《
人
々
が
こ
の
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
ど
う
し
よ
う
と
、
ぼ
く
に
は
興
味
が
な
い
。
ぼ
く
を
傷
つ
け
る
の
は
、
社
会

に
正
義
が
な
い
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、
も
っ
と
根
本
的
な
な
に
か
、
つ
ま
り
、
い
か
な
る
社
会
形
態
に
も
せ
よ
、
ぼ
く
は
同
意
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
な
の
だ（

9
）》

と
な
る
。

　

マ
ル
ロ
ー
の
主
人
公
の
語
る
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
、
前
の
フ
ィ
ン
ケ
ル
ス
タ
イ
ン
や
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
語
る
が
ま
ま
の
実
存

的
人
物
像
で
あ
る
。Vertical

（
歴
史
的
）、H

orizontal

（
水
平
的
、
社
会
的
）
な
情
況
に
彼
ら
は
決
然
と
し
て
肉
体

0

0

を
投
げ
込
ん
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で
ゆ
く
。
積
極
果
敢
に
自
己
投
企
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
精
神

0

0

の
方
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
情
況
、
関
係
か
ら
一
歩

退
い
て
、
じ
っ
と
個
の
内
面
を
見
つ
め
て
い
る
態
度
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

因
み
に
、
ア
ン
ド
レ
・
モ
ー
ロ
ワ
が
〝
不
条
理
の
先
駆
者
〞
と
み
な
し
た（

10
）マ

ル
ロ
ー
の
『
征
服
者
』
は
一
九
二
八
年
『
新
フ
ラ
ン

ス
評
論
』
三
月
号
か
ら
七
月
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
、
そ
の
秋
に
は
早
く
も
グ
ラ
ッ
セ
書
店
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
好
評
を

得
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ミ
ュ
の
『
裏
と
表
』（
一
九
三
七
）
よ
り
も
九
年
、
サ
ル
ト
ル
の
『
嘔
吐
』（
一
九
三
八
）
よ
り
も

十
年
、
同
じ
く
サ
ル
ト
ル
の
『
壁
』（
一
九
三
九
）
よ
り
も
十
一
年
以
前
、
ま
た
、
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』『
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
』（
一

九
四
二
）
か
ら
遡
る
こ
と
十
四
年
の
時
点
に
あ
る
。
ま
た
、『
征
服
者
』
を
三
年
遡
る
と
ジ
ッ
ド
の
『
贋
金
つ
か
い
』（
一
九
二
五
）

が
あ
り
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
カ
ミ
ュ
が
〝
故
に
私
は
こ
こ
に
（
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
作
品
）
に
原
則
と
し
て
不
条
理
な
作

品
を
認
め
る
も
の
だ（

11
）〞

と
語
っ
た
カ
フ
カ
の
作
品
『
変
身
』
が A

lexandre V
ialatte 

に
よ
っ
て
『
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
』
誌
上
に
初

め
て
仏
語
訳
紹
介
さ
れ
た
の
も
一
九
二
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
こ
の
一
九
二
八
年
当
時
の
マ
ル
ロ
ー
に
お
い
て
カ
フ
カ
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
は
、
時
間
的
に
見
て
も
無
理
が
あ
る
。

　

影
響
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
従
来
、
研
究
諸
家
に
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
マ
ル
ロ
ー
の
育
っ
た
時
代
の
文

学
思
潮
た
る
サ
ン
ボ
リ
ス
ム
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
挙
げ
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
に
も
う
一
つ
、
マ
ル
ロ
ー
よ
り

も
一
世
代
前
の
作
家
群
、《
誠
実
礼
賛
派
》
と
称
さ
れ
る
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
コ
ク
ト
ー
等
の
流
れ
の
下
手
に

位
置
し
て
い
る
事
実
も
見
逃
し
難
い
。

　

R
.-M

. 

ア
ル
ベ
レ
ス
が
そ
の
著
『B

IL
A

N
 L

IT
T

É
R

A
IR

E
 D

U
 X

X
e SIÉ

C
L

E

：
二
十
世
紀
文
学
の
決
算
』
に
お
い
て
、「
道
徳
秩

序
へ
の
反
抗
」
と
し
て
、《
そ
し
て
「
誠
実
さ
」
の
―
す
な
わ
ち
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
絶
対
性
に
よ
る
べ
つ
の
教
養
へ
の
狂
お
し
い



308　

第五部 　時代と思想

追
求（

12
）》

と
呼
ん
だ
流
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
二
〇
年
代
の
作
家
群
に
一
貫
し
て
共
通
す
る
自
己
を
偽
ら
ず
、
嘘
や
ご
ま

か
し
を
排
し
、
正
直
に
生
き
、
か
つ
自
己
を
誠
実
に
表
現
す
る
生
き
方
を
標
榜
し
た
態
度
の
影
響
で
あ
る
。

　

自
ら
の
同
性
愛
を
含
む
セ
ッ
ク
ス
を
は
じ
め
、
諸
々
の
悪
徳
、
頽
廃
、
愚
行
な
ど
を
日
記
や
小
説
の
形
で
披
瀝
し
た
ジ
ッ
ド
、
プ

ル
ー
ス
ト
、
モ
ー
リ
ャ
ッ
ク
、
ま
た
阿
片
中
毒
を
告
白
し
た
コ
ク
ト
ー
ら
の
、
自
己
を
飾
ら
ず
偽
ら
ず
、
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
す
と

い
う
誠
実
な
態
度
は
、
必
然
的
に
内
省
癖

0

0

0

、
自
意
識
過
剰

0

0

0

0

0

、
さ
ら
に
自
己
偏
愛
的

0

0

0

0

0

シ
ニ
ズ
ム
へ
と
変
貌
し
、
極
め
て
主
観
的
な
作
品

を
生
み
出
す
母
胎
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
、
一
つ
に
は
元
来
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
家
庭
に
は
び
こ
っ
て
い

た
、
宗
教
道
徳
が
培
っ
た
偽
善

0

0

を
あ
ば
く
目
的
で
あ
っ
た
誠
実
礼
賛
の
態
度
は
、
徐
々
に
当
時
の
よ
り
若
き
世
代
を
自
己
偏
愛
や
傲0

慢
な
シ
ニ
ズ
ム

0

0

0

0

0

0

を
、
ま
た
孤
独
を
楽
し
む
方
向
へ
と
追
い
込
む
作
用
を
果
た
し
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
内
面
を
過
度

に
重
視
す
る
生
活
態
度
が
、
い
わ
ば
、
マ
ル
ロ
ー
の
作
中
の
実
存
的
人
物
像
で
あ
る
〝
内
的
現
実
〞
に
価
値
判
断
を
置
く
ヒ
ー
ロ
ー

達
の
姿
と
イ
メ
ー
ジ
を
等
し
く
す
る
に
到
る
過
程
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
部
分
的
に
で
あ
れ
許
さ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
《
彼
は
彼
ら
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
。
殺
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
彼
が
死
ぬ
と

す
れ
ば
、
彼
は
一
人
で
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。（
…
…
）少
な
く
と
も
彼
は
絆
の
う
ち
で
最
も
強
力
な
も
の
は
戦
闘
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
戦
闘
が
あ
っ
た（

13
）。》

　
『L

a C
ondition hum

aine

：
人
間
の
条
件
』
の
一
テ
ロ
リ
ス
ト
陳
（Tchen
）
の
人
と
な
り
を
側
面
か
ら
描
写
し
て
、
マ
ル
ロ
ー

は
右
記
の
よ
う
に
語
る
。
陳
は
一
つ
の
共
同
体
（
党
組
織
）
の
一
員
と
し
て
行
動
す
る
。
し
か
し
、
一
員
と
し
て
行
動
し
な
が
ら
も 
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ourrait seul 

死
ぬ
と
す
れ
ば
一
人
で
死
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
欲
し
て
お
り
、leurs

（
仲
間
）
と
の
連
帯
も le plus fort des liens est le 

com
bat

（
も
っ
と
も
強
い
絆
は
戦
闘
）と
あ
る
通
り
、
直
接
的
に
個
人
対
個
人
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、com

bat

（
戦
闘
）

と
い
う action

（
行
為
）
を
媒
介
に
し
て
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
。
行
為
、
行
動
を
媒
介
と
し
て
の
対
社
会
的
連
繋
と
い
っ
て
よ

い
。

　
『
王
道
』
の
ペ
ル
カ
ン
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
、
陳
を
し
て
限
界
的
情
況
内
に
誘
い
、
ま
た
積
極
的
に
行
動
へ
と
駆
り
立
て
る

も
の

0

0

は
、
究
極
的
に
は
そ
の
行
動
を
結
果
と
し
て
成
功
や
勝
利
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
合
目
的
思
考
と
は
程
遠
い
地
点
に
あ
る
情
念

0

0

の
よ
う
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
て
よ
い
。

　
《
私
は
平
和
を
求
め
て
は
い
な
い
。
私
が
求
め
る
も
の
、
そ
れ
は
…
…
逆
の
も
の
だ
。（
…
…
）
私
は
君
に
言
っ
た
は
ず
だ
。
私

は
平
和
を
求
め
な
い
と（

14
）。》

　

従
っ
て
、
陳
の
希
求
す
る
と
こ
ろ
は
、
革
命
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
革
命
の
成
功
と
は
逆
の
も
の
と
な
る
。
陳
の
ね

ら
い
が la paix

（
平
和
）
で
は
な
く le contraire

（
平
和
と
は
逆
の
も
の
）
と
な
る
の
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
平
明
に
言
っ
て
、

マ
ル
ロ
ー
の
主
人
公
達
を
動
か
す
も
の
は
行
動
志
向
の
情
念

0

0

0

0

0

0

0

な
の
だ
か
ら
。

　

こ
う
し
て
、
マ
ル
ロ
ー
の
描
く
主
人
公
達
は
大
方
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
波
乱
を
含
む
情
況
に
自
ら
を
積
極
的
に
投
げ
込
ん
で
ゆ

く
人
物
、
つ
ま
り
冒
険
者
、
革
命
家
、
軍
人
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。《
外
的
合
目
的
性
を
欠
い
た
冒
険
の
み
が
唯
一
の

征
服
体
験
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
人
間
は
世
界
に
対
す
る
自
己
を
確
認
し
う
る（

15
）》
―R

.-M
. 

ア
ル
ベ
レ
ス
は
マ
ル
ロ
ー
の
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小
説
世
界
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
心
境
を
こ
の
よ
う
に
断
定
す
る
。finalité 

に
は
「
合
目
的
性
」
の
他
に
「
究
極
性
」
と
い
う
意
味
も
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
マ
ル
ロ
ー
の
ヒ
ー
ロ
ー
達
に
は
、
遠
い
未
来
を
見
は
る
か
す
態
度
や
、
将
来
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
明
確

に
意
識
し
た
行
動
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
マ
ル
ロ
ー
の
ヒ
ー
ロ
ー
達
の
人
物
像
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
一
つ
の
特
徴
と
し
て
〔
刹
那
主
義
〕
を
挙
げ

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
、
勿
論
、
遊
蕩
や
快
楽
に
耽
る
類
い
の négatif 

な
刹
那
主
義
で
は
な
く
、positif 

な
創
造
行
為
に
向

け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
や
は
り
、
究
極
性
や
合
目
的
性
を
欠
い
た
行
動
に
身
を
委
せ
る
と
い
う
意
味
で
は

刹
那
主
義
者
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

マ
ル
ロ
ー
の
小
説
の
基
本
的
な
テ
ー
マ
を
為
す
も
の
と
し
て
、
従
来
、
ご
く
初
期
の
『
紙
の
月
』、『
風
狂
王
国
』
以
来
、

〔obsession

：
強
迫
観
念
〕
が
あ
り
、
こ
の
強
迫
観
念
の
前
提
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
内
乱
、
中
国
革
命
、
大
戦
、
牢
獄
な
ど
を
含
む 

l ’absurde

（
不
条
理
）
が
あ
り
、
こ
の
不
条
理
へ
の
悲
劇
的
反
抗
の
不
可
避
な
人
間
の
状
況
を
し
て
、
人
間
の
条
件

0

0

0

0

0

と
す
る
見
方
が

支
配
的
な
通
説
で
あ
っ
た
が
、
今
見
て
来
た
よ
う
に
、
こ
の
不
条
理
へ
の
反
抗
行
為
は
、
ど
う
見
て
も
悲
劇
的

0

0

0

と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
刹
那
的
と
解
釈
し
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
一
体
、
こ
の
刹
那
主
義
的
行
動
を
促
す
例
の
情
念

0

0

0

0

と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
？

　
《「
い
つ
で
も
そ
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
ね
…
…
き
み
は
自
分
の
人
生
に
何
を
期
待
し
て
る
ん
だ
ね
？
」（
…
…
）「
な
に
か
し
ら
ぼ
く

の
な
か
で
反
抗
す
る
も
の
で
す
。」（
…
…
）「
だ
が
な
に
に
対
し
て
だ
ね
。」（
…
…
）「
死
の
意
識
に
対
し
て（

16
）」》。

　
『
王
道
』
の
い
ま
一
人
の
主
人
公
ク
ロ
ー
ド
が
ペ
ル
カ
ン
の
質
問
に
返
し
た
こ
の
文
言
は
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。〔
死

の
意
識
に
対
す
る
反
抗
〕
が
あ
の
情
念

0

0

0

0

の
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
そ
し
て
ま
た
、《
人
生
を
一
つ
の
型
に
は
め
こ
も
う
と
す
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る
連
中
の
言
葉
な
ど
な
ん
に
な
ろ
う
（
…
…
）、
人
生
に
対
し
て
あ
た
え
ら
れ
た
究
極
の
目
的
の
欠
如
こ
そ
、
も
は
や
行
動
の
条
件

に
な
っ
た
の
だ
。（
…
…
）
沈
滞
し
た
世
界
か
ら
、
奪
わ
れ
て
い
る
自
己
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
す
め
と
る
の
だ
…
…
〈
そ
う
し
た

人
間
が
冒
険
と
呼
ぶ
も
の
は
逃
避
で
は
な
い
〉
と
ク
ロ
ー
ド
は
考
え
た（

17
）》。

　

―
沈
滞
し
た
世
界
か
ら
、
奪
わ
れ
て
い
る
自
己
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
り
も
ど
す
―
意
欲
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
他
者

（
社
会
）
か
ら
勝
手
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
自
ら
の
烙
印
を
拒
否
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
順
応
主
義
的
な
生
き
方
や
因
習
的
秩
序
に
埋

も
れ
た
生
活
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
某

0

0

か
ら
脱
け
出
て
他
者
と
異
な
る
自
己
に
な
る
、authentique 

な
自
己
を
見
出

す
、
い
わ
ば
従
来
の
実
存
主
義
哲
学
の
根
本
命
題
た
る
〝
主
体
性
回
復
〞
の
欲
求
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
体
性
回
復
の
欲
求

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
う
情
動

0

0

が
、〔
死
の
意
識

0

0

0

0

〕
と
い
う
ぶ
厚
い
壁
に
一
方
を
遮
ぎ
ら
れ
、
ま
た
、
神
（
信
仰
）
や
永
生
を
否
定
さ
れ
た
時
代
的
情
況

の
中
で
、
普
遍
的
な
秩
序
と
い
う
従
来
的
な
指
針
を
失
い
、
天
に
も
昇
れ
ず
、
地
に
も
潜
れ
ず
、
足あ

掻が

き
、
悶も
だ

え
、
踠も
が

く
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
な
っ
て
働
き
か
け
る
対
象
が
、
果
し
て
〔
死
〕
を
秘
め
た
冒
険
や
危
険
と
い
う
局
限
的
な
情
況
で
あ
っ
た
と
い
う
、
パ
ラ
ド

キ
シ
カ
ル
な
様
相
を
呈
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
〔
死
〕
の
意
識
へ
の
〔
反
抗
〕
は
、
多
分
に
〔
死
の
可
能
性
を
含
む
過
酷
な
情
況
へ
の
積
極
果
敢
な
行
動
〕
と
し
て
現
前

し
て
お
り
、
こ
う
し
た
行
動
が
註
（
15
）
で
ア
ル
ベ
レ
ス
の
語
る
〝
そ
こ
に
お
い
て
の
み
人
間
が
世
界
に
対
す
る
自
己
を
確
認
し
う

る
〞
征
服
体
験
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
経
緯
は
字
義
通
り
〔
不
条
理
〕
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　

― 

不
条
理
は
そ
れ
自
体
矛
盾
な
の
で
あ
る
：
カ
ミ
ュ L

’absurde en lui-m
êm

e est contradiction （
18
）.

―

　

と
は
い
え
、
マ
ル
ロ
ー
の
認
識
の
上
に
あ
る
〔
不
条
理
〕
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
答
は
、
こ
れ
で

は
充
分
で
な
い
。



312　

第五部 　時代と思想
　

ペ
ル
カ
ン
は
今
ま
さ
に
死
の
深
淵
に
落
ち
ゆ
く
間
際
に
述
懐
す
る
。

　
《
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
瀕
死
の
人
間
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
不
条
理
な
の
だ（

19
）。》

　

瀕
死
の
状
態
に
あ
る
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
限
界
に
直
面
し
て
い
る
情
況
を
意
味
す
る
。
故
に
「
人
間
で
あ
る
こ
と
」
と
は
生0

き
る
こ
と

0

0

0

0

そ
の
も
の
、
生0

そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
《
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
瀕
死
の
人
間
で
あ
る
こ

と
よ
り
も
は
る
か
に
不
条
理
な
の
だ
》
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
「
限
界
状
況
に
身
を
逞
し
て
い
な
い
生
は
不
条
理
そ
の
も

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
マ
ル
ロ
ー
の
語
る
〔
不
条
理
〕
は
生
き
る

0

0

0

そ
の
事
実
、
生
の
過
程

0

0

0

0

、
生
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

と
同
義
語
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
さ
ら
に

　
《
…
…
穴
倉
の
動
物
た
ち
に
も
似
た
こ
の
脅
威
、
こ
の
火
、
こ
の
不
条
理
と
と
も
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て（

20
）》

及
び
、

《
苦
痛
の
な
か
で
、
不
条
理
の
中
で
、
屈
辱
の
中
で
、
人
間
達
が
働
く
至
る
所
に
あ
る
も
の（

21
）》

　

の
よ
う
な
表
現
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
茫
漠
と
し
て
つ
か
み
ど
こ
ろ
な
い
あ
る
雰
囲
気
：
圧
迫
、
忿
懣
、
焦
燥
、
苦

悩
、
絶
望
ま
た
希
望
な
ど
が
渾
然
と
渦
巻
い
て
い
る
一
つ
の
抽
象
的
な
世
界

0

0

0

0

0

0

及
び
そ
の
気
分

0

0

0

0

を
も
〔
不
条
理
〕
な
る
言
辞
が
代
表
し

て
い
る
か
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
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四　

C
A
M
U
S

　

ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ

　

カ
ミ
ュ
に
お
け
る
不
条
理
も
ま
た
、
極
め
て
定
義
づ
け
の
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

《
こ
こ
に
述
べ
る
の
は
不
条
理
の
感
覚
で
あ
る
…
…（

1
）》

　

で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
彼
の
関
心
事
は
〔sensibilité absurde

：
不
条
理
の
感
覚

0

0

〕
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

　
《
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
結
論
と
考
え
ら
れ
て
い
た
不
条
理
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
ー
に
お
い
て
出
発
点
と
み
な
さ
れ

る
事
実
に
言
及
す
る
の
は
有
益
な
こ
と
で
あ
る（

22
）。》

　

の
よ
う
に
、『
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
』
を
前
書
き
し
た
事
実
は
何
を
物
語
る
か
。

　

従
来
、
結
論
と
み
な
さ
れ
て
い
た
不
条
理
を
出
発
点
と
し
て
…
…
と
彼
は
語
る
。
つ
ま
り
、〔
不
条
理
〕
と
い
う
も
の
が
あ
る
の

0

0

0

か0

、
な
い
の
か

0

0

0

0

と
い
う
一
つ
の
前
提
、
ま
た
、〔
不
条
理
〕
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
形
態
論
、
い
わ
ば
〔
不
条
理
〕
の

存
在
や
形
態
に
は
ま
る
で
触
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
空
気
が
存
在
す
る
の
が
あ
た
り
前
で
あ
る
が
如
く
に
、
予
め
の
説
明
を
な

お
ざ
り
に
し
た
ま
ま
、
不
条
理
の
属
性
に
つ
い
て
語
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

曰
く
、

　
《
す
べ
て
の
偉
大
な
行
為
や
偉
大
な
思
想
は
取
る
に
足
り
な
い
発
端
か
ら
始
ま
る
。
偉
大
な
作
品
は
時
と
し
て
、
と
あ
る
通
り
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の
曲
が
り
角
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
回
転
ド
ア
か
ら
生
ま
れ
る
。
不
条
理
も
同
様
で
あ
る
。
他
の
も
の
以
上
に
不
条
理
の
世
界
は
惨
め

な
出
生
か
ら
自
ら
の
気
高
さ
を
引
き
出
す（

23
）。》

　

不
条
理
は
、
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
回
転
ド
ア
や
、
あ
る
通
り
の
曲
り
角
で
も
生
じ
る
。
偉
大
な
行
動
、
偉
大
な
思
想
、
偉
大
な
作

品
も
ま
た
し
か
り
…
…
と
。

　

カ
ミ
ュ
は
『
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
』
の
第
一
章
を
〔U

n raisonnem
ent absurde

：
不
条
理
な
論
証
〕
で
説
き
起
こ
し
、
そ
の
テ
ー

マ
は
「L

’absurde et L
e suicide

：
不
条
理
と
自
殺
」
で
あ
る
。

《
真
に
深
刻
な
哲
学
的
問
題
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
自
殺
で
あ
る（

24
）。》

　

と
い
う
こ
と
は
、
不
条
理
は
わ
れ
わ
れ
の
ご
く
身
近
な
空
間
の
何
処
に
で
も
こ
ろ
が
っ
て
お
り
、
こ
の
不
条
理
感
は
多
分
に
、
わ

れ
わ
れ
を
し
て
自
殺
に
導
く
一
種
の
〝
誘
発
剤
〞
的
な
働
き
を
す
る
も
の
と
、
カ
ミ
ュ
は
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
こ
の
不
条
理
の
感
覚
は
、《
人
生
に
必
要
な
ま
ど
ろ
み
を
精
神
か
ら
奪
う
計
り
知
れ
な
い
感
覚（

25
）》

で
あ
っ
て
、
生
き
て
ゆ

く
の
に
不
可
欠
の
ま
ど
ろ
み

0

0

0

0

を
精
神
か
ら
奪
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、

　
《
生
き
る
こ
と
は
当
然
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
多
く
の
理
由
（
そ
の
最
た
る
も
の
は
習
慣
で
あ
る
が
）
に
よ
っ
て
、
生
活

が
要
求
す
る
行
為
を
わ
れ
わ
れ
は
し
続
け
る（

26
）。》
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習
慣
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
眠
り
こ
け
て
い
る
精
神
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
回
転
ド
ア
を
開
け
た
途
端
に
、
眠
り
か
ら
覚
醒
し
、
そ

こ
に
は
突
如
と
し
て
、
虚
無
へ
の
熱
望
に
直
接
つ
な
が
る le sentim

ent de l ’absurdité 

が
出
現
す
る
と
語
る（

27
）。

　

さ
ら
に
、
こ
の le sentim

ent de l ’absurdité

（
不
条
理
の
感
覚
）
の
属
性
は
、

　
《
わ
れ
わ
れ
が
不
出
来
な
理
由
に
も
せ
よ
、
説
明
で
き
る
世
界
は
慣
れ
親
し
ん
だ
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
突
如
幻
想
と
光

を
奪
わ
れ
た
世
界
の
中
で
、
人
間
は
自
分
が
異
邦
人
と
感
じ
る（

28
）。》

　
「
幻
影
と
光
を
奪
わ
れ
た
宇
宙
の
中
で
自
ら
を
異
邦
人
と
感
じ
る
感
覚
」で
あ
り
、「
寄
辺
も
な
く
、
失
わ
れ
た
祖
国
の
想
い
出
や
、

約
束
さ
れ
た
土
地
へ
の
希
望
を
も
剥
奪
さ
れ
た
追
放
の
感
覚
」
で
あ
り
、「
人
間
と
そ
の
生0

、
俳
優
と
そ
の
舞
台
装
置
の
間
に
生
じ

る
断
絶
感
で
あ
っ
て
、
こ
の
感
覚
に
襲
わ
れ
る
と
誰
も
が
自
殺
を
思
う
」
と
言
う
の
で
あ
る（

28
）。

　

ま
た
、《
不
条
理
は
極
端
な
緊
張
で
あ
り
、
こ
の
緊
張
は
絶
え
ず
孤
独
な
努
力
で
維
持
す
べ
き
も
の
で
あ
る（

29
）。》と

語
っ
て
も
い
る
。

　

カ
ミ
ュ
は
、
不
条
理
は
極
端
な
緊
張
で
あ
っ
て
、
こ
れ

0

0

を
孤
独
な
努
力
で
絶
え
ず
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
何
故
な
ら
、
不

条
理
は
〔
対
立
関
係
〕
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
立
の
一
方
の
項
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
不
条
理
か
ら
逃
避
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る（

30
）。

自
殺
は
例
え
ば

《
問
題
は
和
解
せ
ず
し
て
死
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
分
の
意
思
で
死
ぬ
こ
と
で
は
な
い（

31
）。》
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和
解
し
て
死
ぬ
、
求
め
て
死
ぬ
行
為
で
あ
り
、

《
意
識
で
あ
り
、
か
つ
反
抗
で
も
あ
る
こ
の
よ
う
な
拒
否
は
諦
め
の
反
対
の
も
の
で
あ
る（

32
）。》

　

そ
う
し
た
も
の
を
拒
否
す
る
（ces refus

）
こ
と
こ
そ
が
、
意
識
的
で
あ
り
、
反
抗
的
で
あ
る
生
き
方
に
通
じ
る
の
で
あ
り
、
こ

う
し
た
反
抗
が
生
を
価
値
あ
る
も
の
に
す
る
と
語
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
諸
素
材
を
ざ
っ
と
ま
と
め
て
み
る
と
、〔
不
条
理
の
感
覚
〕
と
は
、
習
慣
的
惰
性
生
活
の
進
行
過
程
に
、
突
如
裂さ
け

目め

が
生
じ
、
醒
め
た
精
神
が
一
つ
の
エ
ア
・
ポ
ケ
ッ
ト
に
吸
い
込
ま
れ
る
。
そ
の
エ
ア
・
ポ
ケ
ッ
ト
は
一
つ
の
全
く
別
の
宇
宙
を
成
し

て
い
て
、
明
暗
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
暗
い
世
界
、
ま
た
、
ま
っ
た
く
他
者
と
の
連
繋
を
断
た
れ
た
孤
独
の
世
界
で
あ
り
、
一
歩
を
踏

み
出
せ
ば
そ
こ

0

0

に
は
虚
無
（
死
）
の
深
淵
が
限
り
な
く
暗
く
、
果
て
し
な
く
深
い
口
を
あ
け
て
待
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
宇
宙
に

迷
い
込
ん
だ
感
覚
で
あ
る
よ
う
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、

　
《
こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
テ
ー
マ
は
ま
さ
し
く
不
条
理
と
自
殺
の
関
係
で
あ
る
。
自
殺
が
不
条
理
の
解
決
と
な
る
正
確
な
限
度
で
あ

る（
33
）。》
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カ
ミ
ュ
は
、
不
条
理
の
解
決
に
自
殺
が
ど
の
程
度
有
効
た
り
う
る
か
、
と
問
い
か
け
な
が
ら
、
結
局
は
不
条
理
な
経
験
は
自
殺
か

ら
程
遠
い
も
の
だ（

34
）と

結
論
す
る
。

　

そ
し
て
、《V

ivre, c ’est faire vivre l ’absurde. （
35
）》

生
き
る
と
は
不
条
理
を
生
か
す
こ
と
だ
と
語
る
。

　

こ
こ
に
き
て
、
不
条
理
の
価
値
判
断
は
負0

か
ら
正0

へ
と
逆
転
す
る
。

　
《
不
条
理
を
生
か
す
と
は
、
先
ず
そ
れ
を
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
る
。
エ
ウ
リ
デ
ィ
ス
と
反
対
に
、
不
条
理
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

か
ら
顔
を
背
け
る
と
き
に
し
か
死
な
な
い（

36
）。》

　

不
条
理
を
生
か
す
と
は
、
不
条
理
を
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
り
、
人
が
そ
れ

0

0

か
ら
身
を
か
わ
す
時
に
の
み
不
条
理
は
死
ぬ
と
語
る
。

つ
ま
り
、
人
を
し
て
死
に
至
ら
し
め
る
深
い
絶
望
感
や
孤
独
感
と
し
て
の
不
条
理
の
感
覚
は
、
忌
み
嫌
い
こ
れ
を
敢
て
避
け
る
べ
き

対
象
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
逆
に
、
人
が
生
き
て
ゆ
く
上
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。

　

つ
づ
け
て
、
彼
の
言
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

　
《
首
尾
一
貫
し
た
哲
学
的
態
度
の
一
つ
が
、
従
っ
て
反
抗
で
あ
る
。
反
抗
は
人
間
の
、
ま
た
人
間
自
身
の
闇
に
対
す
る
永
遠
の

対
決
で
あ
る
。（
…
…
）
こ
の
反
抗
が
人
生
に
価
値
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
反
抗
は
生
あ
る
限
り
彼
の
上
に
横
た
わ
り
、
彼
に
偉

大
さ
を
取
り
戻
さ
せ
る（

37
）。》



318　

第五部 　時代と思想
　

不
条
理
か
ら
身
を
か
わ
す
の
で
は
な
く
、
逆
に
〔
不
条
理
〕
に
反
抗
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
説
く
。
そ
の
反
抗
の
行
為
故
に
生
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

価
値
あ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

に
な
り
、
ま
た
偉
大
な
も
の

0

0

0

0

0

に
な
る
と
言
う
。

　

一
つ
の
解
釈
と
し
て
、「
生0

を
価
値
あ
る
も
の
た
ら
し
め
る
行
為
が
働
き
か
け
る
対
象
と
し
て
、〔
不
条
理
〕
は
人
間
の
眼
前
に
厳

と
し
て
措
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
…
…
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
充
分
察
し
が
つ
く
よ
う
に
、〔
不
条
理
〕
と
い
う
の
は
客
観
的
な
実
体
を
伴
う
観
念
で
は
な

い
。
こ
れ
は le sentim

ent de l ’absurde

（
不
条
理
の
感
覚
）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
条
理
感
と
い
う
も
の
を
端
的
に
言

い
表
わ
す
な
ら
ば
〔
対
人
的
、
対
物
的
、
対
宇
宙
的
疎
外
感
〕
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
何な
ん

人び
と

に
も
、
何
物
に
も
訴
え

よ
う
の
な
い
感
覚
が
、
或
る
日
突
然
に
わ
れ
わ
れ
を
襲
う
。
し
か
も
こ
れ

0

0

は
生
存
の
一
つ
の
条
件
（une condition hum

aine

）、

生
き
て
い
る
限
り
付
き
ま
と
っ
て
離
れ
ぬ
代
物
で
あ
り
、
自
殺
を
誘
発
す
る
恐
れ
の
あ
る
毒
物

0

0

な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
カ
ミ
ュ
は
、《L

e suicide est une m
éconnaissance （

38
）.

》
自
殺
は
認
識
の
誤
り
、
見
損
い
で
あ
る
と
言
う
。
不
条
理
に

対
し
て
は
、
逆
に
、
反
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
反
抗
故
に
生0

は
価
値
あ
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
カ
ミ
ュ
に
と
っ
て
、
不0

条
理

0

0

と
は
生0

を
価
値
あ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

、
偉
大
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

た
ら
し
め
る
た
め
の
、
一
つ
の

0

0

0

〔
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
〕
的
手
段
と
な
っ
て
お

り
、
当
初
、
忌
避
の
対
象
と
し
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
た
不
条
理
は
、
こ
こ
に
お
い
て
一
変
、
積
極
的
に
挑
戦
す
べ
き
獲
物

に
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、《
死
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
嫌
悪
を
激
発
す
る
毒
で
あ
る
。
し
か
し
死
は
毒
に
対
す
る
毒
と

し
て
、
待
望
さ
れ
た
医
薬
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
や
な
藥
を
飲
む
と
い
う
患
者
の
力
は
美
味
な
も
の
に
対
す
る
健
康
人
の
欲
望
と
矛

盾
し
な
い（

39
）。》

の
よ
う
に
、
自
殺
と
死
の
関
係
を
語
っ
た
が
、
カ
ミ
ュ
の
場
合
、
不
条
理
と
い
う
毒
に
、
い
や
な
薬
を
飲
む
が
如
く
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に
敢
て
挑
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ー
ニ
ェ
は
か
つ
て
、《
彼
の
ペ
ン
に
か
か
る
と
、
世
界
の
不
条
理
は
実
存
主
義
諸
派
の
哲
学
に
よ
っ
て
描
き

出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
た
え
ず
胸
を
圧
迫
し
て
い
ら
だ
た
せ
る
強
迫
観
念
で
は
な
い
こ
と
に
な
る（

40
）。》

と
語
っ
た
が
、
カ
ミ
ュ
に

お
け
る
不
条
理
は
既
に
し
て
、
強
迫
観
念
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
一
つ
の
充
実
し
た
生0

、
生0

を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
反
抗

0

0

の
対
象

0

0

と
し

て
、
立
派
な positif 

な
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
カ
ミ
ュ
の
こ
の
一
種
の
開
き
直
り
に
も
見
え
る
態
度
は
、《
不
条
理
の
推
論
の
最
終
的
な
結
論
は
、
実
は
、
自
殺
を
拒

否
し
、
人
間
の
問
い
か
け
と
世
界
の
沈
黙
と
の
間
に
、
絶
望
的
な
対
立
を
保
つ
こ
と
な
の
で
あ
る（

41
）。》

に
も
窺
え
る
よ
う
に
、『
シ
ジ

フ
ォ
ス
の
神
話
』
か
ら
約
十
年
を
隔
て
て
刊
行
さ
れ
た
『l ’H

om
m

e révolté

：
反
抗
的
人
間
』
に
到
っ
て
更
に
確
固
た
る
信
念
に
結

実
す
る
。

五　

S
artre J.-P

. 

サ
ル
ト
ル

　

J.-P. 

サ
ル
ト
ル
の
不
条
理
観
に
つ
い
て
は
、
彼
の
哲
学
的
随
想
『l ’Ê

tre et le N
éant

：
存
在
と
無
』
の
中
に
幾
つ
か
の
ヒ
ン
ト
を

得
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　
《
自
殺
は
果
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
選
択
と
肯
定
で
あ
る
。
人
間
に
与
え
ら
れ
た
存
在
ゆ
え
に
、
人
間
存
在
は
存
在
の
普
遍
的

な
偶
然
性
に
与
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
不
条
理
と
名
づ
け
る
も
の
に
関
与
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
選
択
が
不
条
理

で
あ
る
の
は
、
選
択
に
理
由
が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
選
択
し
な
い
可
能
性
が
な
い
か
ら
な
の
だ
。（
…
…
）
し
か
し
、
こ
こ
で
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言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
、
他
の
現
象
に
結
び
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
現
象
が
合
理
的
世
界
の

中
に
出
現
す
る
と
い
う
意
味
で
こ
の
選
択
が
不
条
理
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い（

42
）。》

　
〝
自
殺
は
存
在
す
る
こ
と
の
選
択
及
び
肯
定
で
あ
る
。
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
存
在
を
通
し
て
、
人
間
存
在
は
普
遍
的
な

偶
然
性
に
加
担
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
事
実
故
に
人
間
存
在
は
不
条
理
で
あ
る
と
言
う
。〞
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
人
間
存
在
そ
の
も
の

が
当
初
よ
り
不
条
理
な
も
の
と
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、「
対
自
」
の
自
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
対
自
の
自
由
は
、
一
つ
の
所
与
で
も
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
特
性
で

も
な
い
が
故
に
、
こ
の
自
由
は
自
己
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
人
間
は
自
ら
を
創
造
し
、
不
断
に
つ
く
り
ゆ
く

選
択
と
し
て
の
み
自
己
を
捉
え
う
る
。
従
っ
て
、
自
由
と
い
う
の
は
、
単
に
、
こ
の
選
択
が
絶
対
的
（
自
由
は
単
に
こ
の
選
択
が
常

に
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
）
で
あ
る
事
実
を
い
う
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
選
択
は
、
何
ら
の
支
え
も
な
く
、
自
ら
に
自

ら
の
動
機
を
命
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
不
条
理
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
う
語
る
〝
こ
の
選
択
が
不
条
理
で
あ

る
の
は
、
こ
の
選
択
が
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
こ
に
選
択
し
な
い
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
が
存
在
し
な

か
っ
た
か
ら
だ
〞
と
。

　

こ
の
不
条
理
は
、
故
に
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
は
ば
ま
れ
た
情
況
、
そ
う
す
る
こ
と
以
外
に
何
の
手
だ
て
も
無
い
、
一
種
の
限
界

状
況
に
お
け
る
論
理
的
、
方
法
的
行
詰
ま
り
」
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、〝
選
択
は
（
選
択
は
す
べ
て
の
理
由
の
彼
方
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
不
条
理
で
あ
る（

42
））、

あ
ら
ゆ
る
理
由
の
背
後
に
あ

る
も
の
と
し
て
不
条
理
〞
な
の
で
あ
り
、
因
果
関
係
の
拒
絶
さ
れ
た
一
つ
の
宇
宙
、
因
果
律
の
及
ば
ぬ
情
況
が
、
不
条
理
と
呼
ば
れ
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て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
以
上
の
項
目
に
つ
い
て
は
、p. 560 

に
お
け
る
、〝l ’absurdité de m

on choix et, par conséquent, de 

m
on être

：
私
の
選
択
の
、
従
っ
て
私
の
存
在
の
不
条
理
〞
等
の
表
現
に
よ
っ
て
も
確
認
し
う
る
と
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
死
や
、
自
殺
に
つ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
、

《
先
ず
も
っ
て
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。
そ
れ
は
死
の
不
条
理
な
性
格
で
あ
る（

43
）。》

　

死
は
不
条
理
也
と
す
る
。「
死
は
つ
ね
に
私
の
死
で
あ
っ
て
、
代
理
の
で
き
な
い
も
の unvertretbar 

で
あ
る
」と
す
る
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
見
解
に
反
駁
し
つ
つ
、
サ
ル
ト
ル
は
、

　
《
死
が
人
生
に
外
部
か
ら
意
味
を
賦
与
す
る
と
は
言
え
な
い
。
意
味
は
主
観
性
か
ら
し
か
や
っ
て
こ
な
い
か
ら
だ
。（
…
…
）
死

は
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
人
生
か
ら
取
り
除
く
こ
と
し
か
で
き
な
い（

44
）。》

　

わ
れ
わ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
理
解
し
た
よ
う
に
、
死
を
「
期
待
さ
れ
た
死
：m

ort attendue

」
に
変
形
さ
せ
る
こ
と
で
、
死

を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
が
、
畢
竟
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
個
別
的
な
死

0

0

0

0

0

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
死
と
い
う
も
の

0

0

0

0

0

0

を
期

待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
死
は
、
私
が
私
を
主
観
性
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
に
置
い
て
い
る
場
合
に
し
か
私
の
死

と
は
な
ら
な
い
。
私
の
死
を
、
代
理
の
き
か
ぬ
主
観
的
な
も
の
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
反
省
以
前
的
な
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
私
の
主
観
性
で
あ
り
、
死
は
、
私
の
対
自
に
、
代
理
の
き
か
ぬ
自
己
性
を
与
え
得
な
い
。〝
死
が
人
生
に
外
か
ら
一
つ
の
意
味
を
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授
け
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
意
味
は
、
主
観
性
そ
の
も
の
か
ら
し
か
や
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
。
死
は
人
生
か

ら
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
除
去
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
人
生
は
一
つ
の
長
い
期
待
で
あ
る
が
、
こ
の
期
待
も
、
死
に

よ
っ
て
、
意
味
不
明
の
不
条
理
な
も
の
と
な
る
〞
そ
し
て
、

　
《
死
に
よ
っ
て
様
々
な
行
為
の
究
極
的
な
価
値
は
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
る
。
い
わ
ば
、
個
別
の
行
為
、
期
待
、
価
値
と
い
っ
た
す

べ
て
の
も
の
が
一
挙
に
不
条
理
の
中
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
死
は
決
し
て
人
生
に
意
味
を
あ
た
え
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ

る
。
反
対
に
、
原
則
的
に
人
生
か
ら
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
除
去
す
る
も
の
で
あ
る（

45
）。》

　

死
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
な
諸
行
為
、
諸
期
待
ま
た
、
諸
価
値
と
い
っ
た
総
体
は
、
一
挙
に
不
条
理
の
中
に
お
ち
こ
ん

で
し
ま
う
。
死
は
人
生
に
意
味
を
与
え
る
ど
こ
ろ
か
、
人
生
か
ら
す
べ
て
の
意
味
を
奪
い
去
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
、

死
と
い
う
も
の
の
〔
不
条
理
性
〕
で
あ
る
と
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。

　

ま
た
、
自
殺
に
関
し
て
、
自
殺
は
将
来
が
自
分
の
行
為
に
与
え
う
る
一
つ
の
意
味
を
必
要
と
す
る
が
、
自
殺
と
い
う
行
為
が
、
そ

の
将
来
を
自
分
に
拒
む
こ
と
に
な
り
、
も
っ
と
別
の
解
決
策
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
す
る
自
ら
の
企
て
の
可
能
性
を
も 

indéterm
iné

（
未
決
定
）な
も
の
と
し
て
し
ま
う
が
故
に《le suicide est une absurdité qui fait som

brer m
a vie dans l ’absusde （

46
）.

》

〝
自
殺
は
、
私
の
人
生
を
不
条
理
の
中
に
沈
め
て
し
ま
う
一
つ
の
不
条
理
〞
で
あ
る
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
死
、
及
び
自
殺
の
不
条
理
性
を
極
め
て
簡
略
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
死
も
、
自
殺
も
、
私
が
生
き
て
い
て
こ
そ
成

立
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
森
羅
万
象
の
意
味
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
。
死
や
自
殺
は
言
葉
を
、
意
味
を
、
推
論
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を
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
行
為
や
価
値
の
判
断
を
全
く
空
虚
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
性
質
の
も
の
で
あ

り
、
す
で
に
し
て
、
論
理
の
手
の
と
ど
か
ぬ
も
の
と
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
故
に
不
条
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
の 

choix 
の
不
条
理
と
同
様
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
限
界
状
況
を
意
味
す
る
言
辞
と
受
け
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
彼
の
小
説
作
品
に
お
け
る
不
条
理
を
も
概
観
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
《L

e m
ot d ’absurdité naît à présent sous m

a plum
e... （

47
）》

　
〝
不
条
理
と
い
う
言
葉
が
、
今
私
の
ペ
ン
の
下
で
生
ま
れ
た
〞
と
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ロ
カ
ン
タ
ン
（A

ntoine R
oquentin

）
は

日
記
『la N

ausée

：
嘔
吐
』
の
後
半
「
午
後
六
時
」
の
章
で
〔
不
条
理
〕
に
思
い
あ
た
る
。

《
不
条
理
は
観
念
で
も
な
く
、
声
の
呼
息
で
も
な
い（

48
）》。

サ
ル
ト
ル
も
ま
た
、
カ
ミ
ュ
と
同
様
、
不
条
理
は idée

で
は
な
い
と
言
う
。

不
条
理
は idée 

に
あ
ら
ず
し
て
、　

足
元
に
居
る
死
ん
だ
長
い
蛇
、
木
の
蛇
、
蛇
と
い
っ
て
も
、
禿
鷹
の
爪
と
い
っ
て
も
よ
い
も

の
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
形
容
し
よ
う
が
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
大
し
て
意
味
が
な
い
と
言
う（

49
）。

　

そ
し
て
、
ロ
カ
ン
タ
ン
は le caractère absolu de cette absurdité

：
不
条
理
の
絶
対
的
性
格
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

　
《
人
間
の
彩
ら
れ
た
小
世
界
で
は
、
一
つ
の
身
振
り
や
一
つ
の
事
件
が
不
条
理
な
も
の
と
な
る
の
は
、
相
対
的
に
で
し
か
な
い
。

そ
の
人
を
取
り
巻
く
状
況
と
の
関
係
に
よ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
狂
人
の
演
説
が
不
条
理
な
も
の
と
な
る
の
は
、
彼
の
い
る
状
況

と
の
関
係
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
妄
想
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
は
な
い（

50
）。》

　
〝
人
間
の
動
作
や
出
来
事
が
不
条
理
な
も
の
と
な
る
の
は
相
対
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
丁
度
狂
人
の
演
説
が
彼
を
と
り
ま
く
情
況
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と
の
関
係
に
お
い
て
不
条
理
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
…
…
〞
つ
ま
り
、
不
条
理
は
相
対
的
世
界
に
生
じ
る
も
の
と
サ
ル
ト
ル
は
語
る

が
、
こ
れ
も
既
に
カ
ミ
ュ
が
語
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
と
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、〝
私
は
絶
対
の
経
験
を
し
た
。
絶
対
あ
る
い
は
不
条
理
の
…
…（

51
）〞 

と
ロ
カ
ン
タ
ン
が
語
る
時
、
不
条
理
は
相
対

的
性
格
を
失
い
、
あ
た
か
も
絶
対
的
性
格
を
帯
び
る
の
如
き
相
貌
を
呈
す
る
が
、
こ
れ
は
、
不
条
理
の
絶
対
的
感
覚
と
い
う
ほ
ど
の

意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
小
説
作
法
上
の
一
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

従
っ
て
、

　
《
あ
の
根
っ
こ
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
不
条
理
と
な
る
何
物
も
あ
の
根
に
は
な
か
っ
た
。
あ
あ
、
そ
れ
を
私
は
ど
の
よ
う

に
言
葉
で
定
義
づ
け
ら
れ
よ
う
？　

不
条
理
：
小
石
と
の
、
黄
色
い
草
の
茂
み
と
の
、
乾
い
た
泥
と
の
、
樹
木
や
空
や
グ
リ
ー
ン

の
ベ
ン
チ
と
の
関
係
に
お
い
て
不
条
理
な
の
だ
。
不
条
理
、
そ
れ
は
還
元
不
可
能
な
も
の
で
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い（

52
）。》

　

と
い
う
具
合
な
文
脈
が
後
に
続
く
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
や
は
り
不
条
理
は
相
対
の
間は
ざ
まに
生
じ
る
現
象
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ロ
カ
ン
タ
ン
の
不
条
理
は
さ
ら
に
―
説
明
や
理
由
の
世
界
は
存
在
の
世
界
で
は
な
い
。
根
の
ざ
ら
つ
い
た
巨
大
な
脚
を

前
に
し
て
は
無
知
と
か
知
識
と
い
う
よ
う
な
観
念
は
全
く
意
味
を
有
た
な
い
。
円
は
不
条
理
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
直
線
が
そ
の

一
端
を
中
心
と
し
て
廻
転
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
う
る
が
故
に
。
従
っ
て
、
円
は
存
在
し
な
い
。
逆
に
、
あ
の
根
っ
こ
は
、

私
が
そ
れ
を
説
明
で
き
な
い
範
囲
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
―
―（

53
）。

と
な
る
。
つ
ま
り
、
ロ
カ
ン
タ
ン
の
不
条
理
は
、
理
性
を
超
え

た
と
こ
ろ
の
、
説
明
を
受
け
つ
け
な
い
世
界
の
謂
で
あ
る
。
円
は
説
明
定
義
づ
け
が
及
ぶ
領
域
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
不
条
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理
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
。
円
と
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の essentia

（
本
質
）で
あ
っ

て
、
未
だ ex-sisto

（
外
に
立
つ
）し
て
い
な
い
、existentia

（
現
実
に
具
体
的
に
存
在
す
る
も
の
）に
到
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
現
実
存

0

0

在
は
す
べ
て
が de trop

《
余
計
な
も
の
》
な
の
で
あ
る
。《m

oi aussi j ’étais de trop （
54
）.

》〝
私
も
ま
た

余
計
な
も
の
だ
っ
た
〞。
ま
た
、
こ
う
し
た
存
在
は
《C

’est la contingence （
55
）.

》
偶
然
性

0

0

0

が
そ
の
本
質
で
あ
っ
て
《pas la nécessité （

56
）.

》

必
然

0

0

で
は
な
い
と
ロ
カ
ン
タ
ン
は
思
う
。
説
明
の
及
ば
ぬ
も
の
と
い
え
ば
当
然
因
果
律
の
及
ば
ぬ
領
域
で
あ
る
か
ら
、

contingence 

と
い
う
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。

　

か
く
し
て
、
自
己
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
そ
の
偶
然
性
故
に

《
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
完
全
に
無
償
な
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
無
償
で
あ
る（

57
）。》

　

完
全
に
無
償
の
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
理
由
づ
け
の
な
い

0

0

0

0

0

0

0

、
根
拠
の
な
い

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
カ
ン
タ
ン
に
感
じ
ら
れ
た
瞬

間
に
、
一
つ
の
全
き
孤
独

0

0

0

0

、
疎
外
感

0

0

0

が
ロ
カ
ン
タ
ン
を
襲
い
、
そ
の
感
覚
が nausée

〔
嘔
吐
〕
を
誘
発
す
る
と
い
う
一
つ
の
図
式

が
完
成
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

存
在
は
偶
然
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
理
由
づ
け

0

0

0

0

や
根
拠

0

0

の
な
い
、
つ
ま
り
無
償

0

0

の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
す
る
こ

と
、
存
在
す
る
も
の
に
は
、
過
去
に
由
来
す
る
原
因
や
所
以
、
同
時
的
に
存
在
す
る
他
の
存
在
と
の
並
行
関
係
な
ど
を
全
く
認
め
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
語
る
存
在
が
〔
不
条
理
〕
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
、
一
つ
一
つ
の
存
在
を
、

集
中
的
に
志
向
〔（L

a conscience est conscience de quelque chose

：
意
識
は
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
）
＝
（
意
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識
は
何
も
の
か
を
志
向
す
る
）〕
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

　

し
か
し
、
一
般
に
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
一
つ
の
も
の

0

0

（objet

）
の
み
を
一
定
時
間
集
中
し
て
志
向
す
る
こ
と
は
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
稀
な
の
で
あ
る
。
視
界
に
入
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
も
の

0

0

0

0

（objets

）
を
総
合
し
つ
つ
志
向
す
る
時
間
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
二
つ
以
上
の
存
在
を
意
識
が
志
向
す
る
時
、
そ
こ
に
は
存
在
と
存
在
と
の
関
係

0

0

に
ま
で
想
念
は
及
ぶ
は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
関
係
性

0

0

0

と
い
う
一
つ
の
機
能
が
生
じ
て
来
る
は
ず
で
あ
り
、
因
果
関
係
、
過
去
と
未
来
に
対
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど

も
当
然
思
考
領
域
に
入
っ
て
く
る
わ
け
で
、
不
条
理
感
と
い
う
も
の
も
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
嘔
吐
』
に
お
け
る
〔
不
条
理
〕
は
、
実
に
、
こ
う
し
た
嘔
吐
感
の
何
た
る
か
を
明
瞭
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
的
プ
ロ
セ
ス
、

ま
た
一
面
で
は
作
品
『
嘔
吐
』
を
憂
色
に
彩
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

六　

不
条
理
と
は
？

　

さ
て
、
三
人
の
作
家
の
諸
作
品
に
立
ち
現
れ
た
数
々
の
〔
不
条
理
〕
を
、
極
め
て
不
充
分
な
が
ら
も
、
概
観
し
て
き
た
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
、
彼
ら
に
共
通
す
る
不
条
理
の
性
格
め
い
た
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

カ
ミ
ュ
、
サ
ル
ト
ル
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、〔
不
条
理
〕
は
先
ず idée

（
観
念
）
と
し
て
で
は
な
く
、sentim

ent

（
感
覚
）

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
。
マ
ル
ロ
ー
の
場
合
は
、
直
接
的
に sentim

ent de l ’absurdité

〔
不
条
理
感
〕
を
表
明
し
た
文
脈
は
見

当
ら
な
い
が
、〔
死
の
意
識
〕
に
由
来
す
る
、obsession

（
強
迫
観
念
）
に
直
面
し
た
、
主
体
性
の
回
復
欲
求
の
情
念
、
情
動
が
渦

巻
い
て
い
る
（
圧
迫
、
忿
満懣
、
焦
燥
、
苦
悩
、
絶
望
、
希
望
等
の
渾
然
と
し
た
雰
囲
気
の
）
一
つ
の
抽
象
的
な
世
界
及
び
そ
の
気
分

0

0

が
〔
不
条
理
〕
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
、
最
終
的
に
は sentim

ent 

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
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さ
し
つ
か
え
な
い
。

　

ま
た
、
彼
ら
三
者
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
〔
生
〕
に
対
す
る
態
度
は
表
現
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

、
生
き

0

0

る
こ
と
自
体

0

0

0

0

0

を
〔
不
条
理
〕
と
み
な
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
マ
ル
ロ
ー
は
、
革
命
、
冒
険
と
い
っ
た
極
限
的
な
危
険
を
は
ら
む
情
況
（
死
と
隣
合
せ
の
情
況
）
へ
の
積
極
果
敢
な
行

動
を
通
し
て
、
人
間
が
世
界
に
対
す
る
自
己
を
確
認
し
、
征
服
体
験
を
味
わ
う
こ
と
で
、〔
不
条
理
〕に
対
抗
す
る
。
注（
19
）の《
人

間
で
あ
る
こ
と
は
、
瀕
死
の
人
間
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
不
条
理
な
の
だ
。》
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
解
釈
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
死
を
賭
し
て
も
働
き
か
け
る
に
足
る
一
つ
の
挑
戦
目
標
と
し
て
、
マ
ル
ロ
ー
の
〔
不
条
理
〕
は
あ
っ
た
。

　

一
方
、
カ
ミ
ュ
に
あ
っ
て
は
、
マ
ル
ロ
ー
流
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
行
動
で
は
な
く
、
反
抗

0

0

と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
逆
に
こ
の
不
条

理
を
、
生0

を
価
値
あ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

た
ら
し
め
、
生0

を
偉
大
に
す
る

0

0

0

0

0

た
め
の
材
料
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
カ

ミ
ュ
は
〔
不
条
理
〕
を positif 

な
意
味
合
い
で
利
用
す
べ
き
対
象
に
変
容
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
手
な

ず
け
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
カ
ミ
ュ
の
モ
ラ
リ
ス
ト
ぶ
り
が
窺
え
る
。

　

そ
の
他
、
い
ず
れ
も
が
不
条
理
を
相
対
世
界
に
生
じ
る
一
つ
の
緊
張
、
緊
迫
状
態
と
看
做
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
カ
ミ
ュ
に
お

い
て
、《
出
来
の
悪
い
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
説
明
可
能
な
世
界
は
慣
れ
親
し
ん
だ
世
界
で
あ
る
。》
の
よ
う
に
、
説
明
可
能
な
世

界
が
不
条
理
の
世
界
の
対
極
に
置
か
れ
る
の
と
同
様
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
も
、
理
性
や
説
明
を
受
け
つ
け
な
い
も
の

0

0

（
例
え
ば

〝
円
〞
は
不
条
理
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
）
が
、
果
し
て
不
条
理
の
領
域
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
々
の
共
通
点
を
窺

う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
よ
り
大
ま
か
な
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
を
眺
め
る
時
、
ど
の
不
条
理
も
が
、
そ
の origine 

を
、
絶
望
的

孤
独
に
由
来
す
る
〔
疎
外
感
〕
に
負
う
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
場
合
の
疎
外
観
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
己
疎
外
の
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
自
己
疎
外
と
不
条
理
は
一
枚
板
の
裏
表
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

疎
外
と
い
う
の
は
、
物
事
や
他
人
と
の
関
係
が
疎
遠
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
、
自
分
が
、
そ
の
場
で
は intim

e 

な
感
じ
を
覚
え
る

こ
と
の
で
き
ぬ
、
い
わ
ゆ
る
異
邦
人
的
違
和
感
を
言
う
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
ロ
ー
の
『
人
間
の
条
件
』
の
陳
は
、
決
し
て
仲
間
と
行
動
を
共
に
し
な
い
。
カ
ミ
ュ
の
ム
ル
ソ
ー
は
母
の
死
を
前
に
し
て
涙

を
流
す
こ
と
が
で
き
ず
、
法
廷
に
立
た
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
彼
の
心
は
法
廷
に
は
な
い
。
ロ
カ
ン
タ
ン
は
ヴ
ー
ヴ
ィ
ル
の
町
に
居

な
が
ら
も
、
意
識
の
志
向
す
る
も
の
は
、
木
の
根
や
、
コ
ッ
プ
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
が
底
知
れ
ぬ
孤
独
の
中
に
沈
み
込
ん
で
い

る
。

　

ロ
カ
ン
タ
ン
の
よ
う
に
、
深
い
孤
独
の
う
ち
に
あ
る
者
が
、
コ
ッ
プ
や
木
の
根
を
、
た
だ
一
つ
の objet 

に
的
を
し
ぼ
っ
て
見
つ

め
る
時
（
志
向
す
る
時
）、
そ
れ
ら
が
既
に
し
て
、
コ
ッ
プ
で
な
い
、
木
の
根
と
感
じ
ら
れ
な
い
瞬
間
は
誰
し
も
体
験
す
る
こ
と
だ
。

　

こ
れ
を
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
《
経
験
の
第
一
次
段
階
、
直
接
的
で
混
乱
し
た
未
消
化
の
経
験
段
階
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
だ
と

い
え
る
。
哲
学
者
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
好
ん
で
こ
れ
を
「
表
象
的
直
接
性
」
と
呼
ん
だ
…
…
直
接
性
は
、
そ
れ
が
非
常
に
密
着
し
た

大
写
し
で
あ
る
が
ゆ
え
に
無
意
味
な
如
く
に
見
え
る
だ
け
な
の
で
あ
る
…
…
世
界
で
も
っ
と
も
偉
大
な
絵
画
と
い
え
ど
も
、
仮
に
カ

ン
バ
ス
か
ら
半
イ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に
鼻
つ
き
つ
け
て
こ
れ
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く
無
意
味
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
で
あ

ろ
う（

58
）。》

の
よ
う
に
解
釈
す
る
が
、
実
に
当
を
得
た
見
解
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ま
た
、『
至
高
体
験
』
に
お
い
て
、《
あ
ら
ゆ
る
知
覚
が
志
向
性
を
含
む
よ
う
に
、〈
あ
ら
ゆ
る
〉
知
覚
が
関
係
性

の
感
覚
を
含
む
と
い
う
認
識
は
重
要
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
〈
嘔
吐
〉
の
よ
う
に
、
非
常
に
狭
く
息
苦
し
い
知
覚
（
…
…
）、
そ
こ
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で
は
何
の
〈
他
所
感
〉
も
な
く
特
定
の
対
象
を
見
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
膨
大
で
退
屈
な
視
野
を
阻
止
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
…
…
）
関
係
性
の
半
影
領
域
…
…（

59
）》

と
も
言
う
。

　

つ
ま
り
、L

a conscience est conscience de quelque chore

：
意
識
は
何
も
の
か
を
志
向
す
る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に

導
か
れ
た
志
向
態
度
は
、
志
向
さ
れ
た
も
の

0

0

以
外
の
諸0 objets 

と
、
志
向
さ
れ
た
も
の

0

0

の
関
係
性

0

0

0

を
断
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、

〔
一
つ
の

0

0

0 objets  
と
我0

〕
の
み
の
世
界
が
現
出
す
る
時
、
そ
こ
に
〔
不
条
理
〕
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、〔
諸0 objets

0

 

と
我0

〕
の
世
界
に
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
程
来
、
幾
度

か
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
物0

が
、
い
わ
ば
存
在

0

0

が
〔
無
意
味
〕
に
見
え
る
よ
う
な
寸
時
を
体
験
す
る
こ
と
の
無
い
で
は
な
い
が
、
極

め
て
稀
な
現
象
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
〔
不
条
理
〕
の
体
験
と
は
、
従
っ
て
常
に
あ
ら
ざ
る
、
一
つ
の
異
常
な
感
覚
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。〝
病
的
な
体
験
〞

な
の
で
あ
る
。

　

カ
ミ
ュ
は
『
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
』
の
稿
を
起
こ
す
に
あ
た
っ
て
、
い
み
じ
く
も
語
っ
て
い
る
。

　
《O

n trouvera seulem
ent ici la description, à l ’état pur, d ’un m

al de l ’esprit. （
60
）》〝

貴
方
々
（
読
者
）
は
こ
こ
に
、
精
神
の
一

0

0

0

0

つ
の
病

0

0

0

に
つ
い
て
の
純
粋
な
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
〞
と
…
…
。

　

P
ierre de B

oisdeffre 

も
ま
た
、〝
存
在
を
病
的

0

0

な
幻
惑

0

0

と
し
て
語
る
、
蒼
ざ
め
た
詩
人
が
『
嘔
吐
』
の
主
人
公（

61
）〞

だ
と
言
っ
た
。

　
〔l ’absurde

〕
は
、m

al de l ’esprit

：
精
神
の
病
で
あ
り
、l ’exstence 

を fascination m
orbide 

と
み
な
す
異
常
な
感
覚
な
の
で

あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
は
、
か
つ
て
、『
箴
言
と
省
察
』
に
お
い
て
、《
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
健
康
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
は
病
気
で
あ
る
。》
と
語
っ
た
が
、
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二
十
一
世
紀
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
、
既
に
し
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
（
古
典
）
の
時
代
に
戻
れ
ぬ
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
永
遠
に
こ
の
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
と
い
う
名
の
病
気
に
冒
さ
れ
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

現
代
文
明
社
会
が
、
市
民
社
会
と
成
り
、
人
類
が
平
等
を
唱
い
あ
げ
つ
つ
平
均
化
を
志
向
す
る
情
況
の
中
で
、
個
人
と
し
て
の

〈
価
値
〉
を
と
り
戻
そ
う
と
す
る
あ
が
き
は
、
否
応
な
く
、
旧
来
の
英
雄
主
義
に
郷
愁
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
が
、
か
く
、
平
均
化
を

余
義
な
く
せ
ら
れ
る
社
会
に
あ
っ
て
、D

as M
an: un tel: 

何
某
か
ら
超
脱
す
る
努
力
が
、
異
常
に
狭
く
限
定
さ
れ
た
、
つ
ま
り
一

個
人
の
心
中
深
く
に
、
自
ら
の
い
び
つ
な
英
雄
の
姿
を
探
る
行
為
に
す
ぎ
な
く
な
る
時
、
こ
れ
が
、
病
的
な
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
と
な
ら

ぬ
わ
け
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

矮
小
な
る
英
雄
を
自
ら
の
精
神
の
奥
底
に
掘
り
下
げ
る
作
業
を
、
万
一
、
個
人
と
し
て
の
〈
価
値
〉
の
追
求
と
呼
び
、
主
体
性
回

復
の
運
動
と
称
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
絶
望
的
に
孤
独
な
精
神
作
業
こ
そ
が
、
実
存
主
義
と
称
さ
れ
る
思
想
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
人
間
の un tel
（
何
某
）
を
脱
却
し
た
い
と
す
る
願
望
は
、
実
は
、
一
つ
の
ブ
ー
ム
と
し
て
の
時
代

的
要
求
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
人
類
の
発
生
以
来
連
線
と
続
い
て
き
た
、
人
類
の
願
望
と
、
そ
の
願
望
を
阻
止
し
よ
う
と

す
る
反
作
用
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
の
著
『
人
間
と
死
』
に
お
い
て
、
エ
ド
ガ
ー
・
モ
ラ
ン
が
《
種
の
生
が
、
個
人
性
を
結
局
の
と
こ
ろ
は
殺
す（

62
）》

と
語
る
通
り
、

平
均
化
を
促
す
平
等
の
観
念
ゆ
え
に
人
類
は
〔
種
〕
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
方
向
づ
け
は
個
人
性
、

つ
ま
り
、
人
間
の
個
と
し
て
の
〈
価
値
〉
を
抑
制
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
、
種0

と
個0

と
の
不
適
応

0

0

0

の
経
緯
は
ま
さ
に
〔
不
条
理
〕
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
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と
も
あ
れ
、un tel 

を
脱
却
せ
ん
と
す
る
精
神
作
業
が
、
必
然
的
に
〔
自
己
疎
外
〕
に
つ
な
が
る
、
孤
独
な
自
我
の
凝
視
と
し
て

し
か
成
立
せ
ぬ
限
り
、〔
不
条
理
〕
と
い
う
精
神
の
病
も
ま
た
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
人
類
を
お
と
な
う
こ
と
を
や
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、un tel 

を
脱
却
す
る
願
望
の
強
さ
の
度
合
に
応
じ
て
、
不
条
理
を
孕
む
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
病
は
重
さ
を
増
す
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
意
味
合
い
に
お
い
て
、
か
つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
女
流
評
論
家
ア
イ
リ
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
サ
ル
ト
ル
を
称
し
て
、「
ロ

マ
ン
的
合
理
主
義
者
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
サ
ル
ト
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
マ
ル
ロ
ー
、
カ
ミ
ュ
を
も

含
め
て
、
彼
ら
を un tel 
脱
却
と
い
う
一
つ
の
ロ
マ
ン
に
命
を
賭
け
た
〝
合
理
的
ロ
マ
ン
主
義
者
〞
で
あ
っ
た
と
、
あ
る
い
は
〝
絶

望
的
ロ
マ
ン
主
義
者
〞
で
あ
っ
た
と
言
い
変
え
た
ほ
う
が
良
さ
そ
う
だ
。
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第
二
章　

サ
ル
ト
ル
の
実
存
的
「
不
安
」
に
つ
い
て

一　

不
安
の
系
譜

　
「
無
限
に
対
し
て
は
虚
無
で
、
虚
無
に
対
し
て
は
す
べ
て
で
あ
り
、
無
と
す
べ
て
と
の
中
間
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
わ
れ
わ
れ
は
、
広

漠
た
る
中
間
に
漕
ぎ
い
で
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
常
に
定
め
な
く
漂
い
、
一
方
の
端
か
ら
他
方
の
端
へ
と
押
し
や
ら
れ
て
い
る
。

﹇
中
略
﹈
わ
れ
わ
れ
は
し
っ
か
り
し
た
足
場
と
、
無
限
に
高
く
そ
び
え
立
つ
塔
を
築
く
た
め
の
究
極
の
不
動
な
基
盤
を
見
出
し
た
い

と
の
願
い
に
燃
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
基
礎
全
体
が
き
し
み
だ
し
、
大
地
は
奈
落
の
底
ま
で
裂
け
る
の
で
あ
る（

1
）。」

の
よ
う
に
形
容
し
、
パ
ス
カ
ル
は
自
然
に
於
け
る
人
間
の
寄
る
辺
の
な
い
不
安
定
な
在
り
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
示
し
た
。
彼
は
人
間
の
在
り
方
が
、

単
に
本
来
的
に
不
安
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
事
実
を
訴
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
は
自
己
の
不
安
に
目
覚
め
る

0

0

0

0

0

0

0

べ
き

0

0

で
あ
る（

2
）、

言
い
換
え
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
積
極
的
に
自
己
の
不
安
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
重
に

「
神
な
き
人
間
の
悲
惨
」
を
周
く
一
般
に
知
ら
し
め
ん
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
パ
ス
カ
ル
の
﹇
不
安
﹈
は

爾
後
の
思
考
の
ベ
ク
ト
ル
が
「
神
」
に
向
か
う
、
人
々
を
し
て
神
に
帰
依
さ
せ
る
た
め
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
、
ま
た
は
一
つ

の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
機
能
す
る
基
本
的
概
念
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
た
め
に
パ
ス
カ
ル
は
〝
み
だ
ら
な
言
葉（

3
）〞

を
書
き
つ
ら
ね
、〝
救
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い
に
つ
い
て
の
無
関
心
を
ふ
き
こ
む（

4
）〞

と
い
う
理
由
を
も
っ
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
一
刀
を
浴
び
せ
、
返
す
刀
で
「
わ
た
し
は
デ
カ
ル

ト
を
許
せ
な
い
。
彼
は
そ
の
全
哲
学
の
な
か
で
、
で
き
る
こ
と
な
ら
神
な
し
で
す
ま
せ
た
い
も
の
だ
と
、
き
っ
と
思
っ
た
だ
ろ
う（

5
）。」

「
無
益
で
不
確
実
な
デ
カ
ル
ト（

6
）。」

の
よ
う
に
真
向
か
ら
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
幾
何
学
的
精
神
の
描
く
沈

黙
し
た
無
限
の
空
間
に
限
り
な
い
不
安
を
覚
え
、
心
情
的
に
感
知
さ
れ
る
神
に
救
い
を
求
め
る
に
到
っ
た
パ
ス
カ
ル
が
、
人
間
を
心

底
か
ら
動
揺
さ
せ
、
自
己
の
不
安
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
企
て
に
、
不
安
の
思
想
の
濫
觴
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
存
的
不
安
の
観
念
は
十
九
世
紀
に
入
る
と
ゼ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
パ
ス
カ
ル
的
な
断
章

0

0

と
い
う
枠
を
越
え
た

不
安
の
概
念

0

0

0

0

0

と
し
て
、
よ
り
明
確
な
形
式
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
神
学
科
出
身
の
学
究
の
生
涯

に
わ
た
る
思
索
の
歩
み
は
、
そ
の
ま
ま
自
ら
の
不
安
を
克
服
す
る
た
め
の
道
筋
を
辿
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
原
罪
に
つ
い
て
の
教
義
を
念
頭
に
お
き
、
か
つ
眼
前
に
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、﹇
不
安
﹈
の
概
念
を
心
理
学
的
に
論
じ
る
こ
と
が

こ
の
書
の
課
題
で
あ
る（

7
）。」

と
『
不
安
の
概
念
』
の
序
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
三
五
年
の
精
神
の
大
地
震

0

0

0

0

0

0

と
い
わ
れ
る
事
件

を
契
機
と
し
て
、
彼
の
世
界
観
は
一
切
の
現
象
を
「
原
罪
の
相
の
下
に
」
み
る
も
の

0

0

に
変
化
す
る
。
以
降
の
彼
の
著
作
は
不
安
、
憂

愁
、
絶
望
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
精
神
の
暗
黒
部
分
を
主
と
し
て
照
射
す
る
も
の
と
な
る
。「
私
は
不
安
と
い
う
語
を
客
観
的
に
用
い

る
こ
と
が
出
来
な
い（

8
）。」

と
語
り
、
不
幸
に
つ
い
て
何
ら
関
係
を
も
た
な
い
人（

9
）を

非
難
す
る
言
辞
が
示
す
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は
神
の
愛
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
場
合
の
不
安
と
い
う
こ
の
不
幸
な
意
識
を
、
周
辺
か
ら
傍
観
す
る
態
度
で
批
判
す
る
の
で
は
な

く
、
自
ら
も
不
幸
の
地
平
に
住
ま
う
者
と
し
て
、
生
身
の
単
独
者

0

0

0

が
実
存
的
に
苦
悩
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

精
神
の
歩
み
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
結

果
と
し
て
、
彼
が
実
存
的
に
苦
悩
す
る
精
神
の
頽
落
す
る
下
降
運
動
を
、
イ
ロ
ニ
ー

0

0

0

0

、
不
安

0

0

を
経
て
絶
望

0

0

に
到
る
三
段
階
と
し
て
呈

示
し
た
も
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
の
立
場
に
よ
る
超
越
的
態
度
に
対
抗
す
る
と
こ
ろ
の
実
存
の
現
象
学
な
の
で
あ
り
、
か
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く
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
絶
望

0

0

」
は
デ
カ
ル
ト
の
「
方
法
的
懐
疑
」
に
相
応
す
る
、
彼
の
思
想
的
展
開
の
基
点
を
な
す

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
原
罪
の
相
の
下
に
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
み
る
精
神
の
権
化
と
し
て
、
初
期
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
人
間
的
現
実

の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
、
人
間
精
神
の
暗
黒
面
へ
の
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
が
、
こ
う
し
た
不
安
は
更
に
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
あ

れ
か
こ
れ
か
」
の
選
択
に
由
来
し
、
質
的
に
飛
躍
す
る
実
存
の
弁
証
法
の
三
段
階
、
つ
ま
り
感
性
的
実
存
→
倫
理
的
実
存
→
宗
教
的

実
存
へ
の
移
行
の
重
要
な
モ
メ
ン
ト
を
も
形
成
し
て
い
る
。
不
安
の
哲
学
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

更
に
、
こ
う
し
た
「
不
安
の
概
念
」
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
隆
盛
を
極
め
る
こ
と
に
な

る
。
敗
戦
に
よ
り
完
膚
無
き
ま
で
に
傷
め
つ
け
ら
れ
、
塗
炭
の
苦
し
み
を
味
わ
う
人
々
に
と
っ
て
、
不
安
、
絶
望
、
孤
独
の
中
で
自

己
の
存
在
の
意
味
を
問
い
か
け
つ
つ
、
人
間
の
本
来
的
な
在
り
方
を
模
索
し
、
崩
壊
し
た
過
去
の
価
値
観
に
代
わ
る
新
た
な
価
値
観

を
創
造
す
る
実
存
哲
学
は
、
受
け
容
れ
ら
れ
る
べ
く
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、「
不
安
の
哲
学
」

者
と
称
さ
れ
た
当
代
の
第
一
人
者
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
触
れ
て
お
こ
う
。
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
の
『
神
は
死
せ
り
』
を
一
応
事

実
と
し
て
受
け
止
め
る
立
場
か
ら
、
神
無
き
世
界
に
あ
っ
て
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
た
人
間
存
在
に
新
た
な
意
味
を
問
お
う
と
し

た
。
彼
に
と
っ
て
存
在
の
探
求
は
、
人
間
に
意
味
を
見
出
す
た
め
の
、
い
わ
ば
新
た
な
る
神
を
探
し
求
め
る
作
業
で
あ
っ
た
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
者
（
あ
る
も
の
）
と
存
在
（
あ
る
こ
と
）
を
先
ず
区
別
し
、

　
『
存あ

在る

』
は
事
実
、
存あ

在る

者も
の

と
し
て
は
理
解
さ
れ
な
い
、「
存
在
に
は
い
か
な
る
性ナ
ト
ゥ
ー
ラ質も
加
え
ら
れ
な
い enti non additur aliqua 

natura （
10
）」
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存
在
者
の
あ
る
至
る
所
に
満
ち
て
い
な
が
ら
、
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
存
在

0

0

の
意
味
を
問
う
こ
と
か
ら
始
め

る
。
従
来
の
哲
学
で
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
、
む
し
ろ
忘
却
の
彼
方
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た
こ
の「
存
在
忘
却
」が
、
ニ
ー
チ
ェ

流
の
現
代
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
招
来
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
の
も
と
に
、
彼
は D

asein

「
現
存
在
」（
人
間
）
とE

xistenz

「
実

存
」（
人
間
の
存
在
の
仕
方
）
の
現
象
学
的
分
析
を
通
し
て
、
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

の
探
求
を
試
み
る
。
曰
く
、
人
間
は
石
こ
ろ
の
よ
う

に
単
に
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
て
（
被
投
性
：G

ew
orfenheit, 

事
実
性
：Faktizität

）
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
＝
現
存
在
は
自
己

の
存
在
の
可
能
性
を
投
企
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
世
界
に
住
ま
う
。
こ
う
し
た
意
味
合
い
で
彼
は
現
存
在
の
根
本

的
機
構
を
「
世
界
内
存
在
」（In-der-W

elt-sein

）
と
規
定
す
る
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
日
常
生
活
の
営
ま
れ
る
世
界
、
つ
ま
り

環
境
と
し
て
の
世
界
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
現
存
在
で
な
い
存
在
者
と
か
か
わ
り
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
〝
か
か
わ
り
の
仕
方
〞
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
配
慮
」
と
名
付
け
、
こ
の
配
慮
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
出
会
う
存
在
者
は
「
道

具
」
的
存
在
者
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
道
具
的
配
慮
あ
る
い
は
他
人
へ
の
考
慮
な
ど
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
わ
れ
わ

れ
は
世
界
に
没
入
し
、
自
分
自
身
を
失
っ
て
平
均
的
な「
世
人（

11
）」（das M

an

）に
な
り
下
る
。
こ
う
し
た
世
人
の
在
り
方
を
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
「
頽
落
」（Verfallen

）
と
呼
び
、
非
本
来
的
な
在
り
方
と
し
て
「
本
来
的
自
己
」
と
は
対
蹠
的
な
位
置
に
措
定
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
と
彼
は
言
う
。
頽
落
し
た
被
投
性
、
言
い
換
え
れ
ば
日
常
性
の
世
界
で
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
く
つ
ろ
ぎ
の
中
に
暮

ら
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
な
ん
と
な
く
「
不
安
」（A

ngst

）
に
襲
わ
れ
る
も
の
だ
と
。
し
か
も
、
現
存
在
が
そ
こ
に
投
げ
出
さ
れ

て
世
界
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
の
不
安

0

0

は
、
現
存
在
の
本
質
的
な
状
態
で
あ
る
と
。
加
え
て
、
不
安
は
将
来
の
存
在
可
能
性
を
意
識

す
る
た
び
に
生
じ
る
漠
然
と
し
た
気
分
で
も
あ
る
。
極
ま
る
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
究
極
的
存
在
可
能
性
が
「
死
」
で
あ
る

こ
と
、
つ
ま
り
「
無
」
に
帰
す
る
存
在
可
能
性
で
あ
る
こ
と
を
不
安
の
気
分
の
な
か
で
感
じ
て
い
る
。
従
っ
て
人
間
は
「
死
へ
の
存
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在
」（Sein zum

 Tode

）
で
あ
る
事
実
を
認
め
、
こ
れ
を
引
き
受
け
、
先
ま
わ
り
し
て
、
か
か
る
死
の
可
能
性
に
最
も
近
づ
い
て
い

る
こ
と（

12
）こ

そ
本
来
的
な
人
間
の
存
り
方
で
あ
る
と
彼
は
語
る
。
こ
の
よ
う
に
、
不
安
は das M

an 

の
世
界
に
没
入
し
て
い
る
現
存
在

を
「
ひ
と
」
か
ら
引
き
離
し
、
本
来
的
な
実
存
に
立
ち
戻
ら
せ
る
た
め
の
、
非
本
来
性
か
ら
本
来
性
へ
の
移
行
を
開
示
す
る
モ
メ
ン

ト
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
重
要
な m

ot clé 

で
あ
る
。

二　
《revenir sur 
〜
》

　

さ
て
、
こ
こ
で
論
究
を
試
み
る
対
象
は
サ
ル
ト
ル
の
《angoisse

》
の
問
題
で
あ
る
。
既
に
旧
聞
に
属
す
る
話
題
に
な
っ
た
事
実

で
あ
る
が
、
一
九
八
〇
年
三
月
十
日
号
か
ら
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
『
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
オ
プ
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ゥ
ー
ル
』
紙

上
の P

ierre V
ictor (B

enny L
évy)

と
の
対
談
に
お
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
か
つ
て
大
著
『
存
在
と
無
』
に
広
汎
な
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い

て
披
瀝
し
た
自
ら
の
「
不
安
」
論
を
軽
く
一
蹴
し
て
し
ま
っ
た
。

レ
ヴ
ィ　

い
つ
か
わ
た
し
に
こ
う
言
っ
た
。「
絶
望
に
つ
い
て
語
り
は
し
た
が
、
あ
れ
は
で
た
ら
め
だ
。
誰
も
絶
望
に
つ
い
て
語
っ

て
い
た
し
、
そ
れ
が
流
行
だ
っ
た
か
ら
わ
た
し
も
絶
望
を
口
に
し
た
ん
だ
。
み
な
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読
ん
で
い
た
の
さ
」
と
。

サ
ル
ト
ル　

そ
の
通
り
だ
、
わ
た
し
は
自
分
で
は
絶
望
し
た
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
…
…

レ
ヴ
ィ　
　

不
安
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
か
な
？

サ
ル
ト
ル　

自
分
で
は
不
安
と
い
う
も
の
を
持
っ
た
こ
と
が
な
い
ね
。
こ
れ
は
一
九
三
〇
年
〜
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
の
哲
学
の
中

心
概
念
の
一
つ
だ
。
誰
も
が
始
終
使
っ
て
い
た
概
念
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
わ
た
し
の
場
合
何
に
も
対
応
し
な
か
っ
た
ね
。

ま
あ
こ
の
問
題
は
切
り
上
げ
よ
う（

13
）。
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今
で
は
遺
言
と
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
対
談
『
い
ま
希
望
と
は
』
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
の
言
は
、
彼
の
不
安
の
概
念

0

0

0

0

0

を
枢
要
な
論
理

的
命
題
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
存
在
論
の
重
要
な
因
子
と
認
め
て
い
た
多
く
の
サ
ル
ト
ル
・
フ
ァ
ン
を
驚
か
せ
、
か
つ
一
部
を
し
ら

け
さ
せ
る
に
効
果
的
な
文
言
で
あ
っ
た
。
積
年
の
論
敵
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
は
好
意
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
サ
ル
ト
ル
の
論
調
に
従
来

の
ト
ー
ン
が
無
い
、
あ
る
い
は
生
涯
を
通
じ
て
そ
う
で
あ
っ
た
異
常
な
過
激
さ
が
良
識
的
な
論
調
に
変
貌
し
て
い
る
様
な
ど
を
理
由

に
、《

最
近
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
オ
プ
セ
ル
ヴ
ア
ト
ゥ
ー
ル
か
ら
出
版
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
サ
ル
ト
ル
自
身
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ベ
ニ
・

レ
ヴ
ィ
と
サ
ル
ト
ル
の
対
談
を
読
み
返
し
て
、
私
は
サ
ル
ト
ル
の
作
品
か
ら
排
除
し
た
。
サ
ル
ト
ル
の
も
の
で
は
な
い
と
き
っ
ぱ

り
断
言
す
る
。
恐
ら
く
ベ
ニ
・
レ
ヴ
ィ
が
私
に
与
え
た
嫌
悪
感
が
私
に
こ
う
し
た
発
言
を
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
の
語
調
か
ら
は
私
の
旧
友
の
調
子
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る（

14
）》

　

の
よ
う
に
、
追
悼
の
テ
レ
ビ
番
組
や
『
回
想
録
』
で
「
あ
の
テ
キ
ス
ト
は
サ
ル
ト
ル
の
も
の
で
は
な
い
」
と
繰
り
返
し
断
言
し
た

の
で
、

　
《
左
翼
の
人
々
は
大
方
、
私
が
ベ
ニ
・
レ
ヴ
ィ
に
異
議
を
唱
え
た
こ
と
に
感
謝
し
て
く
れ
た
。
サ
ル
ト
ル
の
極
め
て
親
し
か
っ

た
二
人
も
私
に
礼
を
言
っ
た
。
ク
ロ
ー
ド
・
ラ
ン
ズ
マ
ン
は
電
話
で
、
ジ
ャ
ン
・
プ
イ
ヨ
ン
は
葉
書
で（

15
）》
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サ
ル
ト
ル
の
名
誉
を
守
る
そ
の
態
度
に
は
方
々
か
ら
謝
辞
が
送
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　

一
方
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
悲
し
み
、
憤
り
そ
し
て
悔
し
さ
を
包
み
隠
す
こ
と
な
く
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
。

　

サ
ル
ト
ル
と
ベ
ニ
・
レ
ヴ
ィ
（
本
名
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
）
の
署
名
入
り
の
こ
の
対
談
に
つ
い
て
、
私
は
出
版
の
一
週
間
前
に
や
っ

と
そ
れ
を
知
っ
て
悲
嘆
に
く
れ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
は
直
接
に
は
自
分
の
意
見
を
一
つ
も
述
べ
な
か
っ
た
。
彼
が
サ
ル
ト
ル
に
関

し
て
語
る
口
調
と
尊
大
な
優
越
感
が
、
出
版
以
前
に
内
容
を
知
っ
て
い
た
す
べ
て
の
友
人
を
憤
慨
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
も
私

同
様
サ
ル
ト
ル
か
ら
無
理
や
り
ゆ
す
り
と
ら
れ
た
告
白
の
内
容
に
仰
天
し
た
。
サ
ル
ト
ル
は
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
に
反
抗
し
た
が
結
局

戦
い
に
疲
れ
て
譲
歩
し
た
の
だ
。
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
は
サ
ル
ト
ル
の
思
想
の
内
容
を
豊
か
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
思
想
を
拒
否
す

る
よ
う
圧
力
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
彼
は
〝
流
行
〞
な
ど
一
顧
だ
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、〝
不
安
は
一
つ
の
流
行
で
し

か
な
か
っ
た
〞
な
ど
と
ど
う
し
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
？　

私
は
自
分
が
い
か
に
失
望
し
て
い
る
か
を
サ
ル
ト
ル
に
伝
え
た
。
サ

ル
ト
ル
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
驚
い
て
い
た（

16
）。

　
﹇
流
行
﹈
な
ど
か
つ
て
一
度
た
り
と
も
口
に
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
サ
ル
ト
ル
が
、
何
故
「
不
安
が
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
一
つ
の

流
行
で
し
か
な
か
っ
た
」
な
ど
と
途
方
も
な
い
言
い
方
を
す
る
の
か
？　

眼
疾
が
読
書
能
力
を
殆
ど
奪
い
去
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
自
分
の
眼
で
読
み
取
り
得
な
い
テ
キ
ス
ト
を
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
情
を
利
用
し

て
能
弁
な
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
は
サ
ル
ト
ル
に
問
題
を
熟
考
、
検
討
す
る
余
裕
を
与
え
ぬ
ま
ま
に
論
考
を
自
ら
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
引
き
込

ん
だ
も
の
、
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
あ
な
が
ち
見
当
は
ず
れ
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
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わ
れ
る
。
言
を
聞
こ
う
。

　

私
は
、
サ
ル
ト
ル
も
同
じ
だ
が
、
自
分
の
目
で
読
ま
な
い
テ
ク
ス
ト
は
判
断
で
き
な
い
。
彼
は
耳
で
し
か
テ
ク
ス
ト
を
確
認
で

き
な
か
っ
た
。
彼
は
ミ
シ
ェ
ル
・
コ
ン
タ
と
の
対
談
で
語
っ
て
い
る
。《
問
題
は
、
目
で
本
を
読
む
と
き
は
絶
え
ず
存
在
す
る
反

射
的
な
批
評
の
要
素
が
、
声
に
よ
る
読
書
で
は
余
り
明
確
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
》。
よ
く
考
え
な
が
ら
一
人
で
読
む
こ
と

の
み
が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
後
退
（
見
返
し
）
の
作
業
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る（

17
）。

　

自
分
と
同
じ
く
サ
ル
ト
ル
は
目
で
考
え
る
人
間
で
あ
り
、
慎
重
で
孤
独
な
読
書
の
み
が
可
能
に
す
る
、
問
題
と
の
格
闘
作
業
の
余

裕
は
、
耳
に
よ
る
読
み
取
り
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
と
語
っ
て
い
る
。alors il s ’inclinait 

そ
れ
で
彼
は
屈
服
し
た
の
だ
と
。

　

長
い
年
月
つ
れ
添
っ
た
伴
侶
へ
の
身
び
い
き
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
証
言
と
推
測
は
か
な
り
説
得
力
の
あ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
サ
ル
ト
ル
は
《
目
で
考
え
る
》
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
《penser 

avec les yeux

》
に
関
連
し
て
、A

lain B
uisine 

は L
aideurs de Sartre  

第
二
章 L

e philosophe louche 

に
お
い
て
、《
見
え
な
く

な
る
と
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
昔
か
ら
サ
ル
ト
ル
は
『
奇
妙
な
戦
争
の
メ
モ
』
以
来
密
か
に
察
知
し
て
い
た
が
、
自
分
は
目
で
思
考

す
る
人
間
だ
と
よ
く
分
か
っ
て
い
た（

18
）。》

　

の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
は
一
九
四
〇
年
の
時
点
で
眼
疾
に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、〝
密
か
に
自
分
が
目
で
考
え

る
人
間
〞
で
あ
る
事
実
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
そ
の
証
左
を
戦
陣
日
記
の
抜
粋
に
求
め
て
み
る
と
、
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十
一
月
十
四
日
火
曜
日
、
今
日
は
書
く
の
は
や
め
よ
う
。
も
う
何
も
考
え
ら
れ
な
い
。
目
が
痛
い
か
ら
。
自
分
が
目
で
考
え
る

人
間
で
あ
る
こ
と
な
ど
こ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
日
は
視
界
が
狭
ま
っ
て
思
考
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
対
象
に
集
中
で
き
な
い
。
思
考
が
表
面
的
に
し
か
呈
示
さ
れ
ず
、
把
握
す
る
前
に
滑
り
落
ち
て
し
ま
う
感
じ
で
あ
る（

19
）。

　

の
よ
う
に
〝
目
が
痛
む
と
私
は
何
も
考
え
ら
れ
な
い
〞
と
サ
ル
ト
ル
は
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て B

uisine 

は
サ
ル
ト
ル
を

目
が
痛
む
と
も
は
や
思
考
の
つ
か
め
な
い
、
知
的
明
晰
性
を
失
う
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
言
明
す
る（

20
）。

い
さ
さ
か
残
酷
に
す
ぎ
る
批
評

に
も
思
わ
れ
る
が
、
サ
ル
ト
ル
に
こ
う
し
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
か
く
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
不0

安
の
概
念

0

0

0

0

の
否
定

0

0

は
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
の
戦
略
的
な
罠
へ
の
陥
落
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
が
先
ず
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
罠
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
証
言
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
サ
ル
ト
ル
の
伝
記
作
家
で
、
幼
少
時
か
ら
サ
ル
ト
ル
の
知
己
を

得
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ジ
ュ
ラ
ッ
シ
の
父
は
軍
人
高
官
で
サ
ル
ト
ル
の
友
人
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
夫
婦
と
も
ど
も
『
自
由
へ
の
道
』

の
登
場
人
物
ゴ
メ
ス
と
サ
ラ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ジ
ュ
ラ
ッ
シ
は
ア
ニ
ー
・
コ
ー
ア
ン
＝
ソ
ラ
ル
に
先
立
っ
て
サ
ル
ト
ル
の

伝
記
を
出
版
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
も
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
も
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
果
せ
な
か
っ
た
。
後
に
彼
が
出

版
し
た
伝
記
に
よ
る
と
、
失
明
後
に
明
晰
性
を
失
う
サ
ル
ト
ル
は
、
様
々
な
左
翼
の
若
者
た
ち
に
活
動
資
金
な
ど
を
惜
し
げ
も
な
く

援
助
し
て
い
た
が
、〝
弁
証
法
を
捨
て
た
〞
と
か
〝
神
に
出
会
っ
た
〞
な
ど
の
サ
ル
ト
ル
の
発
言
が
示
す
よ
う
に
、
実
際
は
度
々
彼

ら
に
篭
絡
さ
れ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る（

21
）。

　

さ
て
、
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て L

es M
aîtres Penseurs 

の
著
者
ア
ン
ド
レ
・
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
の
サ
ル
ト
ル
に
極
め
て
好
意

的
な
解
釈
を
一
つ
紹
介
し
て
お
こ
う
。



　341

第二章 　サルトルの実存的「不安」について

　

こ
の
対
談
を
通
し
て
、
極
め
て
控
え
目
な
も
の
と
は
い
え
、
強
烈
な
ユ
ー
モ
ア
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
対
談
の
な
か
で
サ
ル
ト
ル
は
、「
私
は
不
安
と
い
う
こ
と
を
ず
い
分
語
っ
た
が
、
し
か
し
、

実
の
話
、
自
分
で
不
安
な
ど
と
い
っ
た
も
の
を
覚
え
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
あ
れ
は
た
だ
の
モ
ー
ド
の
問
題
に
す
ぎ
な
か
っ

た
」
と
、
あ
っ
さ
り
言
っ
て
の
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
不
安
と
い
う
こ
と
を
形
而
上
学
的
問
題
と
し
て
考
え
続
け
、

こ
の
面
で
サ
ル
ト
ル
に
従
っ
て
い
た
一
部
の
サ
ル
ト
ル
・
フ
ァ
ン
に
大
層
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
だ
が
、
こ
の
発
言
を
く
そ
真
面

目
な
精
神
を
も
っ
て
読
む
の
で
は
な
く
、
サ
ル
ト
ル
的
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
る（

22
）。

　

サ
ル
ト
ル
自
身
も
〝
流
行
だ
っ
た
ん
だ
〞
で
軽
く
一
蹴
し
た
こ
の
自
己
否
認
を
、
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
も
強
烈
な
ユ
ー
モ
ア

0

0

0

0

と
し

て
追
認
し
て
い
る
。revenir sur 
〜
（
前
言
を
翻
す
）
の
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
一
例
と
し
て
、
彼
は
一
九
三
九
年
に

〝
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
糞
く
ら
え
〞
と
言
っ
た
が
、
数
年
後
に
は
「
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
？
」
に
対
し
〝
然
り
〞
と

答
え
、
更
に
数
年
後
、〝
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
植
民
地
主
義
の
ま
と
う
パ
ン
テ
ィ
ー
だ
〞
と
そ
の
都
度
言
説
は
大
き
な
う
ね
り
を
み

せ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
の
提
示
す
る
数
々
の
問
題
を
、
乗
り
越
え
不
可
能
で
深
遠
な
る
哲
学
的
テ
ー
マ
と
み
な
し
て
い
た
各
々
の
世

代
は
そ
の
度
に
振
り
回
さ
れ
た
か
の
観
が
あ
っ
た
の
は
事
実
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
は
こ
う
締
め
括
っ
て
い

る
。

　

サ
ル
ト
ル
と
い
う
人
は
そ
う
し
た
世
代
が
次
々
に
登
場
す
る
ご
と
に
、
彼
ら
が
彼
の
う
ち
に
見
つ
け
よ
う
と
し
た
教
理
問
答
の

箇
条
に
忠
実
で
な
い
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
た
。
い
わ
ば
銅
像
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
た
自
分
が
生
き
て
い
る
自
分
、
つ
ま
り
現
実
の
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変
化
に
応
じ
て
立
場
や
意
見
を
自
由
に
変
え
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
自
分
に
対
決
さ
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
経
験
を
何
度
も
し
て
き

た
。
こ
の
点
か
ら
言
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
最
後
の
対
談
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
た
本
質
的
な
教
訓
と
は
、
自
分
自
身
の
過
去

の
罠
に
は
ま
る
が
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
、
自
分
自
身
の
過
去
に
対
し
て
自
由
で
あ
る
こ
と
、
彼
が
過
去
の
作
品
に
対
し
て
自
由

で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
彼
の
作
品
に
対
し
て
自
由
で
あ
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
い（

23
）。

　

サ
ル
ト
ル
に
は
、
過
去
の
自
分
の
言
説
に
と
ら
わ
れ
ず
、
否
、
過
去
の
自
分
の
意
見
を
翻
し
て
ま
で
も
、
今
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
言
う

0

0

0

0

0

勇
気
と
誠
意
が
あ
っ
た
と
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
眼
疾
の
た
め
に
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
の
奸
計
に
お

ち
た
と
す
る
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
解
釈
は
、
確
か
に
一
面
的
か
つ
短
絡
的
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
の
主
体
性
を
全
く
な
い
が
し
ろ
に
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
サ
ル
ト
ル
は
〝
流
行
だ
っ
た
ん
だ
〞
云
々
の
前
後
で
こ
う
も
語
っ
て
い
る
。

サ
ル
ト
ル　

だ
か
ら
、
絶
望
と
い
う
点
に
関
し
て
わ
た
し
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
確
か
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
だ
っ
た
ね
。

レ
ヴ
ィ　
　

そ
い
つ
は
お
か
し
い
。
あ
な
た
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
本
当
に
好
き
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

サ
ル
ト
ル　

そ
う
、
け
れ
ど
も
や
は
り
影
響
を
受
け
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
語
る
絶
望
は
、
他
人
に
と
っ
て
現
実
性
を
も
ち
う
る
言

葉
の
よ
う
に
思
え
て
ね
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
自
分
の
哲
学
の
中
で
考
慮
に
入
れ
た
か
っ
た
。
流
行
だ
っ
た
ん
だ

0

0

0

0

0

0

0

。
自
分
に
つ
い
て

の
個
人
的
な
認
識
に
何
か
が
欠
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
ね
…
あ
れ
は
一
時
期
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
は
多
く
の
哲

学
者
に
お
い
て
み
ら
れ
る
…
…
彼
ら
は
初
期
の
哲
学
の
な
か
で
あ
れ
こ
れ
の
観
念
に
つ
い
て
風
聞
で
語
り
、
こ
れ
に
重
要
な
価
値

を
与
え
る
。
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
語
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
観
念
の
内
実
が
彼
ら
に
と
っ
て
は
存
在
せ
ず
、
他
人
か
ら

0

0

0

0

借
り
て
き
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
か
ら（

24
）。
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
最
小
限
理
解
し
う
る
事
実
は
、
絶
望
、
不
安
と
い
っ
た
も
の
は
少
な
く
と
も
サ
ル
ト
ル
の
実
存
か
ら
湧
出
し

た
内
発
的
な
所
産
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
他
人
に
と
っ
て
現
実
性
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
、
つ
ま
り
他
人
を
多
分
に
意
識
し
た

言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
観
念
の
内
実
は
サ
ル
ト
ル
自
身
に
は
存
在
し
な
い
借
り
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
神
の
前

の
単
独
者

0

0

0

と
し
て
罪
の
意
識
に
由
来
す
る
不
安

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
生
き
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
化
さ
れ
た
信
仰
や
体
系
化
さ
れ
た

不
安
に
疑
問
符
を
打
っ
た
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
不
安
も
あ
る
意
味
で
有
機
的
な
性
格
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
や
講
演
内
容
の
撤
回
は
さ
て
お
き
、
彼
の
存
在
論
構
築
の
重
要
な
要
素
と
思
わ
れ
る『
存
在
と
無
』

に
お
け
る
「
不
安
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

三　

形
而
上
学
的
﹇
不
安
﹈
の
様
相

　

即
自
―
対
自
の
形
而
上
学
的
論
考
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
結
論
の
一
つ
を「
人
間
は
無
益
な
受
難
で
あ
る
」、
つ
ま
り「
即
自
―
対
自
」

＝
﹇
神
﹈
と
い
う
（
目
前
の
棒
に
つ
り
下
げ
ら
れ
た
人
参
を
食
べ
よ
う
と
し
て
走
り
つ
づ
け
る
愚
か
し
く
も
涙
ぐ
ま
し
い
ロ
バ
の
如

く
）、
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
果
せ
ず
挫
折
し
つ
づ
け
る
悲
劇
的
な
存
在
と
す
る
『
存
在
と
無
』
は
四
部
か
ら
成
り
、「
不
安
」

が
構
成
上
比
較
的
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
は
導
入
部
た
る
第
一
部
「
無
の
問
題
」、
わ
け
て
も
第
一
章
「
否
定
の
起
源
」
に

於
い
て
で
あ
る
。『
自
我
の
超
越
』
で
意
識
と
対
象
の
関
係
を
「
無
」
と
「
存
在
」
と
の
関
係
図
式
に
と
ら
え
た
サ
ル
ト
ル
は
、「
存

在
＝
物
質
」
と
「
無
＝
意
識
」
の
矛
盾
的
総
合
と
し
て
の
人
間
の
全
体
像
の
呈
示
を
試
み
る
わ
け
だ
が
、「
無
の
問
題
」
は
意
識
す

な
わ
ち
対
自
存
在
（être-pour-soi

）
の
構
造
的
分
析
の
説
明
で
あ
る
。

　

否
定
の
起
源
の
説
明
は
「
問
い
か
け
」
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
は
「
然
り
」
も
し
く
は
「
否
」
で
あ
る
か
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ら
、
問
い
は
常
に
一
方
で
否
定
的
な
答
え
の
可
能
性
を
原
理
的
に
容
認
し
て
い
る
。

　

曰
く
、《
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
行
為
の
非
存
在
と
い
う
超
越
的
事
実
に
直
面
し
て
い
る
こ
と

を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

25
）。》

　

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、〝
行
為
の
非
存
在
〞
と
い
う
超
越
的
な
事
実
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
非
存
在
と

い
う
も
の
の
客
観
的
存
在
を
疑
う
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が（

26
）、

否
定
の
実
在
性
を
破
壊
す
る
な
ら
ば
答
え
の
実
在
性
も
ま
た
消
滅

し
て
し
ま
う
が
故
に
、
否
定
的
な
答
え
の
客
観
的
な
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
否
定
性
も
非
実
在
も
成
立
す

る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
答
え
を
問
う
者
に
与
え
る
の
は
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
に
否
定
を
開
示
す
る
の
は
存
在
そ
の

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
否
定
の
実
在
性
を
破
壊
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
問
い
を
立
て
る
者
は
常
に

人
間
に
お
け
る
知
の
非
存
在 non-être du savoir en l ’hom

m
e, 

超
越
的
存
在
の
な
か
の
非
存
在
の
可
能
性 possibilité de non-

être dans l ’être transcendant, 

限
定
と
い
う
非
存
在 le non-être de lim

itation 

と
い
っ
た
非
存
在
に
予
め
向
き
合
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
存
在
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
問
い
を
条
件
づ
け
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
ま
た
は
外
に
充
満
す
る
非
存
在
の
可
能
性
で
あ

る
の
で
、
問
い
か
け
の
行
為
は
わ
れ
わ
れ
が
無
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
事
実
を
示
す
。
し
か
し
、le néant lui serait logiquem

ent 

postérieur 

無
は
論
理
的
に
存
在
よ
り
あ
と
に
来
る
。
無
は
存
在
を
否
定
す
る
た
め
に
存
在
を
前
提
と
し
、
ま
た
は
無
が
存
在
に
つ

き
ま
と
い
つ
つ
作
用
と
し
て
の
否
定
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
存
在
に
対
す
る
無
、
と
い
う
の
は
対
等
の
資
格
で
併
立
す

る
も
の
に
あ
ら
ず
、
無
化
の
一
機
能
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
﹇
否
定
＝
無
化
﹈
の
図
式
ゆ
え
に
否
定
の
起
源
は
無

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
等
式
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が
成
立
す
る
。

　

次
に
彼
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
な
超
越
、
フ
ッ
サ
ー
ル
及
び
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ら
の
志
向
性
な
ど
、
現
代
哲
学
の
一
つ
の
方
向
で
も
あ

る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
た
上
で
、
人
間
的
意
識
の
中
に
あ
る
自
己
か
ら
の
脱
出
（﹇
脱
自
﹈ex-stase

）
の
性
向
に
つ
い
て
語
る（

27
）。

人
間

存
在
は
先
ず
存
在
の
ふ
と
こ
ろ
に
休
ん
で
お
り
、
次
い
で
一
つ
の
無
化
的
後
退
に
よ
っ
て
存
在
か
ら
自
己
を
引
き
離
す
。
つ
ま
り
、

問
い
や
懐
疑
な
ど
が
存
在
充
実
を
否
定
（
＝
無
化
）
す
る
働
き
が
時
間
的
経
過
の
中
で
生
じ
、
そ
の
際
無
化
の
心
的
過
程
は
す
べ
て
、

直
前
の
心
的
過
去
と
現
在
と
の
間
に
裂
け
目
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
裂
け
目
が C

ette coupure est précisém
tnt 

le néant 

無
な
の
で
あ
る
。
意
識
的
存
在
と
し
て
の
実
存
は
、
自
己
の
過
去
に
対
し
て
無
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自

ら
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
裂
け
目
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
を
自
由
の
上
に
根
拠
づ
け
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
否

定
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
、
と
サ
ル
ト
ル
が
語
る
の
は
そ
う
し
た
意
味
合
い
の
こ
と
だ
。
裂
け
目
の
意
識
と

し
て
の
意
識
的
存
在
は
、
片
時
も
絶
え
る
こ
と
な
く
、
自
ら
自
分
の
過
去
存
在
の
無
化
と
し
て
自
己
を
生
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

自
由
と
は
、
自
己
自
身
の
無
を
分
泌
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
過
去
を
場
外
に
出
す
人
間
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
不
安
」
の
出
番
が
め
ぐ
っ
て
く
る
の
は
こ
こ
だ
。

　
「
人
間
が
自
分
の
自
由
を
意
識
す
る
の
は
不
安
に
お
い
て
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
不
安
が
存
在
意
識
と
し
て
の
自
由
の
あ
り
か
た

で
あ
る（

28
）」

と
述
べ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
罪
の
前
に
お
け
る
不
安
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
無
の
把
握
と
し
て
の
不
安
の
正
当
性
を
認
め
た

上
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
同
様
不
安
を
恐
怖
と
区
別
す
る
。
恐
怖
は
世
界
の
諸
存
在
に
つ
い
て
の
恐
怖
で
あ
る
が
、
不
安
は
自
己
の
前

に
お
け
る
不
安
で
あ
り
、
め
ま
い
（
眩
暈
）
が
不
安
で
あ
る
の
は
、
私
が
断
崖
に
落
ち
は
す
ま
い
か
と
恐
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
な

く
、
自
ら
断
崖
に
身
を
投
げ
は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
か
ら
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
心
理
的
物
理
的
決
定
論
に
支
配
さ
れ
た
事
物
存
在
に
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こ
と
な
り
、
人
間
は
そ
の
都
度
自
ら
自
由
に
行
為
を
選
ぶ
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
か
つ
そ
の
行
為
に
全
的
理
由
づ
け
が
な
い
が
故
に
不

安
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
垣
間
見
て
き
た
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
自
由

0

0

、
選
択

0

0

、
不
安

0

0

は
三
者
で
一
単
位
を
形
成
し
て
対
自
を
構
成
す
る
も

の
で
あ
り
、
不
安
は
彼
の
標
榜
す
る
自
由
の
基
本
構
造
の
一
本
の
柱
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
不
安
」
の
項
目
が
万

一
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
鼎
の
一
足
が
失
わ
れ
、
ユ
ニ
ッ
ト
の
鼎
立
は
覚
束
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

四　

解
釈
二
例

　

サ
ル
ト
ル
は
嘗
て
あ
る
対
談
で
旧
作
『
嘔
吐
』
に
関
し
て
、「
わ
た
し
の
方
は
固
有
の
意
味
で
の
こ
う
し
た
《
吐
き
気
》
は
一
度

も
感
じ
た
こ
と
が
な
い
…
…
そ
れ
は
…
…
哲
学
的
な
《
吐
き
気
》
な
の
だ（

29
）」

と
語
っ
て
い
る
。『
嘔
吐
』
が
世
に
出
て
三
十
年
を
経

て
い
た
。
余
談
な
が
ら
日
本
で
の
講
演
旅
行
の
折
り
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
発
揮
し
た
サ
ル
ト
ル
が
無
理
矢
理
生
魚

を
食
べ
た
あ
と
、
ホ
テ
ル
に
帰
っ
て
か
ら
す
べ
て
も
ど
し
て
し
ま
っ
た
事
実
を
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
語
っ
て
い
た
が
、
恐
ら
く
サ
ル

ト
ル
が
吐
き
気
を
感
じ
た
唯
一
の
機
会
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
物
理
的
な
生
理
現
象
と
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
の
吐
き
気
と

0

0

0

0

0

0

、
実
存
的
経
験
と
し
て
の
生
理
現
象

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
あ
く
ま
で
別
物
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
作
品
『
嘔
吐
』
の
吐
き
気

は
、
い
わ
ば
あ
る
不
快
な
現
象
に
対
し
て
機
械
的
に
生
じ
る
一
つ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
、
反
応
の
象
徴

0

0

、
嫌
悪
感
を
示
す
記
号

0

0

と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
伝
で
ゆ
け
ば
、
不
安
も
ま
た
こ
う
し
た
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
た
性
格
の
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
つ
ま
り
、
象
徴
的
機
能
と
し
て
の
、
記
号
と
し
て
の
不
安

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。Sartre et

《les Tem
ps M

odernes

》
に

お
い
て
、
Ａ
・
ボ
ス
ケ
ッ
テ
ィ
は
ル
カ
ー
チ
と
サ
ル
ト
ル
の
共
通
項
と
し
て
こ
う
語
る
。「
二
人
と
も
抽
象
に
抽
象
を
重
ね
、
一
般
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化
に
次
ぐ
一
般
化
を
行
い
、
つ
い
に
は
自
分
の
視
点
を
、
文
学
現
象
の
解
釈
と
評
価
の
普
遍
的
図
式
に
ま
つ
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
先
験
的
教
条
主
義
は
…
…
結
局
現
実
の
営
み
の
複
雑
性
と
多
様
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
現
実
の
営
み
を
、
象

徴
的
諸
機
能
の
観
念
的
弁
証
法
の
な
か
に
刻
み
こ
ま
れ
た
ゾ
ル
レ
ン
に
照
ら
し
て
計
量
し
、
裁
く（

30
）」

と
。
か
く
、
不
安
も
ま
た
象
徴

0

0

的
機
能
と
し
て
観
念

0

0

0

0

0

0

0

0

に
還
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
的
自
己
の
回
復
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

的
不
安
や
、
自
ら
そ
の
渦
中
に
身
を
置
い
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
有
機
性
に
満
ち
た
不
安
に
異
な
り
、
サ
ル
ト
ル
の
不
安
は
多
分
に
人0

工
的
な
代
物

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
が
易
々
と
不
安
を
一
蹴
し
た
所
以
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
方
法
と
し
て
採
用
し
た
現
象
学
は
「
意
識
の
構
造
の
研
究
」
で
あ

り
、
そ
の
殆
ど
が
日
常
性
と
習
慣
か
ら
な
る
人
間
世
界
を
現
象
学
的
分
析
に
よ
り
新
た
に
見
直
そ
う
と
し
た
も
の
だ
。
創
始
者
フ
ッ

サ
ー
ル
は
意
識
が
志
向
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事
実
を
指
摘
し
て
「
超
越
的
自
我
」
を
唱
え
た
が
、
こ
れ
を
更
に
極
端
に
推
し
進
め
た
サ
ル
ト
ル

は
『
想
像
力
の
問
題
』
に
於
い
て
〝
何
か
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

0

0

意
識
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
意
識
は
、
正
に
そ
の
理
由
で
存
在
す
る
こ
と
を

や
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〞
と
し
て
、
意
識
そ
れ
自
体
が
志
向
性
で
あ
る
と
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
志
向
的
な
行
為
を
意
思
し
、
世
界

を
構
成
す
る
真
の
自
己

0

0

0

0

の
在
り
方
を
呈
示
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
を
超
え
て
、
サ
ル
ト
ル
は
意
識
＝
志
向
性
と
し
て
、
真
の
自
己
の
存
在

を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
対
象
を
志
向
せ
ぬ
限
り
意
識
は
消
滅
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

彼
の
店
が
空
っ
ぽ
に
な
る
時
間
に
な
る
と
彼
の
頭
も
空
っ
ぽ
に
な
る
。
す
る
と
フ
ァ
ス
ケ
ル
氏
は
呆
然
と
し
た
様
子
で
二
、
三

歩
あ
ゆ
み
、
無
意
識
の
中
に
滑
り
込
ん
で
ゆ
く（

31
）。
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『
嘔
吐
』
の
登
場
人
物
カ
フ
ェ
の
支
配
人
は
、
店
が
空
に
な
る
と
自
分
の
頭
も
空
っ
ぽ
に
な
り
、
無
意
識
の
中
に
滑
り
込
ん
で
し

ま
う
。
志
向
作
用
が
機
能
し
な
け
れ
ば
不
安
も
ま
た
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
は
同
じ
く
回
想
録
の
中
で
、
一
九
七
五
年
時
点
の
サ
ル
ト
ル
は
既
に
野
望
を
な
し
と
げ
、
満
ち
足
り
た
生
活

を
送
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
五
十
年
前
「
こ
の
出
口
無
し
の
世
界
に
あ
っ
て
、
子
供
が
欲
し
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
自
分
に
語
っ
た

往
時
の
サ
ル
ト
ル
と
は
ち
が
う
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
昔
の
状
況
の
変
化
が
彼
に
「
絶
望
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
語
ら

し
め
た
の
だ
と（

32
）。

ボ
ス
ケ
ッ
テ
ィ
も
認
め
る
よ
う
に
、
当
時
の
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
「
社
会
的
要
素
と
は
彼
に
と
っ
て
、
基
本
的

に
は
一
貫
し
て
不
安
を
抱
か
せ
る
実
在
で
あ
っ
た（

33
）」

の
は
確
か
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
領
域
を
徘
徊
し
つ
づ
け
て

き
た
彼
の
志
向
性
の
方
向
づ
け
を
、
境
遇
の
変
化
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
余
り
に
も
常
識
的
で
身
も
蓋
も
な
い

見
方
だ
が
、
以
上
の
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の
解
釈
が
、
案
外
当
を
得
た
結
論
と
も
思
わ
れ
る
。
思
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の cogito 

を
さ

え
も
反
省
意
識
の
産
物
と
し
て
斥
け
、
自
我
を
否
定
す
る
サ
ル
ト
ル
の
純
粋
意
識
と
は
、
肉
体
と
い
う
有
機
物
か
ら
完
全
に
遊
離
し

た
眼
差
し
と
し
て
の
志
向
性
で
あ
る
だ
け
に
非
反
省
的
で
あ
り
、
恒
常
的
に
新
た
な
獲
物
を
求
め
て
視
野
に
収
め
て
と
ど
ま
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
、
彼
は
終
始
一
貫
し
て
現
象

0

0

（
を
追
い
求
め
る
）
学
者

0

0

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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第
三
章　
『
汚
れ
た
手
』
と
『
奇
妙
な
戦
争
の
メ
モ
』
の
は
ざ
ま

一

　

一
九
四
八
年
パ
リ
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
座
で
初
演
を
見
た
『
汚
れ
た
手
』L

es M
ains Sales 

は
サ
ル
ト
ル
が
政
治
活
動
に
携
わ
る
一

個
人
と
し
て
の
人
間
の
問
題
を
正
面
か
ら
見
据
え
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
政
治
の
中
枢
を
司
ど
る
指
導
的
立
場
に

あ
る
人
間
の
問
題
で
は
な
い
。com

m
unism

e 

の
党
員
と
し
て
、
つ
ま
り
活
動
家 m

ilitant, 

手
先 agent 

と
し
て
党
中
央
の
指
令
の

ま
ま
に
行
動
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
的
役
割
を
果
す
こ
と
を
使
命
と
す
る
自
分
と
、
感
情
と
理
性
、
ま
た
知
性
を
具
え
た
生
身
の
一
個
人
で

あ
る
自
分
と
の
、
任
務
遂
行
に
直
面
し
た
煩
悶
と
相
克
の
悲
劇
と
言
え
る
。
言
う
な
れ
ば
そ
れ
は
人
間
意
識
の dualité 

二
重
性
の

悲
劇
で
あ
り
、
意
識
の
分
裂
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
人
間
の
ド
ラ
マ
が
そ
こ
に
は
生
じ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
神
話
に
題
材
を
得
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
コ
ロ
ノ
ス
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
や
『
ア
ン
チ
ゴ
ネ（

1
）』

の

昔
か
ら
十
七
世
紀
古
典
主
義
の
傑
作
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
『
ル
・
シ
ッ
ド
』
を
経
て
現
代
に
到
る
ま
で
連
綿
と
継
続
す
る
、
使
命
を
帯
び

た
人
間
に
不
可
避
に
付
き
纏
う
宿
痾
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
政
治
と
い
う
現
実
主
義
と
、
自
己
の
良
心
と
い
う
道
徳
的
理
想
主

義
の
い
ず
れ
の
方
向
に
行
く
手
を
定
め
る
べ
き
か
の
間
で
逡
巡
煩
悶
す
る
人
間
の
姿
と
も
言
え
る
が
、
ま
た
或
る
意
味
で
は
主
観
と

客
観
の
せ
め
ぎ
合
う
空
間
の
表
現
と
も
言
え
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
革
命
的
政
治
行
動
に
於
け
る
倫
理
性
の
問
題
が『
汚
れ
た
手
』

の
直
接
的
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
サ
ル
ト
ル
の
「
存
在
論
」
の
用
語
を
借
用
す
る
な
ら
ば
「
対
自
」
と
「
対
他
」
の
相
克
の
絵
図
で
も
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あ
る
。
サ
ル
ト
ル
自
身
は
こ
の
二
極
の
い
ず
れ
に
重
き
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
な
い
の
か
？　

そ
の
ど
ち
ら
で

も
な
い
と
す
る
と
、
二
者
の dialectique 

を
止
揚
す
る synthèse

（
ジ
ン
テ
ー
ゼ
）
は
果
し
て
示
さ
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

ま
た
、
こ
の
作
品
に
は
副
次
的
テ
ー
マ
と
し
て「
知
識
人
の
疎
外
」の
問
題
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
。〔
労
働
者
・
一
般
大
衆
〕vs

〔
知

識
人
〕
の
対
立
構
図
か
ら
如
何
な
る
サ
ル
ト
ル
像
が
浮
上
す
る
か
？　

こ
の
問
題
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
『
奇
妙
な
戦
争
の
メ
モ
』

を
も
射
程
に
収
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
更
に
は
当
作
品
の
ド
ラ
マ
的
背
景
を
成
す
サ
ル
ト
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
観
を
も
視
野
に
入
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
人
民
救
済
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
唯
一
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
認
め
た
が
、
そ
の
運
動
に
は
一

線
を
画
し
、
常
に
彼
我
の
間
に
一
定
の
距
離
を
維
持
し
続
け
た
。
そ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
態
度
と
ス
タ
ン
ス
を
探
る
に
あ
た
り
、

《
全
体
主
義
と
知
識
人
》
の
問
題
に
鋭
利
な
分
析
の
メ
ス
を
振
う T

zvetan T
O

D
O

R
O

V
 

ツ
ヴ
ェ
タ
ン
ト
・
ト
ド
ロ
フ
の L ’hom

m
e 

dépaysé 

『
国
替
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
男
』
の
内
容
を
指
標
と
し
て
参
考
に
し
つ
つ
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
全
体
主
義
に
対
す
る
態
度

を
解
明
す
る
足
掛
か
り
と
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
現
在
パ
リ
で
生
活
す
る
、
成
功
し
た
知
識
人
ト
ド
ロ
フ
は
冷
戦
時
代
、
い
わ
ゆ

る
東
側
陣
営
の
全
体
主
義
体
制
下
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
生
を
享
け
、
少
壮
期
を
彼
の
地
で
送
っ
た
人
間
で
あ
り
、
い
わ
ば
東
側
と
西
側
と

い
う
二
つ
の
価
値
観
を
比
較
し
な
が
ら
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、dualité

（
二
重
性
）を
生
き
た
証
言
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

二

　

サ
ル
ト
ル
は L

es Tem
ps M

odernes 

紙 

一
九
五
六
年
十
一
月
、
十
二
月
合
併
号
と
一
九
五
七
年
一
月
号
連
載
の L

e Fantôm
e de 

Staline

『
ス
タ
ー
リ
ン
の
亡
霊
』
で com

m
unism

e 

全
体
の
内
部
に
巣
食
う
悪
弊
を
鋭
く
糾
弾
し
て
い
る
。
一
九
五
六
年
鬱
積
し
た
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ハ
ン
ガ
リ
ー
労
働
者
の
憤
懣
は
、
積
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
へ
の
反
抗
と
い
う
形
で
爆
発
し
、
首
都
ブ
タ
ペ
ス
ト
を
中
心
に
市
民
が

蜂
起
、
反
乱
の
様
相
を
呈
し
た
が
、
ソ
連
赤
軍
の
介
入
を
招
き
忽
ち
の
う
ち
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
、
世
に
言
う
「
ハ
ン
ガ

リ
ー
動
乱（
事
件
）」は
様
々
な
意
見
・
論
議
を
全
世
界
的
に
沸
騰
せ
し
め
、
反
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
運
動
の
国
際
的
拡
大
の
端
緒
と
な
っ

た
。

　

L
e Fantôm

e de Staline 

は
無
論
そ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
に
対
す
る
サ
ル
ト
ル
の
解
釈
と
意
見
の
表
明
で
あ
る
が
、
ス
タ
ン
ス
と

し
て
採
る
所
為
は
、
先
ず
は
そ
の
全
体
主
義
的
な
体
制
の
維
持
を
第
一
義
と
す
る com

m
unism

e 

の
硬
直
性
に
対
す
る
非
難
で
あ

り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
批
判
を
通
し
て
自
ら
の
理
想
と
す
る
社
会
主
義
建
設
を
将
来
に
見
据
え
な
が
ら
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
共
産
党

の
現
状
と
有
り
方
を
是
正
す
る
目
論
見
を
披
歴
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

サ
ル
ト
ル
は
当
初
ハ
ン
ガ
リ
ー
労
働
者
に
よ
る
反
抗
を
単
な
る
当
自
国
政
治
の
民
主
化
の
要
求
と
み
な
し
て
い
た
が
、
事
態
が
混

乱
を
極
め
、
混
迷
を
深
め
る
に
及
び
、
そ
の m

ouvem
ent 

は
反
革
命
で
あ
り
、
右
傾
化
で
あ
る
と
断
ず
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
東

西
の
緊
張
が
極
度
に
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
そ
の
時
代
に
於
い
て
、
こ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の
〝
左
右
史
観
〞
で
一
切
の
現
象
を
判
断

す
る
姿
勢
は
或
る
意
味
で
止
む
を
得
ざ
る
仕
儀
で
あ
っ
た
。m

arxism
e 

以
外
に m

arxism
e 

を
乗
り
越
え
る
思
想
を
見
出
す
こ
と

は
不
可
能
と
す
る
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
左
翼
革
命
は
歴
史
的
必
然
で
あ
り
、
歴
史
の
宿
命
で
あ
り
、
或
る
意
味
で
〝
思
想
の
進
化

論
〞
の
来
る
べ
き
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
と
映
じ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル
が
こ
の
表
明
に
託
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
？　

以
下
具
体
的
か
つ
簡
略
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
声
明
の
結
論
を
彼
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で

締
め
括
っ
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
数
多
の
矛
盾
や
内
部
抗
争
、
ま
た
虐
殺
を
超
え
て
非
ス
タ
ー
リ
ン

化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
現
時
点
で
は
社
会
主
義
と
平
和
と
労
働
者
の
党
の
和
解
に
資
す
る
唯
一
有
効
な
方
策
で
あ
る
。
知
識

人
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
知
識
人
の
手
段
を
以
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
の
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
に
貢
献
す
る
つ
も
り
で

あ
る（

2
）。

　

la déstalinisation est en cours

〝
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
が
進
行
中
〞nous essaierons d ’aider à la déstalinisation du Parti 

français

〝
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
の
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
に
尽
力
す
る
〞
な
ど
の
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
は
一
党
独
裁
の
一
国

社
会
主
義
と
、
閉
鎖
的
か
つ
秘
密
主
義
的
官
僚
機
構
と
し
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
問
題
に
し
て
い
る
。
ま
たP.C

.F.

（
フ
ラ
ン
ス

共
産
党
）
幹
部
の
独
走
や
、
一
般
党
員
の
批
判
や
論
争
を
許
さ
ぬ
党
の
閉
鎖
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
こ
う

し
た
現
象
、“L

e

《socialism
e dans seul pays

》, ou stalinism
e, ne consiste pas une déviation du socialism

e. ”

《
一
国
社
会

主
義
》
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
は
必
ず
し
も
社
会
主
義
の
逸
脱
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
状
況
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
迂
回（

3
）と

看

做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
は
理
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
想
を
追
求
す
る
国
家
の
政
治
制
度
の
現
状
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
膠
着
化
し
た
官
僚
機
構

と
、
官
僚
の
特
権
階
級
化
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
序
列
主
義
と
個
人
崇
拝
、
あ
る
い
は
一
般
大
衆
と
の
隔
絶
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
官

僚
を
頂
点
と
し
て
下
部
ま
で
波
及
す
る
相
互
不
信
、
故
に
結
果
的
に
招
来
さ
れ
る
官
僚
の
独
裁
制
強
化
等
々
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

残
念
な
が
ら
上
記
の
事
実
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
の
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
の terreur

：
恐
怖
政
治

0

0

0

0

の
実
態
や
悲
惨
な cam

p

：
強0

制
収
容
所

0

0

0

0

の
現
状
に
つ
い
て
の
言
及
は
殆
ど
無
い
の
で
あ
る
。
既
に
序
論
で
触
れ
た
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
が
強
制
収
容
所
の
存
在
を
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非
難
す
る
の
は
一
九
六
二
年
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
が
『
イ
ヴ
ァ
ン
・
デ
ニ
ー
ソ
ヴ
ィ
チ
の
一
日
』
を
著
し
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
場
合
、
こ
う
し
た
国
内
の
諸
問
題
、
諸
矛
盾
か
ら
大
衆
の
目
を
逸
ら
す
一
つ
の
手
段
は
資
本
主
義
世
界
と

の
戦
い
を
殊
更
に
強
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
対
外
的
包
囲
網
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
た
孤
立
、
西
側
か
ら
の
脅
威
等
を
必
要
以

上
に
喧
伝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
煽
り
、
大
衆
の
不
安
を
ス
タ
ー
リ
ン
へ
の
個
人
崇
拝
に
結
び
つ
け
、
更
に
そ

の
不
安
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
原
動
力
と
す
る
東
欧
諸
国
の
半
植
民
地
化
と
い
う
軍
事
行
動
に
出
た
の
で
あ
る
。
そ
の
行
動
は
ペ
シ
ミ
ズ

ム
の
突
破
口
と
し
て
目
論
ま
れ
た
が
、
サ
ル
ト
ル
は
こ
れ
を déviation 

常
軌
の
逸
脱
と
は
見
ず
、
共
産
主
義
体
制
の
完
成
へ
の le 

retour 

迂
回
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逸
脱
で
あ
れ
迂
回
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
一
方
的
な
侵
攻
行
動
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体

制
の
半
ば
幻
想
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
か
ら
の
逃
げ
道
で
あ
り
、
国
内
の
問
題
・
矛
盾
を
糊
塗
せ
ん
が
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
だ
け
に
、
犠
牲
と
な
っ
た
被
侵
略
国
の
国
民
と
の
関
係
で
考
え
る
な
ら
ば
、
ソ
連
赤
軍
の
軍
事
行
動
に
正
当
性
を
認
め
る
こ

と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

サ
ル
ト
ル
自
身
そ
の
不
当
性
を
認
め
て
い
る
。

　

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
忠
誠
心
を
ソ
連
人
に
保
証
す
る
も
の
、
そ
れ
は la force

（
軍
事
力
）
だ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
ス
タ
ー
リ
ン
の
時
代
、
傷
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
事
件
が
、
非
ス
タ
ー
リ

ン
化
と
称
さ
れ
る
も
の
の
直
接
的
な
結
果
で
あ
る
こ
と
を
誰
し
も
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
民
主
化
も
同
様
で
あ
る（

5
）。

　

こ
う
し
た
体
制
内
の plaies 

傷
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
時
代
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
事
件
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を
契
機
と
し
て
そ
れ
が
明
る
み
に
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
と
。

三

　

Jacques D
errida 

は
サ
ル
ト
ル
の
唱
え
た
知
識
人
の
「
参
加
」
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て

い
る
。

　
〝
サ
ル
ト
ル
が
何
に
つ
い
て
も
そ
の
都
度
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
自
ら
に
許
し
、
と
き
と
し
て
知
識
人
の
名
に
値
す
る
分
析
・

考
察
・
批
判
や
情
報
提
供
を
せ
ず
―
と
り
わ
け
ソ
連
共
産
主
義
に
つ
い
て
彼
が
し
た
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
―
無
責
任
な
仕

方
で
意
見
を
述
べ
て
い
た
事
実
…
…（

6
）〞

　

デ
リ
ダ
の
指
摘
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
既
に
少
な
か
ら
ず
識
者
が
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
就
中
、
わ
れ
わ
れ
は
サ
ル
ト
ル
が
ソ

連
国
内
及
び
東
欧
諸
国
に
於
け
る
強
制
収
容
所
の
存
在
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
事
実
を
意
外
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ

と
し
て
は
サ
ル
ト
ル
が
補
足
し
え
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
故
意
に
明
る
み
に
出
す
こ
と
を
避
け
た
と
思
わ
れ
る
社
会
主
義
体
制
下

の régim
e totalitaire

（
全
体
主
義
体
制
）
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
、
自
ら
が
そ
の
体
制
内
で
経
験
し
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
出
身
の
亡
命

知
識
人 T

zvetan T
O

D
O

R
O

V
 

の
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
分
析
と
考
察
に
仰
い
で
み
た
い
。

　

ト
ド
ロ
フ
は
そ
の
著 L ’H

om
m

e D
épaysé

『
国
替
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
男
』
の
第
一
章 O

riginaire de B
ulgarie 

の1. 
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L

’expérience totalitaire

（
全
体
主
義
の
経
験
）
に
於
い
て
、
全
体
主
義
体
制
全
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
三
つ
の
構
成
要
素

を
挙
げ
て
い
る
。

構
成
要
素
の
特
徴

　

こ
の
体
制
を
分
析
す
る
際
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
三
つ
の
大
き
な
特
徴
：（
一
）
こ
の
体
制
は
体
制
維
持
の
た
め
に
イ
デ
オ

0

0

0

ロ
ギ
ー

0

0

0

に
頼
る
。（
二
）
こ
の
体
制
は
人
民
の
行
動
を
方
向
づ
け
る
た
め
に
恐
怖
政
治

0

0

0

0

を
利
用
す
る
。（
三
）
生
活
上
の
一
般
的
規

則
は
個
人
の
利
益
追
求
の
禁
止
と
権
力
意
志
の
無
制
限
な
支
配
で
あ
る（

7
）。

　

以
上
三
点
の
特
徴
の
内
容
に
今
少
し
深
く
立
ち
入
っ
て
見
る
と
、（
一
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
：
そ
の
理
想
の
内
容
は
現
実
社
会
の
目

標
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
、
地
上
に
お
け
る
完
璧
な
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
遠
い
昔
の
影
響
を
吸
収
し
た
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト

教
の
千
年
王
国
説
や
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
者
の
考
え
で
あ
る（

8
）。

　

つ
ま
り
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
現
実
社
会
の
目
標
と
し
て
提
示
さ
れ
た
完
璧
な
社
会
、
は
る
か
昔
の
キ
リ
ス
ト
教
の
千
年
王
国

や
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
主
張
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
ど
の
影
響
を
孕
む
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
理
想
郷
）
は
元
来
彼
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
ウ
・
ト
ポ
ス
乃
至
ウ
ノ
・
ト
ポ
ス

か
ら
作
っ
た
造
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
〝
ど
こ
に
も
無
い
場
所
〞
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
の
発
生
源
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
現
世
地
上
に
実
現
し
え
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ド
ロ
フ
自
身
次
の
よ
う
な
感
慨
を
洩
ら
し
て
い
る
。
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全
体
主
義
的
な
社
会
で
暮
ら
し
て
い
る
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
重
要
性
を
過
少
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
単

な
る
絵
空
言
、
煙
幕
、
虚
偽
で
あ
っ
て
現
実
生
活
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
に
思
え
て
く
る
。
当
局
者
達
は
ば
ら
色
の
未
来
に
つ

い
て
語
り
、
わ
れ
わ
れ
の
陰
う
つ
な
日
常
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
彼
ら
が
国
民
の
権
利
に
言
及
す
る
の
は
彼
ら
自
身
の
富
や

特
権
へ
の
渇
望
を
隠
す
た
め
で
し
か
な
い
、
と
語
っ
て
い
る
。
更
に
は
、

　

そ
の
上
わ
ず
か
な
記
憶
力
さ
え
あ
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
容
や
そ
の
大
原
則
の
具
体
的
な
解
釈
は
常
に
真
実
で
不
易
な
も

の
と
呈
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
を
移
さ
ず
著
し
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
た
る
や
、
常
に
真
実
で
あ
る
が
故
に
不
変
不
易
な
も
の
と
提
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は

驚
く
ほ
ど
頻
繁
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　

一
九
三
〇
年
代
終
わ
り
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
と
ソ
連
の
関
係
、
あ
る
い
は
六
〇
年
代
の
毛
沢
東
中
国
と
ソ
連
の
関
係
の
変

遷
が
、
と
り
わ
け
外
交
政
策
に
関
し
て
明
瞭
な
実
例
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
例
は
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
で
は
挙
げ
る
に
事
欠

か
な
い（

9
）。

　

そ
う
し
た
全
体
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
変
転
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
治
下
の
ド
イ
ツ
、
六
〇
年
代
毛
沢
東
の
中
国
と
ソ

連
の
関
係
の
変
遷
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
枚
挙
に
い
と
ま
な
し
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
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次
に
恐
怖
政
治

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
恐
怖
政
治
は
国
家
を
そ
の
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
管
理
し
、
指
導
者
の
望
む
よ
う
に
国
民
を
強
制

す
る
手
段
と
し
て
、
一
八
六
〇
年
代
ロ
シ
ア
の
革
命
家
ト
カ
チ
ェ
フ
や
ネ
チ
ャ
イ
エ
フ
ら
に
よ
っ
て
そ
の
組
織
的
運
用
の
検
討
が
始

ま
っ
て
い
る（

10
）。

更
に
彼
は
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
て
全
体
主
義
国
家
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
は
そ
の
著
『
哲
学
的
対
話
』
に
於
い
て
、
特
に
全
体
主
義
国
家
の
特
質
を
こ
う
語
る
。
無
神
論
の
社
会

で
絶
対
的
権
力
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
神
話
的
な
地
獄
の
炎
で
服
従
せ
ぬ
者
を
脅
迫
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。

《
現
実
の
地
獄

0

0

0

0

0

》
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
反
逆
者
を
打
ち
砕
き
他
の
す
べ
て
の
者
た
ち
を
怯
え
さ
せ
る
に
た
る

《
強
制
収
容
所
》
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
る
。
ま
た
、
道
徳
的
良
心
を
欠
い
た
人
間
や
、
高
位
の
権
力
に
完
全
に
忠
実
な
人
間
、

す
な
わ
ち
、〈
ど
ん
な
残
虐
な
行
為
も
平
気
で
行
う
機
械
人
間
た
ち
〉
か
ら
な
る
特
別
警
察
を
設
置
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
も
言

及
し
て
い
る（

11
）。

　

ま
た
（
三
）
の
利
権
の
支
配
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
国
の
住
民
に
と
っ
て
生
活
は
公
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
法
規
化
さ
れ
た
原
則

に
則
っ
て
送
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
く
異
な
る
規
律
に
従
っ
て
営
ま
れ
る
。
そ
れ
は
お
菓
子
の
最
も
美
味
し
い
部
分
を
奪
い
取

る
た
め
の
無
慈
悲
な
戦
い
な
の
だ
。
全
体
主
義
の
社
会
の
日
常
生
活
を
支
配
し
て
い
る
の
は
欲
得
づ
く
の
シ
ニ
ズ
ム
と
権
力
意
志
な

の
で
あ
る（

12
）。

　

利
権
の
全
面
的
支
配
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
や
レ
ー
ニ
ン
の
政
策
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
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権
力
奪
取
以
降
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
全
面
的
利
権
の
支
配
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
時
代
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
局
面
に
到
る
と
典
型
的
共
産
主
義
者
と
は
、
も
は
や
狂
信
家
で
は
な
く
出
世
主
義
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
る
。
出
世
主
義
者

は
命
令
に
応
じ
て
い
つ
で
も
そ
の
信
念
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
熱
望
す
る
の
は
彼
個
人
の
成
功
と
権
力
で
あ
っ

て
、
共
産
主
義
自
体
の
未
来
に
お
け
る
勝
利
は
眼
中
に
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
悪
し
き
状
況
の
生
成
を
そ
の
揺
籃
期
か
ら
見
守

り
、
主
要
な
養
分
を
与
え
た
の
は
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
と
ス
タ
ー
リ
ン
で
あ
る（

13
）。

　

最
後
に
こ
の
恐
怖
政
治
の
有
り
方
の
何
た
る
か
を
締
め
括
る
に
当
り
、
ト
ド
ロ
フ
の
卓
越
し
た
分
析
を
披
露
し
て
お
き
た
い
。

　

全
体
主
義
の
社
会
で
は
、
他
人
を
苦
し
め
る
手
段
＝
テ
ロ
ル
は
誰
も
が
駆
使
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
人
々
は
こ
の
手
段

に
訴
え
る
こ
と
を
推
奨
さ
れ
称
賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
の
上
司
、
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
、
隣
人
ま
た
兄
弟
を
不
幸
の
中
に
沈
め
よ
う
と

思
え
ば
、
適
切
な
手
段
で
党
や
公
安
委
員
会
の
諸
機
関
に
通
報
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
（
こ
れ
ら
は
通
低
し
た
組
織
で
あ
っ
た
）。

訴
え
ら
れ
た
者
は
そ
の
後
の
昇
進
は
な
く
な
り
、
職
を
奪
わ
れ
、
住
居
を
強
制
退
去
さ
せ
ら
れ
、
地
方
へ
追
放
さ
れ
た
り
強
制
収

容
所
に
送
ら
れ
た
り
し
て
、
恐
ら
く
は
殺
さ
れ
る
！　

ブ
ル
ガ
リ
ア
で
嘗
て
抑
留
さ
れ
て
い
た
人
が
私
に
こ
う
証
言
し
た
。《
な

ん
ら
か
の
理
由
で
誰
か
を
破
滅
に
追
い
込
も
う
と
思
え
ば
、
誰
で
も
そ
う
す
る
こ
と
が
出
来
た（

15
）》。

　

恐
怖
政
治
は
、
死
あ
る
い
は
弾
圧
に
よ
る
脅
迫
で
あ
り
、
一
旦
そ
れ
が
社
会
に
導
入
さ
れ
る
や
、
そ
の
社
会
は
根
底
か
ら
変
質
す
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る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
ト
ド
ロ
フ
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
引
用
し
て
、《
他
人
が
苦
し
む
の
を
見
る
こ
と
に
よ
る
よ
こ
し
ま
な
喜
び（

14
）》、

ド
イ
ツ
語
の Schadenfreude 

が
人
間
に
あ
っ
て
、
人
は
本
能
的
に
他
人
の
幸
福
を
楽
し
ま
ず
、
逆
に
人
を
喜
ば
せ
る
の
は
他
人
の

不
幸
で
あ
り
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
人
間
の
性
情
を
上
手
く
利
用
し
た
の
が
恐
怖
政
治

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
更

に
、
恐
怖
政
治
は
誰
で
も
が
自
由
に
駆
使
し
う
る
も
の
で
、
こ
の
手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
奨
励
さ
れ
、
称
賛
さ
え
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
隣
人
、
上
司
、
ラ
イ
バ
ル
、
兄
弟
を
不
幸
の
中
に
沈
め
よ
う
と
思
え
ば
、
党
や
公
安
委
員
会
の
諸
機
関
に
通
報
し
さ
え
す
れ
ば

よ
い
。
訴
え
ら
れ
た
者
は
直
ち
に
職
を
奪
わ
れ
、
地
方
へ
追
放
さ
れ
、
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
て
恐
ら
く
は
殺
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
誰
か
を
破
滅
に
追
い
込
も
う
と
す
れ
ば
、
誰
で
も
が
そ
う
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
、
か
つ
て
収
容
所
に
収
監
さ
れ
て
い

た
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
証
言
を
ト
ド
ロ
フ
は
紹
介
し
て
い
る（

15
）。

　

全
体
主
義
体
制
の
究
極
の
悪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
強
制
収
容
所
の
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

に
見
る
ト
ド
ロ
フ
は
、
サ
ル
ト
ル
が
そ
の
存
在
に
積
極
的
に
言
及
し
な
か
っ

た
事
実
の
理
由
の
一
つ
を
次
の
様
に
見
て
い
る
。
そ
れ
は
レ
ー
モ
ン
・
ア
ロ
ン
と
サ
ル
ト
ル
の
精
神
の
相
貌
の
対
比
に
窺
え
る
と
す

る
。

　

そ
の
対
比
（
対
立
）
は
政
治
と
科
学
の
対
比

0

0

0

0

0

0

0

0

に
准
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
サ
ル
ト
ル
は
純
粋
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
、
感
情
的
な
選

0

0

0

0

0

択0

に
よ
っ
て
全
て
を
決
定
す
る
人
間
で
あ
り
、
ア
ロ
ン
は
諸
事
実
の
聴
取
か
ら
取
り
掛
か
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
知
っ
た
専
門
家
、
学
者
で
あ

る
。
ど
ち
ら
も
モ
ラ
リ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
サ
ル
ト
ル
の
モ
ラ
ル
は
盲
目
的

0

0

0

に
一
つ
の
ド
グ
マ

0

0

0

に
執
着
す
る
信
仰
者

0

0

0

の
血
を
引
い
て

い
る
の
に
対
し
て
、
ア
ロ
ン
は
人
間
の
普
遍
性
の
観
念
に
基
づ
き
、
論
議
を
経
た
論
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
モ
ラ
ル
を
表
明
す
る

の
で
あ
る（

16
）。

よ
っ
て
次
の
よ
う
な
結
論
に
到
る
。

　

ア
ロ
ン
の
議
論
の
進
め
方
が
「
事
実

0

0

」
の
確
認

0

0

0

か
ら
始
ま
る
の
に
対
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
「
事
実
」
に
殆
ど
関
心
を
持
た
な
い
と
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ト
ド
ロ
フ
は
語
る
。
晩
年
の
サ
ル
ト
ル
と
極
め
て
深
い
親
交
の
あ
っ
た John G
erassi 

は
そ
の
著 Sartre, C

onscience haïe de son 

siècle

『
サ
ル
ト
ル
、
そ
の
時
代
の
忌
み
嫌
わ
れ
た
良
心
』
に
お
い
て
一
つ
の
証
言
を
寄
せ
て
い
る
。

　

サ
ル
ト
ル
は
人
前
で
は
ア
ロ
ン
や
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
擁
護
者
に
つ
い
て
敬
意
を
も
っ
て
語
っ

た
が
、
個
人
的
に
は
彼
ら
を
偉
大
な
る
凡
人
と
看
做
し
て
い
た
。
ア
ロ
ン
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
下
僕
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト

ロ
ー
ス
は
気
ど
っ
た
、
横
柄
な
書
生
に
す
ぎ
ず
、
彼
の
《
ば
か
げ
た
》
思
想
は
他
の
知
識
人
達
を
だ
ま
し
て
政
治
参
加
を
回
避
せ
し

め
る
目
的
以
外
の
も
の
を
も
た
な
い（

17
）と

。

　

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
理
想
に
燃
え
て
い
た
当
時
の
サ
ル
ト
ル
の
正
直
な
想
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

四

　
『
汚
れ
た
手
』
は
当
時
の
全
体
主
義
体
制
下
の
政
治
活
動
の
一
端
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
若
く
て
純
粋
な
魂
の
持

主
の
党
員
ユ
ゴ
ー
は
、
党
の
指
令
で
指
導
者
エ
ド
レ
ー
ル
を
粛
清
し
よ
う
と
す
る
が
、
政
治
目
的
の
た
め
と
あ
れ
ば
手
段
を
選
ば
ぬ

妥
協
も
必
要
と
し
、
清
濁
合
わ
せ
呑
む
エ
ド
レ
ー
ル
の
寛
仁
大
度
な
人
格
に
圧
倒
さ
れ
命
令
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、
自
分
の
妻
が
エ
ド
レ
ー
ル
の
腕
に
抱
か
れ
て
い
る
の
を
目
撃
し
た
そ
の
時
、
や
っ
と
ユ
ゴ
ー
は
ピ
ス
ト
ル
に
手
を
掛
け
る
の
で

あ
る
。

　

共
産
党
の
教
条
主
義
を
批
判
し
た
か
に
見
え
る
こ
の
ド
ラ
マ
の
主
た
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、com

m
unism

e 

体
制
の
閉
鎖
性
、
そ
の

官
僚
主
義
的
側
面
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
あ
り
、
目
的
さ
え
正
し
け
れ
ば
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
如
何
な
る
手
段
も
許
さ
れ
る
と
す
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る
ス
タ
ー
リ
ン
流
の
考
え
方
に
、
ユ
ゴ
ー
と
い
う
知
識
人
の
悲
劇
を
借
り
て
反
撥
し
た
点
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
よ
っ

て
、
こ
の
ド
ラ
マ
は
或
る
意
味
で
〝
知
識
人
の
悲
劇
〞
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
主
人
公
ユ
ゴ
ー
は
様
々
な
問
題
で
エ
ド
レ
ー
ル
の
護
衛
達
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
エ
ド
レ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
ユ
ゴ
ー
が
余
り
に
も
純
粋
さ
に
固
執
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
汚
れ
た
手
』
は
主
た

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て com

m
unism

e 

の
全
体
主
義
的
体
制
の
有
り
方
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
こ
の
劇
作
に
は

副
次
的
な
テ
ー
マ
、
い
わ
ば
副
旋
律
と
し
て
「
知
識
人
の
疎
外
」
の
問
題
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
『
自
由
へ

の
道
』L

es C
hem

ins de la Liberté 

第
三
部
『
魂
の
中
の
死
』L

a M
ort dans l ’A

m
e

（
一
九
四
九
年
）
も
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
こ
れ
を
取
り
挙
げ
て
い
る
。

　
『
自
由
へ
の
道
』
の
主
人
公
マ
チ
ウ
・
ド
ラ
リ
ュ
（
サ
ル
ト
ル
の
分
身
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
）
は
兵
営
に
於
い
て
常
に
労
働
者

階
級
の
兵
士
と
衝
突
し
、
理
解
し
合
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
〝
純
粋
〞
へ
の
こ
だ
わ
り
が
介
在

し
て
い
る
。
ユ
ゴ
ー
の
そ
う
し
た
執
着
は
〝
政
治
に
於
い
て
は
目
的
の
た
め
に
手
段
を
選
ば
な
い
〞
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
〔agent

〕

手
先

0

0

の
使
命
の
達
成
を
阻
む
要
因
と
な
る
。
個
人
の
問
題
と
政
治
的
使
命
を
混
同
せ
ず
切
り
離
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
は
効
果
・
結
果
優
先
の
問
題
で
あ
っ
て
個
人
の
主
義
主
張
（
こ
こ
で
は
モ
ラ
ル
の
尊
重
）
と
は
無
関

係
と
割
り
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
イ
ン
テ
リ
の
「
懦
弱
」
が
顕
に
な
っ
て
い
る
。

　

主
人
公 H

ugo 

ユ
ゴ
ー
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
か
ら
の
み
な
ら
ず
労
働
者
階
級
か
ら
も
疎
外
さ
れ
る
イ
ン
テ
リ
に
位
置
付
け
た
サ

ル
ト
ル
の
意
図
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
？　

ま
た
、
こ
う
し
た
状
況
設
定
に
よ
っ
て
如
何
な
る
効
果
が
、
ま
た
意
味
が
生
じ
た
の
か
？

　
〔agent

〕手
先
は
逡
巡
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
情
径
行
的
行
動
を
と
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
知
識
人
の
場
合
正
義
感
、
良
心
、
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思
想
の
問
題
が
常
に
介
在
し
、
単
純
に
は
行
動
に
走
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
労
働
者
と
知
識
人
の
相
互
理
解
の
困
難
な
状
況
を
わ
れ

わ
れ
は
例
え
ば
『
自
由
へ
の
道
』
第
三
部
の
マ
チ
ウ
の
姿
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
主
人
公
と
労
働
者
の
対
決
の
図
式
は
、
実

は
第
二
次
世
界
大
戦
中
サ
ル
ト
ル
が
動
員
直
後
に
配
属
さ
れ
た
気
象
観
測
班
の
隊
員
と
し
て
の
体
験
が
そ
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

サ
ル
ト
ル
没
後
の
二
大
私
的
文
書 L

es L
ettres à Sim

one de B
eauvoir et à quelques autres (1983), les C

arnets de la drôle de 

guerre (1983, 1995)

の
内
、
殊
に
上
記
の
状
況
を
鮮
明
に
伝
え
る
『
奇
妙
な
戦
争
の
メ
モ
』
か
ら
、
サ
ル
ト
ル
と
労
働
者
及
び
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
階
級
出
身
の
兵
士
達
と
の
口
論
の
有
様
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。G

eneviève Idt 

は Sartre rom
ancier ; lectures 

actuelles de l ’œ
uvre rom

anesque de Sartre （
18
） 

に
於
い
て
、
サ
ル
ト
ル
の
『
メ
モ
』
の
報
告
は
大
き
く
二
種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、
一

つ
は
気
象
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
、
第
二
の
種
類
は
陣
中
で
の
日
常
生
活
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
幾
分
コ
ミ
カ
ル
な
、
自
ら
の
自
己
欺
瞞

を
明
る
み
に
出
す
目
論
見
の
茶
番
劇
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
他
の
言
動
の
構
造
分
析
と
し
て
、
最
後
に
数
行
の
文
章
に
要
約
さ
れ
て
終

る
と
し
て
い
る
。

　

サ
ル
ト
ル
は
こ
う
し
た
報
告
書
を
主
と
し
て
母
親
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
、
タ
ー
ニ
ャ
、
つ
ま
り
す
べ
て
を
女
性
の
読
者
に
宛
て
て

殆
ど
毎
日
三
通
ず
つ
発
送
し
て
い
る
。
従
っ
て
次
の
よ
う
な
諍
い
が
頻
発
す
る
。

　

俺
は
お
前
と
い
う
人
間
が
分
か
っ
て
き
た
。
と
ピ
エ
テ
ー
ル
が
言
っ
た
。
お
前
は
皆
が
い
や
が
る
こ
と
だ
け
が
好
き
な
ん
だ
。

お
前
は
一
日
中
も
の
を
書
い
て
い
て
、
レ
ス
ト
ラ
ン
へ
行
く
と
な
れ
ば
一
人
で
好
き
な
と
き
に
行
っ
ち
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
に
声
を

掛
け
も
し
な
い（

19
）。
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サ
ル
ト
ル
は
人
を
寄
せ
つ
け
ぬ
雰
囲
気
で
一
日
中
も
の
を
書
き
続
け
、
食
事
が
し
た
く
な
れ
ば
勝
手
に
一
人
で
仲
間
に
そ
れ
を
告

げ
も
せ
ず
去
っ
て
し
ま
う
。
隊
員
の
中
で
最
も
頻
繁
に
サ
ル
ト
ル
と
遣
り
合
う
ピ
エ
テ
ー
ル
は
何
か
に
つ
け
て
彼
を
批
難
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
サ
ル
ト
ル
が
他
人
と
行
動
を
共
に
せ
ず
、
超
然
と
し
て
常
に
冷
や
か
で
あ
る
様
子
に
憤
懣
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
単
独
行
動
に
身
を
委
ね
る
サ
ル
ト
ル
の
性
癖
は
『
自
由
へ
の
道
』L

a m
ort dans l ’âm

e 

で
も
酒
宴
の
場
面
に
鮮
明
に
描

写
さ
れ
る
。

　

マ
ウ
チ
・
ド
ラ
リ
ュ
は
仲
間
が
一
緒
に
飲
も
う
と
い
う
誘
い
を
拒
否
す
る
。
す
る
と
ラ
テ
ッ
ク
ス
と
い
う
兵
士
が
酔
態
を
演
じ
、

ズ
ボ
ン
か
ら
一
物
を
引
っ
張
り
出
す
。

　

ラ
テ
ッ
ク
ス
が
ズ
ボ
ン
か
ら
一
物
を
引
っ
張
り
出
し
た
。

―
こ
れ
を
見
ろ
！　

彼
が
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
帽
子
を
脱
ぐ
と　

俺
は
こ
れ
で
六
つ
も
作
っ
た
ぞ
。

―
六
つ
、
何
を
？
。

―
六
人
の
が
き
を
さ（

20
）。

―
俺
は
あ
と
一
ダ
ー
ス
も
作
っ
て
や
る
ぞ
、
助
平
野
郎
！

　

マ
チ
ウ
は
顔
を
背
け
た
。

―
脱
帽
し
ろ
、
新
米
！　

ラ
テ
ッ
ク
ス
は
怒
っ
て
叫
ん
だ
。

―
私
は
帽
子
な
ど
被
っ
ち
ゃ
い
な
い
よ（

21
）。
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「
自
分
は
あ
と
一
ダ
ー
ス
ば
か
り
作
る
。
脱
帽
し
ろ
、
助
平
野
郎
！
」「
私
は
帽
子
な
ど
か
ぶ
っ
ち
ゃ
い
な
い
よ
」
と
言
っ
て
マ

チ
ウ
は
そ
の
場
を
去
る
。

　

労
働
者
階
級
の
兵
士
と
マ
チ
ウ
（
サ
ル
ト
ル
）
の
持
つ
雰
囲
気
の
差
異
は
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
分
け
て
も
大
き
な
相

異
は
両
者
間
に
広
が
る
倫
理
観
で
は
な
か
ろ
う
か
？　

そ
こ
に
は
倫
理
的
潔
癖
性
の
濃
淡
が
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　

サ
ル
ト
ル
は
一
九
二
九
年
、
誤
っ
て
気
象
班
と
い
う
楽
な
部
署
に
つ
か
せ
て
も
ら
っ
た
事
実
を
恥
じ
て
い
た
。

　
《
私
は
一
九
二
九
年
気
象
観
測
班
と
い
う
後
方
勤
務
に
回
し
て
も
ら
う
過
ち
を
犯
し
た
。
そ
れ
は
卑
劣
な
行
為
だ
っ
た
。
認
め

る
よ
》、
と
サ
ル
ト
ル
が
言
う
と
、
ピ
エ
テ
ー
ル
は
《
あ
ー
あ
ー
、
だ
か
ら
お
前
は
下
司
野
郎
な
の
だ
》
と
の
の
し
る
。

　
〝
あ
れ
は
破
廉
恥
な
行
為
だ
っ
た
。
認
め
る
よ
〞
と
言
う
サ
ル
ト
ル
に
対
し
て
ピ
エ
テ
ー
ル
は
〝
お
前
は
下
司
野
郎
だ
〞
と
の

の
し
る
。

　

ピ
エ
テ
ー
ル
は
畳
み
掛
け
て
〝
お
前
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
盗
ん
で
一
週
間
後
に
自
分
は
泥
棒
だ
、
下
司
野
郎
だ
、
後
悔
し
て
る

と
言
い
な
が
ら
も
喜
々
と
し
て
そ
れ
を
食
べ
る
、
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
る
〞
と
言
う
。
ま
た
更
に
、

　
〝
私
は
お
前
よ
り
ず
っ
と
正
直
だ
。
私
は
コ
ネ
を
使
っ
て
気
象
班
に
配
属
さ
れ
た
結
果
に
満
足
し
て
い
る
。〞
対
し
て
サ
ル
ト
ル

は
反
論
す
る
。

　

サ
ル
ト
ル
は
〝
私
に
は
君
が
そ
れ
を
正
直
と
い
う
意
味
が
理
解
で
き
な
い
。
君
は
自
分
が
下
司
野
郎
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
く

な
い
だ
け
だ
〞
と
言
い
返
す
。
ピ
エ
テ
ー
ル
は
〝
私
が
下
司
で
な
い
理
由
は
、
正
義
が
支
配
す
る
社
会
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
利
益
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の
た
め
に
不
正
を
犯
す
こ
と
で
後
悔
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
現
代
社
会
で
は
私
は
例
外
的
存
在
で
は
な
い
。
自
分
の
よ
う

に
コ
ネ
を
使
っ
た
人
間
は
五
十
万
人
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
万
一
自
分
が
こ
の
ポ
ス
ト
に
居
な
く
て
も
誰
か
が
こ
こ
に
居
す
わ
る

だ
け
の
こ
と
だ
。
サ
ル
ト
ル
、
君
は
自
分
を
破
廉
恥
な
奴
だ
と
言
う
が
、
君
も
や
は
り
私
と
同
様
気
象
班
の
特
権
を
利
用
し
て
い

る
。
そ
の
特
権
を
拒
否
し
て
歩
兵
に
で
も
志
願
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
も
君
を
誠
実
と
認
め
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
君
が

誠
実
で
あ
る
こ
と
を
一
体
誰
が
証
明
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
か
？（

23
）〞

　

以
上
、
サ
ル
ト
ル
が
非
難
す
る
ピ
エ
テ
ー
ル
の
行
為
は
、
一
重
に
彼
が
有
力
者
の
コ
ネ
を
利
用
し
た
事
実
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
純
粋
に
モ
ラ
ル
の
、
個
人
的
モ
ラ
ル
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

結
局
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
ピ
エ
テ
ー
ル
と
の
対
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
次
の
よ
う
に
締
め
括
っ
て
い
る
。

　

ピ
エ
テ
ー
ル
に
つ
い
て
、
こ
の
会
話
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
ピ
エ
テ
ー
ル
が
非
本
来
的
合
理
主
義
者
の
最
も
見
事
な
見

本
、
よ
り
正
確
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
《
ひ
と
》
で
あ
る
事
実
で
あ
る（

24
）。

　
〝
彼
は
非
本
来
的
合
理
主
義
者
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
《
ひ
と
》das M

an 

の
最
も
見
事
な
見
本
で
あ
る
〞
と
結
論
す
る
。

　

こ
の
時
代
サ
ル
ト
ル
は E

igentlichkeit

「
本
来
性
」
の
思
想
に
執
着
し
て
い
た
、
も
し
く
は
縛
ら
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
魅
入

ら
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。authenticité 

と inauthenticité

：
「
本
来
性
」
と
「
非
本
来
性
」
と
い
う
〔
二
項
対
立
〕
の
世
界
観

で
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
透
視
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
ド
イ
ツ
留
学
時
代
に
影
響
を
受
け
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
吹
き
込
ま
れ



366　

第五部 　時代と思想

た
本
来
的
自
己
〔
実
存
〕
の
回
復
と
い
う
観
念
の
基
盤
を
為
す
性
格
は
、
中
性
化
乃
至
平
均
化
さ
れ
た
「
ひ
と
」《on

》：《D
as 

M
an

》：《un tel

》
の
中
に
埋
没
し
た
個
別
性
、
社
会
的
相
対
主
義
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
許
容
、
儀
礼
上
の
合
理
主
義
（『
異
邦
人
』

の
ム
ル
ソ
ー
が
拒
否
し
た
も
の
）、
価
値
へ
の
盲
目
等
を
「
非
本
来
性
の
基
盤
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
逆
行
す
る（

25
）、

乃
至
は
対
蹠
的
位
置
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
加
う
る
に
、
サ
ル
ト
ル
は
本
来
性
に
到
達
す
る
た
め
に
は
何
か
が
破
綻
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
。
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、
ゴ
ッ
ホ
、
ラ
ン
ボ
ー
に
対
す
る
彼
の
「
本
来
性
」
に
関
わ
る
劣
等
感
は
こ
う
し
た
芸
術
家
達
が

お
の
れ
を
破
滅
さ
せ
え
た
か
ら
な
の
だ
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
許
容
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
許
容
範
囲
は
極
め
て
限
定
さ

れ
、
儀
礼
上
も
極
め
て
不
合
理
（
世
間
体
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
）
で
、
相
対
主
義
を
否
定
（
絶
対
主
義
を
貫
き
）
し
、
己
の
み

が
信
奉
す
る
価
値
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
ん
だ
芸
術
上
の
闘
士
で
あ
っ
た（

26
）。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の Sein und Zeit
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
得
た
「
沈
黙
の
呼
び
声
」、
良
心
の
呼
び
声
は
、
自
己
を
《
ひ
と
》
か

ら
連
れ
戻
し
、
現
存
在
に
「
負
い
目
」Schuld 

を
理
解
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
わ
れ
わ
れ

が
「
死
へ
の
存
在
」Sein zum

 Tode 

で
あ
る
こ
と
を
了
解
せ
し
め
る
も
の
、
す
な
わ
ち
現
存
在
の
「
虚
無
性
」N

ichtigkeit 

を
認

識
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
自
己
固
有
の
負
い
目
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
沈
黙
の
う
ち
に
、
不
安
に
身
構
え
て

自
ら
投
企
す
る
こ
と
」
を
「
決
意
性
」E

ntschlossenheit 
と
呼
び
、
こ
れ
が
〝
本
来
性
〞
の
証
明
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
現

存
在
の
本
来
性
は
「
良
心
」
と
「
決
意
性
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
来
性
は
自
己
へ
の
忠
実
、
世
界
へ
の
忠
実
故

に
苦
悩
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
も
あ
る（

27
）。

社
会
的
相
対
主
義
を
排
し
、
儀
礼
上
の
合
理
主
義
や
価
値
へ
の
盲
信
を

し
り
ぞ
け
て
、
個
人
の
「
心
奥
」
が
呼
び
か
け
る
沈
黙
の
声
に
耳
を
傾
け
た
結
果
と
し
て
、
自
己
破
滅
に
到
る
行
程
に
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
の
「
本
来
性
」
の
姿
を
サ
ル
ト
ル
は
見
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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こ
う
し
た
「
本
来
性
」
へ
の
強
烈
な
る
こ
だ
わ
り
は
「
正
義
と
善
」
の
過
激
な
追
求
と
な
り
、
妥
協
を
許
さ
ぬ
純
粋
志
向
へ
と
人

を
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。『
汚
れ
た
手
』
の
一
方
の
主
人
公
ユ
ゴ
ー
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
一
面
を
付
与
さ
れ
た
、

使
命
と
倫
理
的
正
義
の
は
ざ
ま
で
葛
藤
・
煩
悶
す
る
知
識
人
の
典
型
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

　

と
こ
ろ
で T

zvetan Todorov 

は L ’hom
m

e dépaysé 

の
第
七
章 Politique des intellectuels 

の
項
で
興
味
深
い
論
旨
を
展
開
し

て
い
る
。
暫
時
そ
の
言
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。

　

ア
メ
リ
カ
人
哲
学
者
に
し
て
社
会
学
者 C

hristopher L
asch 

に
よ
る
知
識
人
の
類
型
分
類
か
ら
彼
は
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ

れ
は
歴
史
の
三
つ
の
時
代
に
照
応
す
る
知
識
人
の
役
割
で
あ
る
。l ’intellectuel com

m
e voix de la conscience

：
良
心
の
声
と
し

て
の
知
識
人
、
次
は com

m
e voix de la raison
：
理
性
の
声
と
し
て
の
知
識
人
、
最
後
は com

m
e voix de l ’im

agination

：
想
像

（
力
）
の
声
と
し
て
の
知
識
人
で
あ
る
。
第
一
の
ケ
ー
ス
は
最
も
古
い
タ
イ
プ
で
モ
ラ
リ
ス
ト

0

0

0

0

0

が
こ
れ
に
あ
た
り
、
伝
統
と
宗
教
を

拠
り
所
と
し
て
い
る
。
二
番
目
は
モ
ラ
リ
ス
ト
に
対
抗
す
る
啓
蒙
主
義
時
代
の
知
識
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
三
番
目
は
そ
の
啓
蒙
思
想
の
学
者

に
対
抗
し
て
産
ま
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
的
反
抗

0

0

0

0

0

0

0

0

に
照
応
す
る
知
識
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
の
タ
イ
プ
の
知
識
人
は
社
会
の
は

0

0

0

0

み
出
し
者

0

0

0

0

、
呪
わ
れ
た
詩
人

0

0

0

0

0

0

、
芸
術
家

0

0

0

の
姿
を
纏
っ
て
い
る（

28
）。

更
に
、
夫
々
の
時
代
の
知
識
人
の
旗
印
は
〔
善0

〕〔
真0

〕〔
美0

〕
で
あ

る
と
。
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
倫
理
的
言
説
に
関
し
て
科
学
的
理
性
や
解
放
の
ロ
マ
ン
主
義
的
夢
想
よ
り
む
し
ろ
、
知
識
人
が
良
心
に
注
意

を
向
け
る
モ
ラ
リ
ス
ト
の
タ
イ
プ
を
称
揚
す
る
。
そ
し
て
ト
ド
ロ
フ
は
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
た
め
に
倫
理
的
価
値
を
犠
牲
に
す
る
こ



368　

第五部 　時代と思想

と
を
拒
否
す
る
ラ
ッ
シ
ュ
の
姿
勢
に
賛
同
す
る
。

　
L

’artiste en tant que tel, le savant en tant que tel n ’ont pas de leçons de m
orale à nous donner ; ils ne sont pas sages 

que le citoyen ordinaire （
29
）.

　

そ
の
訳
は
、
芸
術
家
や
学
者
は
そ
れ
自
体
と
し
て
確
固
た
る
道
徳
的
教
訓
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
が
一
般
市
民
以

上
に
賢
明
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ト
ド
ロ
フ
は L

a tentation de l ’utopism
e

「
理
想
郷
主
義
へ
の
誘
惑
」
の
項
で
こ
う
語
る
。

　

C
e sont là deux rôles opposés : l ’intellectuel com

m
e m

aître en lucidité et l ’intellectuel com
m

e pourvoyeur d ’espoir. 

対
立
す
る
二
つ
の
知
識
人
の
役
割
と
し
て
、
明
晰
な
る
指
導
者

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
知
識
人
と
、
希
望
の
供
給
者

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
知
識
人
が
あ
る
。

そ
し
て
、les préférence de Sartre vont à la seconde position 

サ
ル
ト
ル
の
好
み
は
後
者
の
立
場
、
つ
ま
り
希
望
の
供
給
者
と

し
て
の
知
識
人
で
あ
っ
て
、L

a dém
arche ici défendue est celle de l ’utopism

e 

拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
主
張
は
「
理
想
郷
主
義

0

0

0

0

0

」

に
他
な
ら
な
い
。
理
想
郷
の
考
え
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ル
ソ
ー
ま
で
常
に
存
在
し
た
が
、
そ
の
考
え
の
役
割
は
、
世
界
を
解
析
で
き
る

よ
う
に
精
神
を
教
育
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
明
日
の
行
政
官
に
プ
ラ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
語
る
。
そ
し

て
こ
の
ト
ド
ロ
フ
の
言
を
指
標
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
サ
ル
ト
ル
は
「
希
望
の
供
給
者
」
と
し
て
の
知
識
人
で
あ
り
、
彼
は
理
想

0

0

郷
主
義
と
い
う
観
念
が
先
行
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
ト
ド
ロ
フ

は
、
サ
ル
ト
ル
と
ア
ロ
ン
の
社
会
観
、
歴
史
観
及
び
そ
の
方
法
論
を
比
較
し
た
の
で
あ
る
。
論
旨
の
都
合
上
再
度
ト
ド
ロ
フ
の
見
解

を
要
約
し
て
お
く
と
、
サ
ル
ト
ル
は
純
粋
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
感
情
的
な
選
択
で
す
べ
て
を
決
定
す
る
が
、
ア
ロ
ン
は
事
実
に
耳
を

傾
け
る
こ
と
か
ら
始
め
る
学
者
で
あ
り（

30
）、

両
者
共
に
モ
ラ
リ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
の
倫
理
的
姿
勢
の
起
源
に
違
い
が
あ
る
と
言
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う
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
に
は
詰
ま
る
所
一
つ
の
ド
グ
マ
に
盲
目
的
に
固
着
す
る
信
者
の
姿
勢
が
あ
り
、
ア
ロ
ン
に
は
論
拠
に
よ
っ

て
立
証
さ
れ
た
論
争
に
支
え
ら
れ
た
人
間
的
普
遍
性
の
観
念
に
基
づ
く
合
理
的
な
モ
ラ
ル
が
あ
る
。
ア
ロ
ン
に
と
っ
て
事
実
の
確
認

が
果
た
す
べ
き
第
一
歩
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
サ
ル
ト
ル
が
事
実
に
殆
ど
関
心
を
持
た
な
い
の
は
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
と
す
る
。

結
局
サ
ル
ト
ル
に
は
盲
目
的
に
固
執
す
る
観
念
的
理
想
が
先
ず
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、Telle est l ’énigm

e 

洵
に
不
思
議
な
こ
と
だ
が
、
と
前
置
き
し
た
上
で
、
こ
の
二
百
年
西
欧
諸
国
は
大
多
数
の
人
に
選
択

さ
れ
た
道
、
民
主
主
義
の
道
に
踏
み
入
れ
て
い
た
の
に
、
最
も
見
識
あ
る
人
々
で
あ
る
べ
き
知
識
人
は
、
む
し
ろ
粗
暴
で
専
制
的
な

体
制
を
選
ん
で
き
た（

31
）。

近
年
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
彼
の
崇
拝
者
、
ま
た
そ
の
弟
子
た
ち
の
事
例
に
注
目
が
集
ま
っ
た
が
、
彼
ら
は
第
二

次
世
界
大
戦
前
ま
た
大
戦
中
ナ
チ
ズ
ム
の
思
想
に
固
着
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
数
多
の
最
高
級
の
知
識
人
達
が
身
も
心
も

捧
げ
て
き
た
の
は
政
治
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
、
つ
ま
り
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
主
義
、
毛
沢
東
主

義
、
カ
ス
ト
ロ
主
義
あ
る
い
は
一
時
的
と
は
い
え
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
支
持
し
た
ホ
メ
イ
ニ
の
体
制
等
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

　

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
？　

謎
解
き
の
一
つ
を
ト
ド
ロ
フ
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ウ
ェ
ル
の
言
に
求
め
る
。
一
九
四

〇
年
代
、
大
戦
前
夜
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
一
般
市
民
の
方
は
彼
ら
の
自
由
を
愛
し
、
善
悪
の
実
在
を
信
じ
、
知
性
を
尊
重
し
た

が
、
知
識
人
は
そ
う
し
た
《
形
而
上
学
的
虚
構
》
の
仮
面
を
剥
ぐ
こ
と
に
汲
々
と
し
た
結
果
、
一
般
人
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
闘
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
が
、
知
識
人
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
迎
合
的
な
態
度
を
と
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
ら
が
一
般
人
よ
り
も
精
神
的
領
域
で
天
分
に
恵
ま
れ
て
い
る
が
故
に（

33
）、

彼
ら
は
知
的
能
力
の
み
の
力
で

権
力
の
座
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
に
対
し
て
は
専
制
政
治
が
民
主
主
義
よ
り
も
都
合
が
よ
い
の

で
あ
る（

34
）。《

必
要
不
可
欠
な
殺
人
》
を
称
賛
す
る
人
々
と
は
、
間
近
に
死
体
を
見
た
こ
と
の
な
い
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
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マ
ル
ク
ス
主
義
の
詩
人 A

uden 

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、《C

ela ne peut être écrit que par une personne pour qui le m
eurtre 

est essentiellem
ent un m

ot （
35
）》

そ
う
し
た
作
品
は
、
殺
人
が
何
よ
り
も
先
ず
言
葉
で
し
か
な
い

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
人
間
に
よ
っ
て
し
か
書
か

れ
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る（

36
）。

　

要
す
る
に
、《
知
識
人
や
作
家
、
ま
た
芸
術
家
な
ど
が
倫
理
の
領
域
や
政
治
の
領
域
に
、
美
的
な
判
断
基
準
を
体
系
的
に
適
用
し

は
じ
め
た
（
そ
れ
は
ラ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
想
像
力
の
支
配
で
あ
る
）》
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
ト
ド
ロ
フ
は
見
て
い
る
。
ラ
ッ

シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
想
像
力
の
君
臨
で
あ
り
、
ポ
ー
ル
・
ベ
ニ
シ
ュ
ー
は
こ
れ
を le credo rom

antique 

と
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
問
題
は
〝
ロ
マ
ン
主
義
的
信
仰
箇
条
〞
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
派
詩
人 Percy B

ysshe Shelley 

は les poètes seront les

《législateurs de l ’univers

》（Shelley

）〝
詩

人
は
宇
宙
の
立
法
者
と
な
る
〞
と
語
り
、《la beauté sauvera le m

onde

》（D
ostoïevski

）
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
〝
美
が
世
界

を
救
う
〞
と
言
い
、《l ’esthétique est la m

ère de l ’éthique

》（Joseph B
rodsky （

37
））

ブ
ロ
ド
ス
キ
ー
は
〝
美
は
倫
理
の
母
な
り
〞

と
表
現
し
た
事
実
が
以
上
の
経
緯
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。

　

結
局
、
ロ
マ
ン
主
義
的
想
像
界
で
は
ど
う
あ
れ
、
現
実
世
界
で
は〝
絶
対
悪
〞〝
絶
対
的
善
〞と
い
う
も
の
は
殆
ど
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
知
識
人
は
む
し
ろ
〝
よ
り
善
き
も
の
〞
次
善
に
向
っ
て
進
む
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？　

倫
理
や
政
治
に
美
学
が
と
っ

て
代
わ
る
こ
と
で
一
体
如
何
な
る
実
践
的
効
果
が
見
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
理
想
郷
主
義
を
鼻
先
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
て
、
戦
争
の
美

学
、
暴
力
の
美
学
に
酔
い
痴
れ
て
き
た
二
百
年
が
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
《
現
実
は
醜
い
も
の
》
と
言
う
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
再

認
識
し
た
上
で
〝
美
し
い
嘘
に
乗
せ
ら
れ
る
よ
り
は
、
醜
い
辛
い
真
実
を
認
識
す
る
〞
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
？　

現
実
世
界
で

は
節
度
の
み
が
美
徳
で
あ
り
、
過
激
主
義
は
そ
こ
で
は
な
り
を
ひ
そ
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、lum

ière 

知
性
を
基
調
と
し
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た
十
八
世
紀
の
理
性
第
一
主
義
に
対
し
て
も
、
人
間
理
性
の
限
界
性
の
声
も
囁
か
れ
る
現
在
、
更
に
は
美
に
酔
い
痴
れ
る
想
像
力
の

行
き
過
ぎ
が
招
来
す
る
危
険
性
を
も
謙
虚
に
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
十
七
世
紀
の
時
代
に
全
面
的
に
立
ち
返
る
こ
と
は
不
可
能
と

し
て
も
、
モ
ラ
リ
ス
ト
の la voix de la conscience 

良
心
の
声
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六

　
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
』
や
『
言
葉
』
か
ら
窺
え
る
サ
ル
ト
ル
固
有
の
性
癖
は
多
分
に
彼
の
生
い
た
ち
が
形
成
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
が
、
わ
れ
わ
れ
も
サ
ル
ト
ル
流
の
実
存
的
精
神
分
析
の
方
法
を
借
用
し
て
、
彼
の
人
格
の
一
側
面
に
光
を
あ
て
て
み
た
い
。

　

端
的
に
言
っ
て
彼
の
〝
純
粋
〞
指
向
は
幼
少
時
の
「
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
育
ち
」「
孤
児
的
境
涯
」「
書
物
に
囲
ま
れ
た
環
境
」「
都

市
生
活
」
等
が
作
り
上
げ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
少
年
期
の
サ
ル
ト
ル
が
美
し
い
母
と
営
む
生
活
世
界
は

天
国
で
あ
り
、
彼
は
毎
朝
喜
び
に
う
っ
と
り
し
て
目
覚
め
る
の
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
少
年
は
自
分
が enfant public 

皆
か
ら
ち
や

ほ
や
さ
れ
る
王
子
様
と
思
う
こ
と
の
で
き
る
坊
ち
ゃ
ん
で
あ
っ
た（

38
）。

そ
し
て
彼
が
十
一
歳
の
折
の
母
親
の
再
婚
は
彼
の
心
中
に
決

裂
、
縁
切
り
の
感
情
を
誘
発
し
、
彼
は
母
と
の
断
絶
に
由
来
す
る
「
他
者
性
」
を
た
っ
ぷ
り
味
わ
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
環
境
と
い
う
天
国
か
ら
孤
児
的
境
涯
へ
投
げ
出
さ
れ
た
少
年
は
ま
す
ま
す
文
学
と
い
う
想
像
世
界
に
の
め
り
込
ん

で
ゆ
く
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
第
四
部
第
二
章
『「
他
者

0

0

」
意
識
の
〔
実
在

0

0

〕
と
〔
非
実
在

0

0

0

〕』
で
詳
細
な
報
告
を
ご
覧
戴
き

た
い
の
で
あ
る
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場
合
は
偶
像
で
あ
っ
た
母
と
の
近
親
相
姦
的
な
関
係
が
壊
れ
、
自
ら
を
「
他
者
」
に
仕
立
て

上
げ
、
同
時
に
自
ら
の
他
者
性
を
屈
辱
と
怨
念
と
自
負
の
う
ち
に
回
復
す
る
攻
撃
的
な
言
動
へ
と
彼
を
追
い
立
て
た
の
で
あ
る
。
天
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国
に
住
ま
う
「
坊
ち
ゃ
ん
」
は
い
わ
ば ange 

天
使
と
も
言
え
る
の
だ
が
、paradis 

か
ら
追
放
さ
れ
た
天
使
は ange déchu 

堕
天
使

と
な
り
、
更
に
は ange rebelle 

反
逆
天
使
と
な
り
、
最
後
に ange des ténèbres 

闇
の
天
使
、
す
な
わ
ち
悪
魔
と
な
っ
て
ゆ
く
経

過
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

　

因
み
に
「
悪
魔
」
と
は
一
説
に
よ
れ
ば
元
来
神
の
傍
ら
に
仕
え
て
罪
人
の
罪
状
を
調
査
し
、
所
業
が
正
義
に
適
う
も
の
か
ど
う
か

を
「
神
」
に
奏
上
す
る
役
目
を
持
っ
た
天
使
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
悪
魔
は
「
正
義
」「
善
・
悪
」
に
対
す
る
鋭
利
な
感
覚
を
養
い
続
け
、

そ
の
純
粋
す
ぎ
る
ノ
ル
マ
故
に
ま
こ
と
に
些
細
な
不
備
も
見
逃
す
こ
と
が
出
来
ぬ
偏
狭
な
正
義
感
を
振
り
回
す
「
悪
魔
」
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
『
赤
裸
の
心
』
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、「
身
だ
し
な
み

0

0

0

0

0

」「
祈
り

0

0

」「
仕
事

0

0

」「
節
制

0

0

」「
純
潔

0

0

」「
慈
愛

0

0

」
等
を
自
ら
に
課
し
、
道
徳

0

0

的
に
厳
格
な
生
活

0

0

0

0

0

0

0

を
送
ろ
う
と
努
め
て
い
る
様
が
窺
え
る
。
そ
れ
ら
を
日
々
完
璧
に
全
う
す
る
こ
と
の
困
難
故
に
悔
恨
に
さ
い
な
ま

れ
な
が
ら
も
、
よ
り
良
い
生
活
を
し
よ
う
と
毎
日
自
分
に
言
い
き
か
せ
、
闘
っ
て
は
敗
れ
、
人
知
れ
ぬ
過
失
の
重
荷
を
負
い
な
が
ら

恐
ろ
し
い
罪
悪
感
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
正
義
と
善
へ
の
執
着
は
他
者
の
み
な
ら
ず
自
分
に
も
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト

ル
が
、
社
会
的
現
実
や
人
間
関
係
を
眼
差
し
の
闘
い
と
い
う
相
互
主
観
性
を
通
し
て
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
の
も
こ
う
し
た
事
情
に

よ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

サ
ル
ト
ル
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
二
者
に
共
通
す
る
性
癖
は A

ngélism
e 

で
あ
る
。A

ngélism
e 

天
使
主
義
と
は A

nge 

天
使
か
ら

派
生
し
た
タ
ー
ム
で
「
現
実
を
無
視
し
た
純
粋
主
義
」「
お
目
出
た
い
精
神
主
義
」「
現
実
を
回
避
す
る
態
度
」
を
意
味
す
る
。
中
空

を
軽
や
か
に
舞
い
、
純
粋
で
精
神
的
な
も
の
を
希
求
す
る angélism

e 
は
、
ひ
と
た
び
険
し
い
現
実
に
直
面
し
た
時
、
現
状
に
耐
え

ら
れ
ず
堕
天
使
と
な
り
、
一
方
で
物
質
嫌
悪
、
現
実
回
避
に
向
か
う
。「
人
間
の
行
動
は
か
く
あ
る
べ
し
」
の
信
仰
箇
条
が
先
ず
措
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定
さ
れ
、
そ
れ
が
理
想
的
軌
道
を
は
ず
れ
る
時
、
彼
の
完
全
主
義
的
性
癖
は
自
他
に
対
す
る
攻
撃
の
刃
と
な
り
、
他
者
に
対
し
て
は

そ
の
不
備
を
突
き
、
自
ら
に
対
し
て
は
そ
の
韜
晦
故
の
罪
悪
感
か
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場
合
に
は
麻
薬
と
い
う
「
人
工
楽
園
」
へ

の
逃
避
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
言
葉
』
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
書
物
に
囲
ま
れ
た
環
境
」
は
、
祖
父
の
教
育
と
と
も
に
サ
ル
ト
ル
を
現
実

0

0

よ
り
も

文
学
、
つ
ま
り
架
空
の
世
界

0

0

0

0

0

を
好
む
人
間
に
仕
立
て
上
げ
る
の
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
加
え
て
、
祖
母
ル
イ
ー
ズ
の
清
教

徒
主
義
の
影
響
も
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
過
酷
な
厳
罰
政
策
に
よ
っ
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

を
治
め
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

七

　
「
正
義
」「
善
」「
本
来
性
」
等
へ
の
こ
だ
わ
り
は
い
わ
ば
「
純
粋
主
義
」
に
発
し
て
い
る
。

エ
ド
レ
ー
ル

　

い
い
か
い
！　

分
る
か
い
！　

君
は
人
間
を
愛
し
て
い
な
い
の
だ
、
ユ
ゴ
ー
。
君
が
愛
し
て
い
る
の
は
原
理
原
則
だ
け
な

ん
だ（

39
）。

　
『
汚
れ
た
手
』
の
主
人
公
の
一
人
エ
ド
レ
ー
ル
は
イ
ン
テ
リ
青
年 H

ugo 
が
愛
す
る
も
の
は
原
理
原
則
の
み
で
あ
り
、
彼
が
人
間
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を
愛
し
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
ユ
ゴ
ー
は
人
間
を
愛
す
る
た
め
に
党
員
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

ユ
ゴ
ー

　

僕
は
そ
の
主
義
主
張
が
正
し
い
か
ら
入
党
し
た
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
脱
党
し
て
い
ま
す
。
人
間
た
ち
に
つ
い
て
言
え

ば
、
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
に
興
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
将
来
な
り
う
る
も
の
に
興
味
が
あ
る
の
で
す（

40
）。

　

ユ
ゴ
ー
は
そ
の
主
張

0

0

が
正
し
い
か
ら
入
党
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
脱
党
す
る
意
志
を
表
明
し
、
更
に
、
人
間
に
興

味
が
あ
る
と
は
い
え
、
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
に
で
は
な
く
、
な
り
う
る
人
間
に
対
し
て
で
あ
る
。
一
つ
の
主
義
主
張
に
基
づ
く
理
論

に
合
致
し
た
、
理
想
形
と
し
て
の
人
間
の
姿
に
こ
だ
わ
る
イ
ン
テ
リ
のdogm

atism
e 

が
こ
こ
に
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
が
ま

ま
の
人
間
は
理
想
と
は
程
遠
く
、
不
完
全
で
不
備
だ
ら
け
の
存
在
で
し
か
な
い
時
、
純
粋
に
過
ぎ
る
倫
理
観
は
こ
れ
を
包
容
す
る
能

力
に
欠
け
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ジ
ェ
ジ
ュ
イ
ッ
ト
の
破
壊
』
と
い
う
本
の
卓
越
性
を
讃
え
つ
つ
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
言
う
。《
こ
れ
は
公
平
な

書
物
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
本
は
パ
ス
カ
ル
的
な
精
妙
さ
と
雄
弁
を
も
っ
て
書
か
れ
た
哲
学
で
あ
る
か
ら
だ
。
特
に
パ
ス
カ
ル

の
著
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
時
と
し
て
偉
大
な
人
び
と
を
誘
惑
す
る
先
入
観
に
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
優
れ
た
知
性
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ（

41
）》。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
パ
ス
カ
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
な dogm

e 

の
招
来
す
る
危
険
に
言
及
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
宗
教
戦
争
を
和
解
に
導
く
に
功
あ
っ
た
大
政
治
家

0

0

0

0

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
以
来
、
主
義
主
張
・
信
条
と
い
う
名

の
偏
見
と
、
不
完
全
な
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
の
、
い
ず
れ
を
優
先
す
べ
き
か
の
二
者
択
一
を
わ
れ
わ
れ
は
今
日
ま
で
問
わ
れ
続
け
て
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い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
者
は
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
双
方
と
も
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
わ
れ
わ
れ
は
情
況
に
応
じ
て
選
択
の
優
先
順
位
の
決
定
を
迫
ら
れ
る
〝
実
に
し
ん
ど
い
も
の
〞
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

劇
作
『
汚
れ
た
手
』
に
関
し
て
は
、
一
方
の
主
人
公
エ
ド
レ
ー
ル
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
創
造
に
サ
ル
ト
ル
の
手
腕
の
冴
え
を

見
る
の
が
一
般
評
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
引
き
立
て
る
た
め
の
二
項
対
立
の
も
う
一

方
の
軸
が
、
純
粋
な
倫
理
観
の
権
化
と
し
て
、
政
治
の
現
実
主
義
と
道
徳
的
理
想
の
は
ざ
ま
で
煩
悶
す
る
ユ
ゴ
ー
の
存
在
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
ド
ラ
マ
で
は
〔
知
識
人 

vs 

労
働
者
〕、〔
エ
ド
レ
ー
ル 

vs 

ユ
ゴ
ー
〕、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て

ユ
ゴ
ー
自
身
の
人
格
内
部
の dualité 

の
抗
争
と
、
三
セ
ッ
ト
の
対
立
の
構
図
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ユ
ゴ
ー
は
あ
る
意
味

で
、
サ
ル
ト
ル
の
純
粋
主
義
を
担
う
人
物
像
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
良
心
の
要
請
と
政
治
的
行
動
の
要
請
」「
倫
理
と

実
践
」「
知
識
人
と
大
衆
」「
現
実
世
界
と
理
想
論
」、
こ
う
し
た
二
項
対
立
は
サ
ル
ト
ル
の
思
想
的
論
理
形
成
の
常
套
手
段
で
、
彼

の
最
も
得
意
と
す
る
手
法
で
あ
る
が
、
そ
の
手
法
が
十
七
世
紀
以
来
の
古
典
演
劇
の
作
劇
作
法
に
ぴ
っ
た
り
合
致
し
た
好
例
と
も
言

え
よ
う
。
あ
る
べ
き
存
在
と
し
て
の
自
分
＝
〔
対
自
〕
と
、
革
命
推
進
の
手
先
と
し
て
の
自
分
、
他
者
か
ら
見
た
、
他
者
と
の
関
係

の
渦
中
に
あ
る
、
い
わ
ば
自
己
の
対
他
存
在
を
引
き
受
け
る
自
分
＝
〔
対
他
〕
の
相
克
は
必
ず
し
も
劇
中
で
止
揚
さ
れ
る
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。dram

atique 

を
演
出
す
る
も
の
は
、
そ
の
相
克
か
ら
生
じ
る
煩
悶
で
あ
り
葛
藤
で
あ
る
か
ら
だ
。
敢
え
て
そ
の
ジ
ン

テ
ー
ゼ
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
人
公
ユ
ゴ
ー
の
自
殺
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
演
出
は
す
べ
て
サ
ル
ト

ル
の
文
学
技
法
上
の
計
算
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
・
ボ
ス
ケ
ッ
テ
ィ
が
『
知
識
人
の
覇
権（

42
）』

で
語
っ
て
い
る
よ
う

に
、〝
サ
ル
ト
ル
は
今
何
を
す
る
と
流
行
児
に
な
れ
る
か
を
計
算
し
な
が
ら
の
し
上
っ
て
き
た
。
彼
は
今
自
分
の
い
る
所
で
何
を
す

れ
ば
一
番
に
な
れ
る
か
を
常
に
考
え
て
そ
れ
に
成
功
し
た
〞
そ
う
し
た
計
算
に
対
す
る
努
力
・
尽
力
を
惜
し
ま
ぬ
性
格
の
持
ち
主
で
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あ
る
。『
汚
れ
た
手
』
の
作
劇
構
成
を
概
観
す
れ
ば
、
彼
が
当
作
品
の
執
筆
に
あ
た
り
、
如
何
に
綿
密
に
古
典
主
義
の
演
劇
を
精
査

し
、
そ
の
作
法
に
忠
実
な
創
作
を
心
掛
け
た
か
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
芝
居
は
ユ
ゴ
ー
の
回
想
に
始
ま
り
、
そ
の
三

時
間
の
回
想
が
終
わ
る
と
と
も
に
芝
居
も
幕
を
お
ろ
す
と
い
う
時
の
一
致
を
実
践
し
て
い
る
ほ
か
、
十
七
世
紀
古
典
演
劇
の
金
科
玉

条
で
あ
る
三
単
一
を
見
事
に
復
活
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
理
論
の
正
統
性
も
ゆ
る
が
せ
に
で
き
ぬ
サ
ル
ト
ル
の
純
粋
へ

の
憧
れ
は
、
本
来
性
へ
の
傾
倒
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
ユ
ゴ
ー
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
効
果
的
描
写
は
、
そ
う
し
た
計
算
を
越
え
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
創
造
に
は
サ
ル
ト
ル
自
身
の
性
癖
が
関
与
し
て
い
る
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
し
て
納
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
非
難
・
批
判
し
つ
つ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
共
に
歩
む
と
い
う
、
綱
渡
り
の
よ
う
な
生
き
方
を

ス
タ
ン
ス
と
し
て
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
サ
ル
ト
ル
の
本
領
は
、
果
し
て
小
説
・
演
劇
の
世
界
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
来
性
と
い
う
理
想
型
に
こ
だ
わ
り
、
純
粋
主
義
的
倫
理
観
の
横
溢
し
た
彼
の
ロ
マ
ン
主
義
的
性
格
は
、
一
つ
の
理
想
に
邁
進
す
る 

dogm
e 

を
追
求
す
る
余
り
に
、
対
社
会
的
現
状
認
識
や
調
査
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
旧
東
欧
圏

に
お
け
る
恐
怖
政
治

0

0

0

0

と
強
制
収
容
所

0

0

0

0

0

に
関
す
る
限
り
、
レ
ー
モ
ン
・
ア
ロ
ン
と
比
較
さ
れ
る
の
は
そ
の
点
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
の
政

治
的
発
言
の
ア
キ
レ
ス
腱
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
は
言
え
、
世
界
の
現
状
を
憂
え
、
人
間
の
未
来
へ
向
け
て
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
的
理
想
を
追
究
し
、
希
望
の
供
給
者

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
続
け
た
彼
の
資
質
と
行
動
力
は
、
そ
れ
自
体
ま
こ
と
に
得
が
た
い
、
充
分
尊
敬

に
値
す
る
態
度
で
あ
る
こ
と
言
う
を
俟
た
な
い
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
子
弟
関
係
に
あ
っ
て
、
永
年
に
渡
っ
て
そ
の
師
と
往
復
書
簡
を
と
り
交
わ
し
た
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
著

『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
於
い
て
、「
強
制
収
容
所
お
よ
び
絶
滅
収
容
所
は
…
…
全
体
的
権
力
機
構
・
組
織
機
構
の
中
核
的
機
関
な
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と
し
て
、
そ
の
体
制
内
部
の
恐
怖
政
治
と
強
制
収
容
所
の
残
虐
行
為
の
実
情
を
詳
し
く
調
査
し
、
そ
う
し
た
機
関
の
存
在
の

意
味
を
追
究
し
て
い
る
。

事
実
の
把
握
が
ア
ロ
ン
の
や
り
方
に
お
け
る
必
須
の
第
一
歩
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
殆
ど
事
実
を
気
に
か
け
な
い（

44
）。

　

現
実
世
界
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
、
つ
ま
り
事
実
の
調
査
と
把
握
を
重
視
す
る
こ
と
が
、
政
治
的
発
言
に
求
め
ら
れ
る
作
業
の
第
一

歩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
資
質
が
十
全
に
カ
バ
ー
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
部
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
よ
っ
て
、

彼
の
本
領
は
や
は
り
文
人
の
領
域
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。






