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『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
か
ら
『
思
考
の
紋
章
学
』
へ

１

観
念
の
流
れ
の
あ
り
か

「
女
体
消
滅
」
は
全
十
二
篇
か
ら
成
る
短
篇
小
説
集
『
唐
草
物
語

（
１
）

』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
〝
コ
ン
ト
・
ア
ラ
ベ
ス
ク
〟
と
い
う
副
題
を
持
つ
一
連
の
作
品

は
、
一
九
七
九
年
一
月
か
ら
一
九
八
〇
年
一
月
ま
で
、
雑
誌
『
文
藝
』
に
連
載
さ

れ
、
一
九
八
一
年
河
出
書
房
新
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。『
犬
狼
都
市
―
―
キ
ュ
ノ

ポ
リ
ス
（
２
）

』
の
刊
行
か
ら
数
え
て
約
二
十
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
の
小
説
集
だ
。

そ
の
二
十
年
間
、
一
九
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
に
お
け
る
澁
澤
の
文
学
活
動
の
中

心
は
、
エ
ッ
セ
ー
の
執
筆
で
あ
っ
た
。『
唐
草
物
語
』
を
読
む
上
で
、
こ
れ
ら
の

エ
ッ
セ
ー
は
重
要
な
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
な
か
で
も
『
胡
桃
の
中
の
世

界
（
３
）

』『
思
考
の
紋
章
学
（
４
）

』
は
、
澁
澤
の
文
学
世
界
を
読
み
解
く
た
め
の
様
々

な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
エ
ッ
セ
ー
集
だ
。

『
思
考
の
紋
章
学
』
は
『
唐
草
物
語
』
の
刊
行
よ
り
遡
る
こ
と
四
年
の
一
九
七

七
年
に
、『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
遡
る
こ
と
三
年
の
一
九
七

四
年
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
ー
集
は
、
後
に
文
庫
版
と
し
て
再
刊
さ

れ
て
い
る
。
年
代
順
に
整
理
す
る
と
、『
胡
桃
の
中
の
世
界
』（
一
九
七
四
年
）、『
思

考
の
紋
章
学
』（
一
九
七
七
年
）、『
唐
草
物
語
』（
一
九
八
一
年
）、『
胡
桃
の
中
の

世
界
』
再
刊
（
一
九
八
四
年
）、『
思
考
の
紋
章
学
』
再
刊
（
一
九
八
五
年
）
と
い

う
順
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
ー
集
が
再
刊
さ
れ
る
際
、
新
た
に
付
さ
れ
た

文
庫
版
あ
と
が
き
か
ら
引
用
し
よ
う
。

初
版
の
あ
と
が
き
に
も
書
い
た
が
、
実
際
、『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
は
リ
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ヴ
レ
ス
ク
な
博
物
誌
の
よ
う
な
も
の
で
、私
は
こ
こ
で
、幾
何
学
的
な
イ
メ
ー

ジ
や
石
や
動
物
や
各
種
の
オ
ブ
ジ
ェ
や
、
あ
る
い
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
や
螺
旋

や
ユ
ー
ト
ピ
ア
や
庭
園
や
小
宇
宙
な
ど
と
い
っ
た
、
気
に
入
り
の
テ
ー
マ
を

飽
き
も
せ
ず
に
語
っ
て
い
る
。
や
が
て
三
年
後
の
『
思
考
の
紋
章
学
』
に
流

れ
こ
む
べ
き
テ
ー
マ
も
、
す
で
に
こ
こ
に
出
揃
っ
て
い
る
。
い
や
、
八
〇
年

代
に
な
っ
て
私
が
げ
ん
に
書
い
て
い
る
小
説
め
い
た
作
品
も
、
遠
く
さ
か
の

ぼ
れ
ば
、
そ
の
発
想
の
基
盤
は
こ
こ
ら
に
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
文
庫
版
「
あ
と
が
き
」）

一
九
七
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
書
『
思
考
の
紋
章
学
』
は
、
そ
れ
よ
り
三

年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
と
、
そ
れ
よ
り
四
年
後
に
刊
行

さ
れ
た
『
唐
草
物
語
』
と
の
、
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
私
の
作
品
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
博
物
誌
風
の
エ
ッ
セ
ー
か
ら
短
篇
小
説
ふ
う
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
移
行
し
て
ゆ
く
、過
渡
的
な
作
品
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。私
が
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
書
き
出
す
の
は
七
〇
年
代
の
最
後
の
年
か
ら
だ
が
、
す
で
に
こ

の
『
思
考
の
紋
章
学
』
の
な
か
に
、
や
が
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
開
花
す

べ
き
観
念
の
萌
芽
が
い
く
つ
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
。

（『
思
考
の
紋
章
学
』
文
庫
版
「
あ
と
が
き
」）

『
思
考
の
紋
章
学
』
文
庫
版
「
あ
と
が
き
」
で
澁
澤
は
、『
胡
桃
の
中
の
世
界
』

↓
『
思
考
の
紋
章
学
』
↓
『
唐
草
物
語
』
と
い
う
発
想
の
流
れ
、
あ
る
い
は
観
念

の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
か
ら
『
思
考
の

紋
章
学
』
に
か
け
て
の
澁
澤
の
観
念
の
流
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ

の
先
に
控
え
る
『
唐
草
物
語
』
を
論
じ
る
こ
と
は
容
易
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。「
女
体
消
滅
」
を
読
む
前
に
、
三
年
間
に
亘
る
澁
澤
の
観
念
の
流
れ

を
追
う
こ
と
と
し
よ
う
。

２

「
紋
章
」
へ
の
志
向

『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
に
「
紋
章
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
後
に
『
思
考
の
紋
章
学
』
に
つ
な
が

る
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
て
い
る
。「
紋
章
に
つ
い
て
」
で
澁
澤
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
の
封
建
的
貴
族
社
会
に
花
開
い
た
紋
章
学
の
歴
史
を
た
ど
り
、
後
半
で
は
、
同

じ
く
紋
章B

la
so
n

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
十
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン

派
詩
人
た
ち
に
よ
る
、
短
い
詩
の
形
式
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

澁
澤
は
、
紋
章
学
の
歴
史
を
、
テ
ー
マ
に
焦
点
を
絞
っ
て
追
尋
し
て
い
る
。
紋

章
の
テ
ー
マ
は
、
人
間
の
個
人
的
志
向
（
個
人
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
目
立
た

せ
よ
う
と
す
る
傾
向
）
と
共
同
体
的
志
向
（
何
ら
か
の
共
同
体
に
帰
属
し
よ
う
と

す
る
傾
向
）
に
強
く
影
響
さ
れ
る
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
キ

リ
ス
ト
教
と
の
密
接
な
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
異
教
の
存
在
が
認
め

ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
多
く
の
神
聖
な
怪
獣
が
紋
章
と
な
っ
て
い
た
。
紋
章
の

テ
ー
マ
は
多
様
性
を
帯
び
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世

紀
に
か
け
て
の
時
代
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
が
遍
く
ゆ
き
わ
た
る
に
従
い
、

テ
ー
マ
の
多
様
性
は
失
わ
れ
、
あ
る
一
つ
の
主
題
、
す
な
わ
ち
獅
子
と
い
う
キ
リ
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ス
ト
教
を
代
弁
す
る
獣
が
前
面
に
現
れ
て
く
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
中
世
の
共
同
体

的
志
向
を
席
巻
し
た
結
果
だ
。十
三
世
紀
以
降
、キ
リ
ス
ト
教
の
世
俗
化
に
伴
い
、

テ
ー
マ
の
多
様
性
を
希
求
す
る
個
人
的
志
向
が
強
く
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
紋

章
学
は
、
か
く
て
そ
の
神
聖
な
内
容
を
喪
失
し
た
と
き
、
い
っ
せ
い
に
花
を
開
い

た
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
身
の
な
い
、
か
ら
っ
ぽ
な
か
た
ち
だ

け
に
な
っ
た
紋
章
に
、
澁
澤
は
強
く
惹
か
れ
て
い
る
。
後
半
の
ブ
ラ
ゾ
ン
に
関
す

る
記
述
か
ら
は
、
澁
澤
の
紋
章
へ
の
関
心
を
よ
り
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。ブ

ラ
ゾ
ン
と
は
、
十
三
世
紀
ご
ろ
か
ら
行
な
わ
れ
出
し
た
詩
の
形
式
の
こ
と

ブ
ラ
ゾ
ン

だ
。
澁
澤
は
、
モ
ー
リ
ス
・
セ
ー
ヴ
の
『
乳
房
の
賦
』
か
ら
任
意
に
次
の
六
行
を

抜
き
出
し
て
い
る
。

お
お
乳
房
よ
、
私
の
思
念
の
住
み
ど
こ
ろ
、

顎
の
下
か
ら
正
し
く
始
ま
り

白
い
胸
の
あ
た
り
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
る

お
前
は
一
個
の
将
棋
盤
だ
、

男
ば
か
り
か
神
々
ま
で
が

お
前
の
上
に

そ
の
目
差
し
を
走
ら
せ
て
勝
負
を
競
う
。

セ
ー
ヴ
の
女
体
の
細
部
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
的
関
心
に
、
澁
澤
は
紋
章
の
幻

影
を
見
て
い
る
。
澁
澤
は
、
そ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
物
体
愛
）
に
お
い
て
、
ブ

ラ
ゾ
ン
と
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
派
と
十
六
世
紀
の
静
物
画
は
平
行
関
係
に
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
身

の
紋
章
へ
の
志
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

女
体
の
細
密
描
写
を
す
る
ブ
ラ
ゾ
ン
作
者
と
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
派
と

は
、
そ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
物
体
愛
と
訳
し
て
お
こ
う
）
と
い
う
点
で
似

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
動
植
物
や
野
菜
や
楽
器
や
時
計
や
貝

殻
な
ど
と
い
っ
た
オ
ブ
ジ
ェ
に
対
し
て
、
女
体
の
細
部
に
対
す
る
の
と
ま
っ

た
く
同
じ
い
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
的
関
心
を
示
す
静
物
画
家
も
ブ
ラ
ゾ
ン
作

者
と
共
通
の
衝
動
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
―
―
要
す
る
に
、

彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
物
体
を
紋
章
に
化
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。（
中
略
）
や
は
り
こ
こ
に
は
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
を
論
じ
て
間

然
す
る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
サ
ル
ト
ル
の
書
物
か
ら
の
引
用
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、「
ジ
ュ
ネ
が
主
人
公
た
ち
を
そ
れ
に
同
化
せ
し
め
る
動
物
、

植
物
、
事
物
は
貧
困
化
し
て
、
紋
章
学
的
な
形
象
の
も
つ
硬
さ
を
帯
び
る
」

と
。
ジ
ュ
ネ
の
使
っ
た
比
喩
を
ふ
た
た
び
利
用
す
れ
ば
、
中
世
の
貴
族
が
楯

形
紋
章
の
か
げ
に
身
を
か
く
す
よ
う
に
、
セ
ー
ヴ
の
乳
房
の
将
棋
盤
も
、
ユ

エ

ル

ミ

ン

イ
ス
マ
ン
ス
の
雪
景
色
の
白
地
黒
斑
も
そ
の
物
本
来
の
意
味
内
容
を
喪
失
し

て
、
冷
た
く
壮
麗
な
紋
章
学
的
形
象
と
化
す
る
の
で
あ
る
。

紋
章
学
的
関
心
と
は
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
物
体
か
ら
形
象
へ

の
推
移
に
対
す
る
関
心
で
あ
ろ
う
。

「
物
体
」
と
は
本
来
、
意
味
内
容
を
有
す
る
も
の
だ
。
そ
の
意
味
内
容
を
喪
失

― 116 ―

「
女
体
消
滅
」
論
―
物
体
か
ら
形
象
へ
―

（
小
倉
斉
）

三



し
た
と
き
、
無
目
的
な
、
か
ら
っ
ぽ
な
、
か
た
ち
の
み
を
残
し
た
「
形
象
」、
す

な
わ
ち
「
紋
章
」
と
な
る
。

「
紋
章
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
『
思
考
の
紋
章
学
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
が
、

澁
澤
の
「
紋
章
」
へ
の
志
向
は
、
三
年
の
間
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
再
び
『
思
考
の

紋
章
学
』
文
庫
版
「
あ
と
が
き
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

単
行
本
初
版
の
あ
と
が
き
で
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
紋
章
学
と
い
う
の
は
、
耳
馴
れ
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
と
し
て
は
、
ペ
ン
と
と
も
に
運
動
を
は
じ
め
た
私
の
思
考
が
、
抽
象
の
虚

空
に
一
つ
の
形
を
描
き
出
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
鏡
を

利
用
し
た
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
と
い
う
玩
具
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
思
考

の
軌
跡
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
、
無
益
な
、
無
責
任
な
、
し
か
も
美
し
い

紋
章
の
よ
う
な
か
た
ち
を
描
き
出
し
て
く
れ
た
ら
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
期
待
は
あ
く
ま
で
期
待
で
、
は
た
し
て
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
」。

こ
こ
で
の「
紋
章
」は
、
思
考
の
動
き
の
軌
跡
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
変
化
し
、

動
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
に
お
け
る
「
紋
章
」
と
比
較
し

た
場
合
、
よ
り
自
在
に
流
動
的
に
な
っ
て
い
る
。『
胡
桃
の
中
の
世
界
』で
は
、「
紋

章
」
を
創
り
出
す
に
は
「
物
体
」
と
い
う
対
象
を
必
要
と
し
た
が
、『
思
考
の
紋

章
学
』
に
お
い
て
は
対
象
は
存
在
し
な
い
。「
物
体
」
と
い
う
か
た
ち
あ
る
対
象

で
は
な
く
、「
思
考
」
と
い
う
か
た
ち
な
き
も
の
、
す
な
わ
ち
自
己
の
内
部
に
あ

る
「
精
神
」
か
ら
「
紋
章
」
が
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、「
無
意
味
性
」
と

い
う
点
か
ら
み
て
も
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。『
胡
桃
の

中
の
世
界
』
の
「
紋
章
」
は
、「
物
体
」
が
そ
の
意
味
内
容
を
喪
失
し
た
と
き
に

生
ま
れ
る
。
し
か
し
、『
思
考
の
紋
章
学
』
で
は
、「
思
考
」
が
何
ら
か
の
目
的
を

も
っ
て
運
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
紋
章
」
は
「
紋
章
」
と
な
る
以
前
か

ら
、
す
で
に
意
味
内
容
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
よ
り
無
意
味
で
、
無
目
的

な
存
在
と
な
っ
て
い
る

３

タ
イ
ト
ル
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の

『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ

ト
』
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
だ
。
澁
澤
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
一
部
分
を
「
胡
桃

の
中
の
世
界
」
と
題
し
、『
澁
澤
龍
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２

オ
ブ
ジ
ェ
を
求
め

て
（
５
）

』
に
収
め
て
い
る
。

ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ

そ
れ
は
つ
ま
り
、
殿
下
が
御
大
望
を
い
だ
い
て
お
ら

れ
る
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
望
み
の
あ
る
身
に
は
、
こ
の
国
は
狭
す

ぎ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

ハ
ム
レ
ッ
ト

な
に
を
い
う
。
た
と
え
胡
桃
の
殻
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ

て
い
よ
う
と
も
、
お
れ
は
無
限
の
天
地
を
領
す
る
王
者
の
つ
も
り
に
な
れ

る
男
さ
。
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食
物
と
い
う
本
来
の
目
的
を
失
い
空
洞
化
し
た
胡
桃
の
、
そ
の
内
部
に
、
ハ
ム

レ
ッ
ト
は
無
限
の
自
由
を
見
出
し
て
い
る
。
胡
桃
と
い
う
見
た
と
こ
ろ
静
止
し
た

硬
い
も
の
が
、
意
味
内
容
を
喪
失
し
て
中
空
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ハ
ム
レ
ッ
ト

の
無
限
の
自
由
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
あ
る
。
「
胡
桃
の
中
の
世
界
」
と
は
、
必
ず
外

側
に
硬
い
殻
を
必
要
と
す
る
。そ
の
殻
が
自
ら
運
動
す
る
こ
と
は
、決
し
て
な
い
。

『
思
考
の
紋
章
学
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
示
す
無
限
の
自
由
へ
の
志
向
は
、『
胡

桃
の
中
の
世
界
』
と
は
異
な
る
。「
思
考
」
と
い
う
か
た
ち
な
き
も
の
の
運
動
が

「
抽
象
の
虚
空
」
に
描
き
出
し
た
ひ
と
つ
の
か
た
ち
は
、「
胡
桃
の
中
の
世
界
」
と

等
し
く
、
無
限
の
自
由
の
象
徴
だ
。
そ
の
自
由
は
、
し
か
し
、
硬
い
殻
の
中
に
存

在
す
る
自
由
で
は
な
い
。「
抽
象
の
虚
空
」
と
い
う
、
漠
々
と
し
た
摑
み
ど
こ
ろ

の
な
い
世
界
に
存
在
す
る
自
由
だ
。
そ
の
「
抽
象
の
虚
空
」
と
は
、「
思
考
」
を

生
産
す
る
澁
澤
の
脳
内
に
あ
る
。つ
ま
り
、
自
由
に
運
動
す
る
思
考
を
包
む
空
間
、

「
抽
象
の
虚
空
」
も
、
自
由
に
拡
大
縮
小
す
る
の
だ
。
も
は
や
胡
桃
と
い
う
対
象

は
必
要
と
さ
れ
ず
、
自
己
の
内
部
に
向
か
っ
て
「
思
考
」
の
ベ
ク
ト
ル
は
自
由
に

「
紋
章
」
を
描
き
続
け
る
。

４

エ
ッ
セ
ー
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ

『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
か
ら
『
思
考
の
紋
章
学
』
に
か
け
て
の
澁
澤
の
観
念
は
、

よ
り
流
動
的
な
方
向
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
澁
澤
の
関
心
は
、
対

象
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、自
己
の
内
部
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。そ
の
変
化
は
、

エ
ッ
セ
ー
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
、
と
い
う
志
向
の
変
化
と
対
応
し
て
い
る
。『
胡

桃
の
中
の
世
界
』「
あ
と
が
き
」
に
澁
澤
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
に
到
っ
た
理

由
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ひ
た
す
ら
原
型
を
求
め
、
イ
メ
ー
ジ
の
結
晶
を
求
め
て
い
た
私
だ
っ
た

が
、
い
ま
や
、
そ
れ
を
ロ
マ
ネ
ス
ク
に
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
に
楽
し
み
を
味

わ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
ス
ト
イ
ッ
ク
だ
っ
た
も
の

だ
か
ら
、
そ
の
反
動
で
あ
ろ
う
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
で
少
し
放
蕩
し
た

く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
が
私
の
近
年
に
な
っ
て
小
説
を
書
き
出
す

よ
う
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。

澁
澤
は
「
イ
メ
ー
ジ
の
結
晶
」
と
い
う
硬
い
殻
の
中
で
、「
ス
ト
イ
ッ
ク
」
に

エ
ッ
セ
ー
を
書
き
続
け
て
い
た
。
そ
の
反
動
と
し
て
、
硬
い
殻
を
「
ロ
マ
ネ
ス
ク

に
ふ
く
ら
ま
せ
」、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
」
で
自
由
に
動
き
出
し
た
。「
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
世
界
」と
は
、
ふ
く
ら
ん
だ
り
し
ぼ
ん
だ
り
す
る
、
伸
縮
自
在
な「
抽

象
の
虚
空
」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
澁
澤
の
思
考
が
自
由
に
運
動
し
、
運
動
の
軌
跡

が
、
美
し
い
「
紋
章
」、
す
な
わ
ち
小
説
を
描
き
出
し
た
。『
唐
草
物
語
』
も
、
澁

澤
の
思
考
が
自
由
に
動
き
、
そ
の
軌
跡
が
「
抽
象
の
虚
空
」
に
描
い
た
一
つ
の
「
紋

章
」
で
あ
る
。

Ⅱ

「
女
体
消
滅
」
に
み
る
流
動
化
し
た
澁
澤
の
観
念

１
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「
女
体
消
滅
」
は
、
十
三
世
紀
末
の
絵
巻
物
『
長
谷
雄
草
紙
』
を
澁
澤
が
自
己

流
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
短
篇
小
説
だ
。
紀
長
谷
雄
は
漢
詩
文
作
者
で
あ
り
、
文
章
博

士
で
あ
る
。
あ
る
日
の
夕
方
、
長
谷
雄
が
参
内
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
見
知
ら

ぬ
男
が
訪
ね
て
き
て
、
双
六
の
相
手
を
し
て
欲
し
い
と
言
う
。
長
谷
雄
は
、
誘
わ

れ
る
ま
ま
に
男
に
付
い
て
い
き
、
朱
雀
門
の
上
に
登
る
。
そ
こ
で
、
男
は
絶
世
の

美
女
を
賭
け
、
長
谷
雄
は
全
財
産
を
賭
け
て
、
双
六
を
始
め
る
。
勝
負
は
長
谷
雄

に
有
利
に
進
む
。
形
勢
が
不
利
に
な
っ
て
く
る
と
男
は
、
鬼
の
姿
に
変
身
す
る
。

し
か
し
、
対
局
が
終
わ
り
、
長
谷
雄
の
勝
利
が
確
定
す
る
頃
に
は
、
男
は
再
び
人

間
の
姿
に
戻
る
。
男
は
後
日
女
を
届
け
る
こ
と
を
約
束
し
、
二
人
は
朱
雀
門
か
ら

降
り
る
。
約
束
の
日
、
男
は
美
女
を
伴
い
、
長
谷
雄
の
屋
敷
を
訪
れ
る
。
そ
こ
で

男
は
女
を
差
し
出
す
が
、
百
日
間
は
手
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
長
谷
雄

は
誓
い
を
立
て
る
が
、
そ
の
日
か
ら
長
谷
雄
の
狐
疑
逡
巡
と
懊
悩
の
日
々
が
始
ま

る
。
七
十
九
日
間
は
何
と
か
男
と
の
約
束
を
守
る
が
、
八
十
日
目
の
夜
に
、
長
谷

雄
は
と
う
と
う
誓
い
を
破
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
途
端
、
女
は
水
と
な
り
、
消
え
る
。

「
女
体
消
滅
」
が
『
長
谷
雄
草
紙
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
記

し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
澁
澤
は
『
長
谷
雄
草
紙
』
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

私
は
『
長
谷
雄
草
紙
』
の
内
容
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
こ
こ
に

再
構
成
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
み
だ
り
に
こ
れ
に
潤

色
を
ほ
ど
こ
す
気
も
な
い
。
私
に
と
っ
て
不
必
要
と
思
わ
れ
る
個
所
は
ば
っ

さ
り
切
り
捨
て
て
、
或
る
場
面
か
ら
先
は
、
原
文
と
は
ま
っ
た
く
離
れ
た
お

も
む
き
の
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
気
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
澁
澤
の
言
葉
に
従
い
、『
長
谷
雄
草
紙
』
と
「
女
体
消
滅
」
と
を
比
較
し
て

み
る
と
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
中
か
ら
、
特
に
三

点
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
に
、『
長
谷
雄
草
紙
』
で
は
、
長
谷
雄
の
懊
悩
の
種
で
あ
っ
た
女
に
つ
い

て
、そ
の
正
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。長
谷
雄
を
双
六
に
誘
い
出
し
た
男
は
、

実
は
朱
雀
門
に
棲
み
つ
く
鬼
で
、
美
女
は
そ
の
鬼
が
つ
く
っ
た
人
造
人
間
だ
っ

た
。
鬼
は
、
た
く
さ
ん
の
死
体
の
中
か
ら
、
眼
は
眼
、
口
は
口
、
鼻
は
鼻
と
い
っ

た
工
合
に
、
死
体
の
良
い
と
こ
ろ
ば
か
り
を
集
め
て
美
女
を
合
成
し
て
い
た
。
こ

の
合
成
美
女
は
、
百
日
経
っ
た
な
ら
ば
真
人
間
と
な
り
、
魂
を
入
れ
ら
れ
た
は
ず

の
も
の
を
、
日
数
を
経
ぬ
ま
ま
に
長
谷
雄
が
触
れ
た
が
た
め
に
、
溶
け
て
水
と
化

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
は
、「
女
体
消
滅
」
に
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ

て
い
な
い
。

第
二
に
、
澁
澤
は
、
長
谷
雄
の
懊
悩
の
日
々
を
語
る
こ
と
に
多
く
の
筆
を
費
や

し
て
い
る
。『
長
谷
雄
草
紙
』
で
は
、「
や
や
日
を
経
る
ま
ま
に
、
心
様
も
懐
か
し

く
、
い
と
ど
副
ひ
勝
り
し
て
、
片
時
も
立
ち
去
る
べ
く
も
覚
え
ざ
り
け
り
（
６
）

」
と

あ
る
ば
か
り
だ
。「
女
体
消
滅
」
の
長
谷
雄
は
、
素
姓
の
知
れ
ぬ
女
に
あ
ら
ぬ
疑

い
を
か
け
て
み
た
り
、
女
を
双
六
に
誘
っ
て
み
た
り
、
そ
の
筋
の
漢
書
を
引
っ
ぱ

り
出
し
て
き
た
り
、
寝
顔
を
覗
い
て
み
た
り
と
、
実
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
右
往
左
往

し
て
い
る
。
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第
三
に
、「
女
体
消
滅
」
の
女
が
水
と
化
す
る
場
面
で
は
、『
長
谷
雄
草
紙
』
に

は
な
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。『
長
谷
雄
草
紙
』
で
は
、「
必
ず
百
日
と
し
も
さ
す
べ

き
事
か
は
と
、
堪
へ
難
く
覚
え
て
親
し
く
な
り
た
り
け
れ
ば
、
即
ち
、
女
水
に
な

り
て
流
れ
て
失
せ
に
け
り
（
７
）

」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
。「
女
体
消
滅
」
で
は
、

長
谷
雄
が
寝
て
い
る
女
の
秘
所
を
眺
め
て
い
る
と
、
女
の
体
が
透
き
通
っ
て
、
朱

門
の
中
に
朱
門
が
あ
り
、
そ
の
ま
た
奥
に
朱
門
が
あ
り
、
奥
深
く
ま
で
無
限
に
朱

門
が
う
ち
重
な
っ
て
い
る
の
が
見
え
て
く
る
。
長
谷
雄
は
そ
の
限
界
を
確
か
め
る

べ
く
、
己
れ
の
陽
物
を
取
り
出
す
。
そ
し
て
第
一
門
の
朱
門
を
軽
く
突
破
し
よ
う

と
試
み
た
瞬
間
、
女
は
消
滅
し
て
す
べ
て
が
水
と
な
る
。
こ
の
連
続
し
て
う
ち
重

な
る
朱
門
と
い
う
の
が
、
澁
澤
が
新
た
に
書
き
加
え
た
部
分
だ
。

以
上
の
三
点
を
め
ぐ
る
原
作
か
ら
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
澁
澤
の
虚
構
意
識
が

ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
。

２

長
谷
雄
の
分
身
と
し
て
の
女

『
思
考
の
紋
章
学
』
の
中
に
「
悪
魔
の
創
造
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
澁
澤
は
、
人
造
人
間
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
西
行
が
反
魂
の

術
で
人
造
人
間
を
つ
く
り
出
し
た
話
に
始
ま
り
、
筆
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
造
人
間

の
話
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
中
で
も
興
味
深
い
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
伝
説
に
あ
る
ゴ
ー

レ
ム
に
対
す
る
心
理
学
的
解
釈
の
話
題
だ
。

ゴ
ー
レ
ム
と
は
、
じ
つ
は
物
質
的
存
在
な
ど
で
は
な
く
て
、
見
神
体
験
を
重

ん
じ
た
ユ
ダ
ヤ
の
カ
バ
ラ
学
者
た
ち
が
、
断
食
や
瞑
想
や
舞
踏
に
よ
る
極
端

な
肉
体
の
酷
使
の
果
て
に
、
朦
朧
た
る
意
識
の
な
か
で
垣
間
見
た
、
お
の
れ

ダ
ブ
ル

の
分
身
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
意
見
が
あ
る
の
だ
。
言
い
換
え
れ

ば
、
ゴ
ー
レ
ム
は
ゴ
ー
レ
ム
作
者
の
人
格
の
裂
け
目
か
ら
出
て
き
た
幻
影

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
野
の
奥
で
の
荒
々
し
い
密
教
的
な
仏
道

修
行
に
よ
っ
て
、
も
し
か
し
た
ら
西
行
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
幻
影
を
見
た

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

「
女
体
消
滅
」
の
女
も
ま
た
、
長
谷
雄
の
「
人
格
の
裂
け
目
」
か
ら
生
ま
れ
出
た

「
幻
影
」、
す
な
わ
ち
長
谷
雄
の
分
身
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
女
体
消
滅
」
の
冒
頭
で
澁
澤
は
、
自
分
は
紀
長
谷
雄
と
い
う
人
が
た
い
へ
ん

好
き
で
、そ
れ
は
長
谷
雄
と
い
う
名
前
の
た
め
に
好
き
な
の
だ
、と
書
い
て
い
る
。

「
は
せ
を
」
を
転
倒
さ
せ
て
読
む
と
「
を
は
せ
」
を
連
想
さ
せ
、
そ
れ
は
男
根
の

呼
称
で
あ
る
（
８
）

。
長
谷
雄
自
身
が
、
自
分
の
名
前
が
男
根
に
通
じ
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
澁
澤
は
長
谷
雄
と
男
根
を
結
び
つ
け
て
考
え

て
い
る
。
澁
澤
に
と
っ
て
長
谷
雄
は
、
男
根
の
化
身
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

長
谷
雄
が
常
に
女
陰
を
求
め
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ
の
欲
望
を
長
谷
雄
自
身

が
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
男
根
の
化
身
で
あ
る
長
谷
雄
の
女
陰

へ
の
執
着
は
、「
長
谷
雄
」
と
い
う
名
前
が
持
つ
も
う
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
形

成
さ
れ
て
い
る
。

長
谷
雄
と
い
う
名
前
の
由
来
は
、
本
来
は
長
谷
観
音
に
あ
る
。
長
谷
雄
は
そ
の

父
貞
範
が
長
谷
観
音
に
礼
願
し
て
授
か
っ
た
子
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
に
命
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名
さ
れ
た
の
だ
。
つ
ま
り
長
谷
雄
は
、
長
谷
観
音
の
申
し
子
で
あ
り
、
い
わ
ば
長

谷
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
長
谷
雄
に
、
己
れ
の
欲
望
を
幻
影
と
い
う
目
に

見
え
る
対
象
と
し
て
形
作
る
、
普
通
の
人
間
に
は
な
い
力
が
備
わ
っ
て
い
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
四
に
、
長
谷
雄
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
説
話
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
月
の
明
る
い
夜
、
長
谷
雄
が
大
学
寮
の
西
の
門
を
出
て
北
の
方
を
見
る

あ
お

と
、
朱
雀
門
の
二
階
に
人
の
姿
が
見
え
た
。
冠
を
つ
け
、
襖
を
着
た
そ
の
人
は
、

身
の
丈
が
垂
木
近
く
ま
で
あ
っ
た
。
詩
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
歩
き
回
る
そ
の
姿
を

見
て
、
長
谷
雄
は
「
な
ん
と
、
わ
し
は
霊
人
を
見
た
。
我
な
が
ら
す
ば
ら
し
い
こ

と
だ
」
と
思
う
（
９
）

。

へ
ん
げ

霊
人
と
は
、
神
霊
の
化
し
た
人
、
変
化
の
人
、
と
い
う
意
味
だ
。
こ
の
霊
人
こ

そ
、
長
谷
雄
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
出
た
長
谷
雄
の
分
身
だ
。
こ
の
説
話
は
、
長
谷

雄
が
自
分
の
精
神
を
幻
影
と
し
て
対
象
化
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
証
し
で

あ
る
。

「
女
体
消
滅
」
の
女
は
、
長
谷
雄
の
女
陰
へ
の
欲
望
か
ら
生
ま
れ
出
た
幻
影
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、『
長
谷
雄
草
紙
』
に
あ
る
女
の
正
体
に
関

す
る
記
述
は
、
澁
澤
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

３

『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
・
『
思
考
の
紋
章
学
』
と
の
対
応

「
女
体
消
滅
」
の
女
が
合
成
人
間
で
は
な
く
長
谷
雄
の
分
身
だ
っ
た
と
す
る
読

み
は
、『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
か
ら
『
思
考
の
紋
章
学
』
に
か
け
て
の
澁
澤
の
観

念
の
変
化
を
追
う
こ
と
で
成
立
す
る
。

死
体
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
合
成
人
間
は
、
物
体
か
ら
つ
く
ら
れ
る
「
紋
章
」
と

等
し
い
。
死
体
と
は
、
人
間
が
生
き
る
と
い
う
本
来
の
目
的
を
喪
失
し
、
外
形
の

み
を
残
し
た
姿
だ
。『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
で
は
、「
紋
章
」
は
物
体
が
そ
の
本
来

の
意
味
内
容
を
喪
失
し
た
と
き
に
生
ま
れ
る
。
合
成
人
間
は『
胡
桃
の
中
の
世
界
』

を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
。

長
谷
雄
の
欲
望
か
ら
生
ま
れ
た
幻
影
は
、
思
考
の
軌
跡
が
描
く
「
紋
章
」
に
等

し
い
。
長
谷
雄
の
脳
内
で
は
女
陰
へ
の
欲
望
が
自
在
に
蠢
き
、
女
と
い
う
幻
影
を

形
成
し
た
。『
思
考
の
紋
章
学
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
抽
象
の
虚
空
」、
す
な
わ
ち

澁
澤
の
脳
内
を
澁
澤
の
思
考
が
自
由
に
動
き
回
り
、
そ
の
軌
跡
が「
紋
章
」と
な
っ

て
現
れ
た
。
長
谷
雄
の
分
身
で
あ
る
女
は『
思
考
の
紋
章
学
』そ
の
も
の
で
あ
る
。

『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
か
ら
『
思
考
の
紋
章
学
』
ま
で
の
三
年
間
に
澁
澤
の
中

に
生
じ
た
観
念
の
変
化
は
、
四
年
後
の
『
唐
草
物
語
』
ま
で
に
さ
ら
な
る
深
化
を

遂
げ
る
。『
胡
桃
の
中
の
世
界
』を
象
徴
す
る
合
成
人
間
的
存
在
は
、『
唐
草
物
語
』

で
は
姿
を
見
せ
な
い
。

『
思
考
の
紋
章
学
』
か
ら
継
続
的
に
生
成
さ
れ
た
澁
澤
の
観
念
は
、『
唐
草
物

語
』
に
お
い
て
、
さ
ら
に
流
動
的
に
し
て
か
つ
可
変
的
な
も
の
に
な
っ
た
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
八
に
は
、
長
谷
雄
が
陰
陽
道
の
方
面
に
ま
っ
た
く

暗
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
１０
）

。
先
に
挙
げ
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十

四
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
長
谷
雄
は
自
分
の
持
つ
不
思

議
な
力
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

愛
知
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徳
大
学
論
集
―
文
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一
方
『
思
考
の
紋
章
学
』
に
お
け
る
澁
澤
は
、「
紋
章
」
を
描
く
た
め
に
は
ペ

ン
の
力
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ペ
ン
と
と
も
に
動

き
始
め
た
思
考
が
「
紋
章
」
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
し
か
し
、
長
谷
雄

は
幻
影
を
形
づ
く
る
手
段
を
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
精
神

か
ら
幻
影
が
形
づ
く
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
べ
く
も
な
い
。
自
己
の
精
神
か
ら
生

ま
れ
出
た
分
身
を
前
に
し
て
も
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
、
長
谷
雄
に
は
分
か
ら

な
い
。
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
何
の
規
制
も
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

自
由
の
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
期
待
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
の
目
的
意

識
も
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

『
思
考
の
紋
章
学
』
か
ら
引
き
継
が
れ
た
澁
澤
の
観
念
は
、『
唐
草
物
語
』
に

お
い
て
自
意
識
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
よ
り
自
由
に
、
無
目
的
に
、
無
責
任
に
、
そ

し
て
自
在
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
澁
澤
は
、
エ
ッ
セ
ー
で
は
な
く
物
語
を
書

か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

Ⅲ

長
谷
雄
の
分
身
へ
の
愛

１

近
親
相
姦
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

長
谷
雄
の
懊
悩
の
日
々
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。
す
で
に
記
し
た
よ

う
に
、
女
に
手
を
つ
け
ら
れ
ず
に
い
る
長
谷
雄
の
様
子
は
、『
長
谷
雄
草
紙
』
で

は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
い
。
一
方
澁
澤
は
、
長
谷
雄
の
懊
悩
の
日
々
に
つ
い
て

語
る
こ
と
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
大
半
を
割
い
て
い
る
。
自
身
が
創
り
上
げ
た
分
身
の

女
に
愛
欲
を
募
ら
せ
る
長
谷
雄
の
姿
に
、
澁
澤
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
。
己
れ

の
分
身
に
欲
情
す
る
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

女
を
長
谷
雄
の
精
神
が
生
み
出
し
た
幻
影
だ
と
す
れ
ば
、
長
谷
雄
と
女
は
父
娘

の
関
係
に
あ
り
、
ま
た
血
を
分
け
た
兄
妹
に
も
相
当
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
長

谷
雄
が
自
分
の
分
身
に
愛
欲
を
募
ら
せ
る
と
い
う
設
定
は
、
近
親
相
姦
的
関
係
を

示
唆
す
る
。

『
少
女
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
序
説
（
１１
）

』
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
集
に
「
近
親
相
姦
、
鑑
の

な
か
の
千
年
王
国
」
と
い
う
一
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
澁
澤
は
、
近
親

相
姦
を
テ
ー
マ
に
し
た
様
々
な
文
学
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
特

に
、
ム
ジ
ー
ル
の
『
特
性
の
な
い
男
』
に
注
目
し
た
い
。『
特
性
の
な
い
男
』
は
、

二
人
の
兄
妹
、
ウ
ル
リ
ヒ
と
ア
ガ
ー
テ
の
近
親
相
姦
小
説
だ
。
澁
澤
は
、
兄
ウ
ル

リ
ヒ
の
妹
へ
の
言
葉
を
引
用
し
、
自
身
の
近
親
相
姦
へ
の
考
え
を
述
べ
る
。

「
君
が
何
で
あ
る
か
、
い
ま
判
っ
た
よ
。
君
は
僕
の
自
己
愛
な
の
だ
！
」

お
そ
ら
く
、
神
話
や
伝
説
や
文
学
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
す
べ
て
の
近
親
相

姦
願
望
が
、究
極
的
に
は
こ
こ
に
収
斂
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、と
私
は
思
っ

て
い
る
。
そ
の
貴
族
主
義
も
、
孤
立
主
義
も
、
自
己
愛
の
変
形
で
し
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ウ
ル
リ
ヒ
は
鏡
を
見
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ
、
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。（
中
略
）

こ
の
近
親
相
姦
の
な
か
に
発
見
さ
れ
る
自
己
愛
と
い
う
究
極
の
観
念
は
、

も
ち
ろ
ん
兄
妹
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
父
娘
あ
る
い
は
母
子
の
場
合
に
も
ひ

と
し
く
適
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
い
う
よ
り
、
む
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し
ろ
同
心
円
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

長
谷
雄
が
自
分
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
出
た
女
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の

精
神
を
、
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
自
己
愛
は
、

近
親
相
姦
と
イ
コ
ー
ル
の
関
係
に
あ
る
。
長
谷
雄
の
女
へ
の
愛
は
自
体
愛
的
で
あ

り
、
ナ
ル
シ
シ
ィ
ッ
ク
（
１２
）

な
愛
で
あ
る
。
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
が
泉
に
映
っ
た
自
分
の

姿
に
憧
れ
た
よ
う
に
、
長
谷
雄
は
自
分
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
た
女
の
姿
に
陽
物
を

お
え
か
え
ら
せ
た
。
同
じ
く『
少
女
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
序
説
』に
人
形
作
家
ハ
ン
ス
・

ベ
ル
メ
ー
ル
に
つ
い
て
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
ー
が
あ
る
。
そ
こ
で
澁
澤
は
、
注
目
す

べ
き
次
の
言
葉
を
記
す
。

す
べ
て
の
人
形
愛
好
家
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、
現
代
で
は
稀
な
「
呪
わ
れ

た
芸
術
家
」
と
称
し
て
よ
い
ベ
ル
メ
ー
ル
に
と
っ
て
も
、
女
は
イ
ヴ
の
よ
う

に
男
の
内
部
か
ら
出
て
き
た
存
在
で
あ
り
、
無
意
識
の
近
親
相
姦
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
の
対
象
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
隠
さ
れ
た
強
烈
な
自
己
愛
の
変

化
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
ま
い
（
１３
）

。

こ
れ
は
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、
長
谷
雄
に
も
当
て
は
ま
る
言
葉
だ
。
引
用

し
た
『
少
女
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
序
説
』
中
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
ー
は
、
い
ず
れ
も
自
己

愛
に
帰
着
す
る
。
自
己
愛
、
す
な
わ
ち
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
る
。

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
は
、
人
間
の
原
初
的
な
リ
ビ
ド
ー（
性
欲
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

の
か
た
ち
だ
。
人
間
の
新
生
児
は
、
歩
く
こ
と
も
話
す
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
っ

た
く
の
無
能
だ
。
こ
れ
が
個
人
の
置
か
れ
た
最
初
の
状
況
で
あ
る
。
個
人
の

欲
求
は
す
べ
て
、
個
人
の
努
力
を
な
ん
ら
要
せ
ず
し
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
満

た
さ
れ
る
。
従
っ
て
個
人
は
、
客
観
的
に
は
無
能
で
あ
る
が
、
主
観
的
に
は

全
能
で
あ
る
。
こ
の
時
期
人
間
に
は
、
全
能
な
自
己
、
即
ち
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

し
か
存
在
し
な
い
（
１４
）

。

澁
澤
は
こ
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
さ
ら
に
広
い
意
味
で
捉
え
て
い
る
。
エ
ッ
セ
ー
集

『
ホ
モ
・
エ
ロ
テ
ィ
ク
ス
（
１５
）

』
の
「
ホ
モ
・
エ
ロ
テ
ィ
ク
ス
―
―
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

と
死
に
つ
い
て
」
に
以
下
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
小
児
期
に
お
け
る
最
初
の
性
欲
活
動
は
中
心
を
も

た
ず
、
対
象
も
な
く
、
自
体
愛
的
で
あ
り
、
本
質
的
に
ナ
ル
シ
シ
ッ
ク
で
あ

る
。
そ
し
て
、
や
が
て
そ
れ
は
対
象
に
転
移
さ
れ
る
が
、
ふ
た
た
び
自
我
の

な
か
に
復
帰
す
る
。
つ
ま
り
、
一
般
に
性
愛
と
は
、
快
楽
の
源
泉
と
見
な
さ

れ
た
対
象
に
到
達
す
る
た
め
の
、
自
我
に
よ
る
努
力
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
人
間
の
リ
ビ
ド
ー
は
本
来
的
に
ナ
ル
シ
シ
ッ
ク
で
あ
る
、
と

言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
リ
ビ
ド
ー
は
、
み�

ず�

か�

ら�

愛�

さ�

れ�

る�

ご�

と�

く�

愛�

す�

る�

た
め
に
、
つ
ね
に
一
つ
の
宇
宙
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

澁
澤
は
、
性
愛
一
般
が
ナ
ル
シ
シ
ッ
ク
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
リ
ビ
ド
ー
の
対
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象
は
、そ
れ
を
生
み
出
し
た
自
我
に
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、

対
象
リ
ビ
ド
ー
と
自
我
リ
ビ
ド
ー
と
が
互
い
に
い
ま
だ
区
別
さ
れ
て
い
な
い
原
始

の
状
態
に
対
応
す
る
も
の
こ
そ
が
、
真
の
恋
愛
で
あ
る
（
１６
）

。
人
間
の
性
愛
は
、
そ

の
対
象
が
対
象
を
生
み
出
し
た
自
我
へ
と
回
帰
し
、
同
一
化
し
た
世
界
、
す
な
わ

ち
「
一
つ
の
宇
宙
」
を
求
め
る
。
対
象
へ
の
欲
求
と
は
自
分
自
身
へ
の
欲
求
で
あ

り
、
自
己
同
一
化
あ
る
い
は
自
己
回
帰
性
へ
の
欲
求
だ
。

近
親
相
姦
に
お
け
る
兄
妹
、
あ
る
い
は
父
娘
、
母
子
の
関
係
が
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー

で
は
な
く
同
心
円
だ
と
澁
澤
は
書
い
た
が
、
そ
れ
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
お
の
ず
か

ら
持
つ
自
己
回
帰
性
へ
の
欲
求
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
近
親
相
姦
に
お

け
る
性
愛
の
対
象
は
、
自
己
の
投
影
さ
れ
た
姿
だ
。
対
象
を
愛
す
る
こ
と
は
自
己

を
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
対
象
は
自
己
の
中
へ
と
回
帰
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
対
象

と
自
己
と
は
、
自�

我�

と�

い�

う�

中�

心�

を
同
じ
く
す
る
同
心
円
の
か
た
ち
を
成
す
。

長
谷
雄
は
自
ら
の
分
身
を
愛
す
る
こ
と
で
近
親
相
姦
を
犯
し
、
そ
の
ナ
ル
シ

シ
ィ
ッ
ク
な
愛
か
ら
、
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
世
界
、「
一
つ
の
宇
宙
」
を
自
我
の

中
に
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。
長
谷
雄
の
懊
悩
の
日
々
は
、
自
我
か
ら
生
ま
れ
出

た
女
を
再
び
自
我
の
も
と
へ
と
回
帰
せ
し
む
る
自
己
同
一
化
の
日
々
だ
っ
た
、
と

言
え
る
。

２

統
一
と
消
滅

主
体
と
客
体
と
の
合
一
、
あ
る
い
は
同
一
性
に
つ
い
て
澁
澤
は
、『
思
考
の
紋

章
学
』
の
「
円
環
の
渇
き
」
に
、
ペ
ル
シ
ア
の
伝
説
中
の
霊
鳥
シ
モ
ル
グ
の
物
語

を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
原
理
を
記
し
て
い
る
。

無
秩
序
な
世
界
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
鳥
た
ち
が
、
は
る
か
な
国
に
棲
む
鳥
の

王
シ
モ
ル
グ
を
探
し
求
め
る
旅
に
出
る
。
鳥
た
ち
は
、
王
の
名
が「
三
十
羽
の
鳥
」

を
意
味
す
る
こ
と
と
王
の
宮
殿
が
カ
フ
山
脈
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。
や
が
て
鳥
た

ち
は
、
七
つ
の
海
を
飛
び
越
え
る
。
最
後
の
海
は
「
消
滅
」
と
い
う
名
を
持
つ
。

危
難
に
満
ち
た
旅
は
多
く
の
鳥
を
死
に
至
ら
し
め
、
最
後
に
生
き
残
っ
た
三
十
羽

が
、難
行
苦
行
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
、漸
く
シ
モ
ル
グ
の
い
る
山
頂
に
到
達
す
る
。

天
頂
の
太
陽
か
ら
注
が
れ
る
光
の
中
で
遂
に
シ
モ
ル
グ
を
仰
ぎ
見
る
と
、
驚
く
べ

き
こ
と
に
そ
れ
は
自
分
た
ち
自
身
の
姿
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
こ
そ
「
三
十
羽
の

鳥
」
シ
モ
ル
グ
で
あ
っ
た
の
だ
。
か
く
て
彼
ら
は
影
の
如
く
消
滅
し
、
永
遠
に
霊

長
と
合
体
し
た
。
こ
れ
が
シ
モ
ル
グ
の
物
語
だ
。
澁
澤
は
こ
の
物
語
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

超
越
的
な
一
つ
の
目
的
を
求
め
て
出
発
し
た
鳥
た
ち
は
、
結
局
、
長
い
旅
路

の
果
て
に
、
自
分
自
身
に
回
帰
し
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
神
の
探
索
の
旅
は
、
同
時
に
ま
た
、
隠
さ
れ
た
自
我
の
探
索
の
旅
で
も

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
主
体
と
客
体
の
一
致
、
光
と
影
の
融

合
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
足
り
な
い
。（
中
略
）
こ
の
ア
ッ
タ
ー

ル
の
鳥
た
ち
こ
そ
、
ま
さ
に
主
体
的
変
貌
を
と
げ
て
、
愛
と
愛
す
る
者
と
、

愛
さ
れ
る
対
象
と
の
三
位
一
体
を
実
現
し
た
の
だ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
澁
澤
の
い
う
「
同
一
性
の
原
理
」
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
原
理
を
物
語
化
し
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た
も
の
が「
女
体
消
滅
」で
あ
っ
た
。
鳥
た
ち
が
シ
モ
ル
グ
を
探
し
求
め
た
旅
は
、

長
谷
雄
が
女
を
求
め
た
懊
悩
の
日
々
に
重
な
る
。
そ
の
間
、
長
谷
雄
は
次
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
あ
の
女
は
鬼
が
つ
く
り
出
し
た
と
こ
ろ
の
、
人
間
の

す
が
た
に
似
せ
た
幻
影
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
こ
と
ご
と
く
実
体

の
な
い
、
い
わ
ば
煙
の
よ
う
な
も
の
、
水
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
幻
影
の
女
の
寝
て

い
る
顔
を
ぬ
す
み
見
て
は
、
そ
の
は
だ
か
身
を
脳
中
に
思
い
描
き
、
あ
ろ
う

こ
と
か
、
ほ
し
い
ま
ま
に
陽
物
を
お
え
か
え
ら
せ
さ
え
し
て
い
る
こ
の
お
れ

は
、
幻
影
の
幻
影
を
相
手
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

か
。

こ
こ
に
は
、
自
分
の
持
つ
精
神
を
対
象
化
す
る
力
の
存
在
を
知
ら
な
い
長
谷
雄
の

思
い
違
い
が
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
女
は
鬼
が
つ
く
り
出
し
た
と
こ
ろ

の
幻
影
で
は
な
く
長
谷
雄
の
精
神
が
つ
く
り
出
し
た
幻
影
、
す
な
わ
ち
長
谷
雄
の

分
身
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
女
の
は
だ
か
身
を
脳
中
に
思
い
描
く
と
は
、
幻
影

の
幻
影
を
相
手
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
長
谷
雄
の
自
我
か
ら
生
ま
れ
出
た

女
を
、
再
び
長
谷
雄
の
自
我
の
中
へ
回
帰
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
の

た
め
、
こ
の
段
階
で
は
長
谷
雄
の
自
己
回
帰
、
あ
る
い
は
自
己
同
一
化
は
主
体
と

客
体
の
一
致
と
い
う
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
澁
澤
の
い
う
「
同
一
性
の
原

理
」
か
ら
す
れ
ば
、「
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
足
り
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

真
の
同
一
、
す
な
わ
ち
「
愛
と
、
愛
す
る
者
と
、
愛
さ
れ
る
対
象
の
三
位
一
体
」

を
遂
げ
る
に
は
、
長
谷
雄
は
男
と
の
間
に
立
て
た
誓
い
を
破
る
必
要
が
あ
っ
た
。

長
谷
雄
の
自
己
回
帰
に
は
、
性
交
と
い
う
「
愛
」
の
儀
式
が
欠
落
し
て
い
た
。
鳥

た
ち
が
シ
モ
ル
グ
と
完
全
に
合
一
し
、
消
滅
し
た
よ
う
に
、
長
谷
雄
は
八
十
日
目

の
夜
、
女
と
交
わ
る
こ
と
で
真
の
合
一
を
果
た
し
、
女
は
水
と
な
り
消
滅
す
る
。

消
滅
と
は
、
完
全
な
る
自
己
回
帰
、
自
己
同
一
の
結
果
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の

言
う
、
対
象
リ
ビ
ド
ー
と
自
己
リ
ビ
ド
ー
と
が
互
い
に
い
ま
だ
区
別
さ
れ
な
い
、

原
始
の
状
態
に
対
応
す
る
も
の
と
は
、
自
己
回
帰
の
結
果
と
し
て
の
消
滅
の
こ
と

だ
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
真
の
恋
愛
な
の
で
あ
る
。

Ⅳ

澁
澤
の
連
続
性
へ
の
志
向

１

統
一
へ
の
欲
求

長
谷
雄
の
懊
悩
の
日
々
は
、
自
我
か
ら
生
ま
れ
た
女
を
再
び
自
我
の
も
と
へ
と

回
帰
さ
せ
、
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
世
界
を
創
り
上
げ
る
日
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

長
谷
雄
が
、
そ
の
名
前
か
ら
し
て
、
男
根
の
化
身
で
あ
り
、
長
谷
観
音
の
化
身
で

あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
長
谷
雄
に
内
在
す
る
二
つ
の
存
在
の
性
別
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ

う
。
男
根
が
男
性
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
観
音
に
関
し
て
は
諸
説

が
入
り
乱
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
一
般
的
に
観
音
は
女
性
で
あ
る
と
す
る
説

に
し
た
が
っ
て
話
を
進
め
る
。
す
る
と
、
長
谷
雄
と
い
う
一
人
の
人
間
が
両
性
を
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知
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徳
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有
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
次
の
よ
う
な
読
み
が
成
立
す
る
。

女
は
本
来
長
谷
雄
に
内
在
し
て
い
た
女
性
で
、
一
旦
長
谷
雄
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
存
在
で
あ
っ
た
。
長
谷
雄
が
女
を
求
め
た
の
は
、
再
び
女
性
を
取
り
戻
し
、
両

性
を
回
復
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
以
下
に
、『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
１７
）

』
に
あ
る

「
存
在
の
不
安
」〈
生
の
非
連
続
性
〉
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
か
ら
引
用
し
よ
う
。

プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
、
原
初
の
人
間
は
両
性
具
有
で
あ
っ
て
、
そ
の
容
姿

は
球
形
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
傲
慢
な
人
間
ど
も
が
神
々
に
逆
ら
っ
て
、

天
上
へ
攻
め
の
ぼ
ろ
う
と
し
た
の
で
、
ゼ
ウ
ス
が
怒
っ
て
、
彼
ら
の
身
体
を

二
つ
に
切
断
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
人
間
は
元
の
姿
が
二
つ
に
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
半
身
を
求
め
て
、
ふ
た
た
び
一
心
同
体
に
な
ろ
う
と
熱
望

す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
古
い
神
話
は
、
じ
つ
に
貴
重
な
示
唆
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
エ
ロ
ス
の

働
き
は
、
こ
の
二
つ
に
分
離
し
た
男
と
女
を
、
ふ
た
た
び
一
つ
に
結
合
さ
せ

よ
う
と
す
る
、
失
わ
れ
た
統
一
へ
の
郷
愁
な
の
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
、人
間
の
最
も
深
い
欲
求
は
、こ
の
分
離
を
何
と
か
し
て
克
服
し
、

存
在
の
宿
命
的
な
孤
独
地
獄
か
ら
逃
れ
よ
う
と
い
う
欲
求
な
の
で
あ
ろ
う
。

長
谷
雄
が
半
身
で
あ
る
女
を
求
め
、
ふ
た
た
び
両
性
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た
、

と
い
う
読
み
が
成
立
す
る
所
以
で
あ
る
。

人
間
に
は
、
生
物
・
無
生
物
に
共
通
し
て
、
原
初
の
単
一
性
に
回
帰
し
よ
う
と

す
る
一
つ
の
傾
向
、
融
合
と
統
一
を
希
求
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
人
間
の
み

な
ら
ず
、
す
べ
て
の
生
物
は
、
以
前
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
両
性
具
有
の
状
態
、
性
が

分
離
す
る
以
前
の
未
分
化
の
状
態
に
、
ふ
た
た
び
戻
り
た
い
と
い
う
衝
動
に
、
否

応
な
く
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
こ
れ
を
、「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
原
則
（
１８
）

」、

す
な
わ
ち
死
の
衝
動
と
し
て
定
義
づ
け
た
。

見
た
と
こ
ろ
、性
の
衝
動
は
、種
族
の
繁
殖
に
直
接
つ
な
が
る
生
命
の
前
進
的
、

建
設
的
な
表
現
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
む
し
ろ
、
後
退
的
、
破
壊
的
で
あ
り
、

死
の
衝
動
と
不
可
分
に
し
て
、
か
つ
一
体
の
関
係
な
の
だ
。
生
物
は
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
、
す
な
わ
ち
寂
滅
の
境
を
求
め
る
本
能
を
有
し
て
い
る
。
有
機
体
生
命
を
支
配

す
る
こ
の
衝
動
は
、
無
機
物
に
還
り
た
い
と
い
う
衝
動
で
も
あ
る
。
す
べ
て
の
物

質
は
、
こ
の
盲
目
的
と
で
も
言
う
べ
き
力
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
物
質
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
的
な
変
化
の
過
程
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
。

人
間
の
失
わ
れ
た
統
一
へ
の
郷
愁
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ

タ
イ
ユ
の
「
生
の
非
連
続
性
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
る
。
個
体
は

も
と
も
と
非
連
続
で
あ
り
、
二
つ
の
個
体
の
間
に
は
越
え
ら
れ
ぬ
深
淵
が
存
在
す

る
が
、
唯
一
生
殖
の
瞬
間
に
お
い
て
の
み
、
二
つ
の
個
体
に
活
が
入
れ
ら
れ
、
連

続
性
の
幻
影
が
現
れ
る
。
た
だ
し
、
究
極
の
連
続
性
と
は
「
死
」
に
外
な
ら
ず
、

こ
の
「
死
」
に
魅
惑
さ
れ
て
連
続
性
の
幻
影
を
見
よ
う
と
す
る
志
向
こ
そ
、
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

人
は
、生
き
て
い
る
間
は
、非
連
続
の
個
体
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
死
は
、
確
固
た
る
連
続
性
の
中
に
す
べ
て
を
解
放
し
て
く
れ
る
。
人
間
の

み
な
ら
ず
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
、失
わ
れ
た
連
続
性
へ
の
郷
愁
に
よ
っ
て
、
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あ
る
い
は
分
離
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
安
を
逃
れ
る
た
め
に
性
的
活
動
を
営
む
。

〈
性
〉
と
は
、
二
元
的
に
展
開
さ
れ
た
生
命
の
一
つ
の
表
現
形
式
だ
。
性
的
結
合

は
こ
の
二
元
性
を
解
消
し
、
非
連
続
の
個
体
を
し
て
連
続
性
を
回
復
せ
し
め
よ
う

と
い
う
、
大
き
な
エ
ロ
ス
の
働
き
の
も
と
に
統
括
さ
れ
る
べ
き
、
一
つ
の
運
動
に

外
な
ら
な
い
。
そ
の
力
は
、
失
わ
れ
た
無
差
別
、
失
わ
れ
た
絶
対
的
一
元
性
を
再

び
回
復
す
る
た
め
の
、
解
放
へ
の
盲
目
的
意
志
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（
１９
）

。

人
間
が
本
来
持
つ
統
一
へ
の
欲
求
に
関
す
る
澁
澤
の
考
え
は
以
上
の
よ
う
に
な

る
。
澁
澤
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
神
話
か
ら
人
間
の
深
奥
に
あ
る
欲
求
は
統
一
へ
の
願

望
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
欲
求
が
死
へ
の
衝
動
で
あ
る
こ
と
を
、
フ
ロ
イ
ト

の
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
原
則
」
と
バ
タ
イ
ユ
の
生
の
非
連
続
性
に
関
す
る
理
論
を
援

用
し
、
解
説
し
た
。

２

「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
原
則
」
か
ら

フ
ロ
イ
ト
の
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
原
則
」
に
基
づ
き
「
女
体
消
滅
」
を
読
む
と
、

女
が
水
に
な
る
と
い
う
場
面
は
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
の
物
語
化
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
有
機
生
命
体
が
持
つ
統
一
へ
の
衝
動

を
無
機
物
へ
還
る
衝
動
だ
と
し
て
い
る
。
女
が
水
に
変
化
す
る
こ
と
は
、
統
一
へ

の
欲
求
が
完
全
に
満
た
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

水
は
万
物
の
起
源
で
あ
り
、
自
然
界
を
無
限
に
循
環
し
て
い
る
。
水
に
還
る
と

い
う
こ
と
は
、
原
初
の
状
態
に
戻
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
無
機
物
、
有
機
へ

の
転
身
の
可
能
性
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
澁
澤
は
、
ナ
ボ
コ
フ
の
『
セ
バ
ス
チ
ャ

ン
・
ナ
イ
ト
の
真
実
の
生
涯
』
に
あ
る
次
の
一
節
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て

い
て
、
幾
度
か
引
用
し
て
い
る
。

「
万
物
は
同
一
の
事
物
の
秩
序
に
属
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
知

覚
の
同
一
性
、
個
体
の
同
一
性
、
い
か
な
る
物
質
で
あ
れ
、
物
質
の
同
一
性

と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
だ
。
唯
一
の
真
実
の
数
は
一
で
あ
り
、
残
り
の

数
は
単
に
一
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
。」（
中
略
）

こ
の
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ナ
イ
ト
の
言
葉
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ

が
入
れ
子
構
造
の
原
理
を
簡
明
に
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
２０
）

。

最
も
原
初
的
な
か
た
ち
で
あ
る
「
一
」
は
、「
一
」
に
し
て
「
全
」
な
の
で
あ
る
。

「
女
体
消
滅
」
に
お
い
て
こ
の
「
一
」
は
水
だ
。
長
谷
雄
の
半
身
で
あ
る
女
を
取

り
戻
し
、
再
び
両
性
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
統
一
へ
の
欲
求
は
、
性
交
に
よ
り

満
た
さ
れ
、
女
は
水
と
な
る
。
統
一
へ
の
欲
求
が
人
間
の
最
も
深
い
欲
求
で
あ
る

こ
と
が
、「
一
」
な
る
「
水
」
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
。
自
然
界
を
無
限
に
流

転
す
る
「
一
」
で
あ
り
「
全
」
で
あ
る
水
は
、
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
的
な

変
化
の
過
程
を
端
的
に
表
す
も
の
だ
。

自
然
界
は
無
機
物
質
の
流
転
す
る
愛
の
世
界
で
あ
る
。「
女
体
消
滅
」
は
ま
さ

に
そ
の
世
界
を
描
い
て
い
る
。

３

バ
タ
イ
ユ
の
理
論
か
ら
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唐
突
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
人
間
の
血
液
中
を
流
れ
る
鉄
分
の

話
を
し
て
み
よ
う
。
人
間
の
持
つ
統
一
へ
の
欲
求
を
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
原
則
」
か

ら
説
明
し
て
ゆ
く
と
、
自
ず
か
ら
バ
タ
イ
ユ
の
理
論
へ
と
つ
な
が
る
。
こ
う
書
い

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
何
か
具
体
的
な
例
を
挙
げ
な
け
れ
ば
、
い
か
に
も
分
か
り
に

く
い
。
そ
こ
で
血
液
中
の
鉄
分
の
話
を
思
い
出
し
た
。

自
然
界
は
元
素
の
流
転
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
血
液
中
に
あ
る
鉄

分
を
取
り
出
し
て
み
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
宇
宙
に
存
在
す
る
星
は
、
死

ん
で
爆
発
す
る
際
に
あ
ら
ゆ
る
成
分
を
宇
宙
空
間
に
放
出
す
る
。
水
素
、
酸
素
、

ヘ
リ
ウ
ム
、
鉄
、
カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
等
の
様
々
な
元
素
が
散
り
散
り
に
な

り
、
宇
宙
空
間
を
さ
迷
う
。
そ
れ
ら
の
元
素
は
衝
突
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
や
が

て
塊
に
な
っ
て
ゆ
く
。
塊
は
他
の
塊
を
吸
収
し
た
り
、
他
の
塊
に
吸
収
さ
れ
た
り

し
な
が
ら
、
さ
ら
に
大
き
な
塊
に
な
る
。
そ
し
て
引
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
新

た
な
星
に
な
る
。
星
は
自
ら
の
持
つ
成
分
で
自
然
環
境
を
つ
く
り
、
生
命
体
を
生

み
出
す
。
人
類
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
生
命
体
だ
。
人
間
の
血
液

中
の
鉄
分
は
、
元
を
正
せ
ば
他
の
星
に
起
源
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
星
も
ま
た
、

そ
れ
以
前
に
死
ん
だ
星
に
起
源
を
有
し
て
い
る
。
鉄
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
元

素
が
流
転
に
流
転
を
重
ね
て
い
る
。
人
類
は
こ
の
よ
う
な
無
限
の
循
環
の
中
に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
か
ら
は
、
死
が
生
と
い
う
線
分
の
末
端
に
位
置
す
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
死
は
次
な
る
生
へ
と
流
転
す
る
出
発
点
で
あ
る
。
次
の

生
に
は
必
ず
死
が
あ
り
、
そ
の
死
の
次
に
は
ま
た
生
が
あ
る
。
死
の
向
こ
う
側
に

は
無
限
の
連
続
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
生
き
て
い
る
う
ち
は
他
の
物
体
に
流
転
す

る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
生
と
は
非
連
続
で
あ
る
。
世
界
は
無
機
物
の
循
環

だ
と
す
る
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
原
則
」
は
、
結
果
的
に
バ
タ
イ
ユ
の
理
論
へ
と
つ
な

が
る
。

長
谷
雄
が
女
に
触
れ
ら
れ
な
い
で
い
る
間
、
二
人
は
別
個
の
個
体
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
接
触
し
な
い
二
つ
の
個
体
の
間
に
は
越
え
ら
れ
な
い
深
淵
が
存
在

し
、
互
い
は
非
連
続
だ
。
し
か
し
長
谷
雄
は
、
女
の
下
半
身
に
う
ち
重
な
る
朱
門

を
み
て
い
る
。
そ
れ
は
無
限
に
連
続
し
て
い
る
。
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
長

谷
雄
草
紙
』
に
は
な
い
こ
の
記
述
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
理
論
に
着
想
を
得
て
、
澁
澤

が
新
た
に
書
き
加
え
た
も
の
だ
。
澁
澤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

決
定
的
な
行
動
は
裸
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
裸
体
と
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
状

態
、
つ
ま
り
、
非
連
続
的
な
生
存
の
状
態
に
対
立
す
る
も
の
だ
。
裸
体
は
一

種
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
状
態
で
あ
っ
て
、
反
省
の
彼
方
に
、
存
在
の

可
能
な
連
続
性
の
探
究
を
掲
示
す
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
に
猥
褻
感
を
あ
た

え
る
、こ
の
秘
密
の
通
路
か
ら
、肉
体
は
連
続
性
に
向
か
っ
て
開
か
れ
る
（
２１
）

。

長
谷
雄
は
、
女
の
下
半
身
を
裸
に
す
る
こ
と
で
連
続
性
の
幻
影
を
垣
間
見
た
。
う

ち
重
な
る
朱
門
は
、
連
続
性
の
象
徴
だ
。
バ
タ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
究
極
の
連
続
性

と
は
死
で
あ
り
、
生
存
中
に
は
生
殖
の
瞬
間
に
の
み
連
続
性
が
顕
在
化
す
る
。
裸

は
性
交
時
に
お
け
る
不
可
欠
の
条
件
で
あ
り
、
裸
は
連
続
性
へ
の
扉
を
開
け
る
鍵

で
あ
る
。
女
と
交
わ
っ
た
長
谷
雄
は
、
そ
の
連
続
性
へ
の
扉
を
開
き
、
死
の
世
界

へ
と
入
り
込
ん
だ
。
そ
し
て
次
の
瞬
間
、
女
は
消
滅
す
る
。
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「
消
滅
」
と
い
う
言
葉
の
中
の
「
滅
」
と
い
う
漢
字
は
、「
涅
槃
」
の
意
味
を

示
す
。
仏
教
用
語
で
あ
る
「
涅
槃
」
は
梵
語
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
の
漢
訳
語
で
仏

陀
の
死
を
意
味
す
る
。「
涅
槃
」
と
は
死
で
あ
り
、
消
滅
と
は
死
ん
で
消
え
去
る

こ
と
だ
。
な
ら
ば
、
女
の
消
滅
は
、
死
す
な
わ
ち
究
極
の
連
続
性
を
意
味
す
る
。

長
谷
雄
と
女
の
性
交
は
、
長
谷
雄
の
生
存
中
に
お
け
る
一
体
化
、
一
時
的
な
連
続

性
の
成
立
で
あ
る
が
、
女
の
消
滅
は
究
極
の
連
続
性
を
意
味
す
る
。
長
谷
雄
の
統

一
へ
の
欲
求
は
死
へ
の
衝
動
を
も
た
ら
し
、
連
続
性
へ
の
欲
求
に
つ
な
が
る
。
女

と
交
わ
る
こ
と
で
長
谷
雄
は
両
性
の
回
復
を
果
た
し
、
自
身
の
欲
求
を
充
た
す
。

そ
こ
で
女
は
、
長
谷
雄
の
深
奥
に
あ
る
欲
求
が
充
た
さ
れ
た
証
し
に
、
消
滅
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
消
滅
こ
そ
が
死
で
あ
り
、
究
極
の
連
続
性
で
あ
る
か
ら
だ
。

「
涅
槃
」
に
は
ま
た
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
不
生
不
滅
」
と
い
う
意
味
も
あ

る
。
し
か
し
、
死
が
究
極
の
連
続
性
を
意
味
す
る
の
な
ら
、
死
と
「
不
生
不
滅
」

は
同
義
語
に
な
る
。
死
は
、
死
・
生
・
死
・
生
・
…
…
と
い
う
永
遠
に
流
転
す
る

世
界
へ
の
解
放
を
も
意
味
す
る
。
そ
の
連
続
性
は
、
生
で
も
な
く
死
で
も
な
い「
不

生
不
滅
」
の
状
態
に
見
え
る
。「
女
体
消
滅
」
の
物
語
は
女
の
消
滅
で
閉
じ
ら
れ

る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
新
た
な
る
、
は
て
し
な
い
物
語
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。

４

螺
旋
構
造
に
み
る
連
続
性

プ
レ
テ
ク
ス
ト
『
長
谷
雄
草
紙
』
と
「
女
体
消
滅
」
と
の
相
違
点
の
う
ち
、
う

ち
重
な
る
朱
門
に
つ
い
て
は
、
澁
澤
の
持
つ
連
続
性
へ
の
志
向
か
ら
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
長
谷
雄
の
統
一
へ
の
欲
求
か
ら
生
じ
た
、
う
ち
重
な
る
朱
門
に
象

徴
さ
れ
る
連
続
性
は
、
朱
門
そ
の
も
の
の
構
造
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。無

限
に
連
続
す
る
朱
門
は
、
中
心
を
同
じ
く
す
る
同
心
円
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

螺
旋
構
造
だ
。『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
所
収
「
螺
旋
に
つ
い
て
」
で
澁
澤
は
、
次

の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
。

と
こ
ろ
で
螺
旋
は
、
一
方
で
は
中
心
に
向
っ
て
無
限
に
収
縮
し
、
他
方
で
は

外
縁
に
向
か
っ
て
無
限
に
拡
張
す
る
、
二
つ
の
無
限
の
あ
い
だ
で
永
遠
に
顫

動
し
て
い
る
持
続
そ
の
も
の
、
終
り
な
き
運
動
そ
の
も
の
な
の
だ
。（
中
略
）

螺
旋
の
道
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
た
深
淵
へ
の
降
下
は
、
お
そ
ら
く
中
心
の

探
求
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
己
の
探
求
、
あ
る
い
は
宇
宙
感
覚
の
探
求
と
言

い
換
え
て
も
差
支
え
あ
る
ま
い
。
こ
の
探
求
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
死
を
含

み
、
こ
の
死
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
再
生
を
伴
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
螺
旋

は
、
死
と
再
生
を
実
現
し
な
が
ら
、
た
え
ず
更
新
さ
れ
る
人
間
精
神
の
活
力

の
表
現
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
の
だ
（
２２
）

。

無
限
に
う
ち
重
な
る
朱
門
は
、
そ
の
構
造
自
体
が
死
と
再
生
の
連
続
を
表
す
。
そ

の
連
続
は
、
バ
タ
イ
ユ
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
「
死
の
連
続
性
」
と
同
じ
意

味
を
示
す
。螺
旋
が
中
心
の
探
求
で
あ
り
、自
己
の
探
求
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

長
谷
雄
の
女
へ
の
欲
求
は
実
は
自
分
自
身
へ
の
欲
求
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
女
が
長
谷
雄
の
分
身
だ
っ
た
と
し
て
も
、
女
が
長
谷
雄
に
内
在
す
る
女
性
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
は
連
続
性
へ
の
欲
求
に
繋
が
る
の
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
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も
、
長
谷
雄
の
欲
求
は
統
一
へ
の
欲
求
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
我
へ
と
回
帰
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
長
谷
雄
の
自
己
探
求
は
、
中
心
す
な
わ
ち
「
一
」
へ
の
探
求
で
あ
っ

た
。「
一
」
と
は
「
一
」
に
し
て
「
全
」
で
あ
り
、
一
つ
の
宇
宙
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
自
己
の
内
部
へ
と
向
か
う
探
求
は
、
同
時
に
宇
宙
へ
の
探
求
で
あ
る
。

宇
宙
こ
そ
万
物
の
流
転
す
る
世
界
で
あ
り
、
連
続
性
そ
の
も
の
だ
。
長
谷
雄
の
女

へ
の
欲
求
は
連
続
性
へ
の
欲
求
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

注（
１
）『
唐
草
物
語
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
一
・
七
）。

（
２
）『
犬
狼
都
市
―
キ
ュ
ノ
ポ
リ
ス
』
（
桃
源
社
、
一
九
六
二
・
四
）。

（
３
）『
胡
桃
の
中
の
世
界
』（
青
土
社
、
一
九
七
四
・
一
〇
）。

（
４
）『
思
考
の
紋
章
学
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
・
五
）。

（
５
）『
澁
澤
龍
彦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２

オ
ブ
ジ
ェ
を
求
め
て
』（
河
出
書
房
新

社
、
一
九
八
五
・
三
）。

（
６
）
小
松
茂
美
編
『
日
本
の
絵
巻
１１

長
谷
雄
草
紙
・
絵
師
草
紙
』（
中
央

公
論
社
、
一
九
八
八
・
二
）。

（
７
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
８
）
男
茎
。
読
み
方：

お
は
せ
。「
男
茎
」
と
書
き
て
「
を
は
せ
」
と
訓
せ

り
。「
を
は
せ
」
に
は
二
説
あ
り
。
一
は
「
男
柱
（
を
は
し
ら
）」
の
意

な
り
と
の
説
、
一
は
男
陰
が
川
魚
の
ハ
ゼ
に
似
た
る
よ
り
男
の
ハ
ゼ
な

り
と
の
説
な
り
。
略
し
て
「
は
せ
」
と
も
云
ひ
。
後
に
は
「
破
前
（
は

せ
）」
と
書
く
こ
と
別
項
に
記
せ
り
。『
古
語
拾
遺
』
に
稲
田
の
蝗
を
壊

ふ
法
あ
り
。「
以
牛
肉
置
溝
口
作
男
茎
形
」
の
男
茎
形
に
「
を
は
せ
か

た
」
と
訓
せ
り
。（『
隠
語
大
辞
典
』
皓
星
社
）。

（
９
）『
完
訳

日
本
の
古
典

三
十
巻

今
昔
物
語
集
（
一
）』（
小
学
館
、

一
九
八
九
・
四
）
よ
り
要
約
引
用
。

（
１０
）
注
（
９
）
に
同
じ
。

（
１１
）『
少
女
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
序
説
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
・
三
）。

（
１２
）n

a
rcissig

u
e

（
フ
ラ
ン
ス
語
）
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
。「
自
己
陶
酔
的
」

の
意
。
一
般
的
に
はn

a
rcissistic

（
英
語
）
の
発
音
を
カ
タ
カ
ナ
で
表

記
し
た
「
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
あ
る
い
は
「
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」

が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
澁
澤
は
も
っ
ぱ
ら
「
ナ
ル
シ
シ
ィ
ッ
ク
」

を
用
い
て
い
る
。

（
１３
）「
ベ
ル
メ
ー
ル
の
人
形
哲
学
」（『
少
女
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
序
説
』
中
央
公

論
社
、
一
九
八
五
・
三
）。

（
１４
）
岸
田
秀「
性
の
倒
錯
と
タ
ブ
ー
」（『
ユ
リ
イ
カ

臨
時
増
刊
号

特
集
・
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
』
青
土
社
、
一
九
七
一
・
一
一
）。

（
１５
）「
ホ
モ
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
ス
―
―
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
死
に
つ
い
て
」『
ホ

モ
・
エ
ロ
テ
ィ
ク
ス
』（
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
七
・
六
）。

（
１６
）
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
性
愛
は
、
そ
の
対
象
が
対
象
を
生
み
出

し
た
自
我
へ
と
回
帰
し
、
同
一
化
し
た
世
界
す
な
わ
ち「
一
つ
の
宇
宙
」

を
求
め
る
。
対
象
へ
の
欲
求
と
は
自
分
自
身
へ
の
欲
求
で
あ
り
、
自
己

同
一
化
あ
る
い
は
自
己
回
帰
性
へ
の
欲
求
だ
。

（
１７
）『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』（
桃
源
社
、
一
九
六
七
・
一
二
）。
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「
女
体
消
滅
」
論
―
物
体
か
ら
形
象
へ
―

（
小
倉
斉
）

一
七



（
１８
）
フ
ロ
イ
ト
の
多
分
に
思
弁
的
な
メ
タ
心
理
学
的
用
語
。
仏
教
用
語
の
涅

槃
（
ね
は
ん
）（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
ニ
ル
バ
ー
ナ
）
に
由
来
す
る
も

の
で
、〈
涅
槃
原
則
〉
と
も
い
う
。
彼
は
《
快
楽
原
則
の
彼
岸
》（
一
九

二
〇
）
に
お
い
て
、
ニ
ル
バ
ー
ナ
原
則
と
は
、
刺
激
に
基
づ
く
緊
張
を

ゼ
ロ
に
ま
で
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
心
的
装
置
の
傾
向（
す
な
わ
ち〈
死

の
本
能
〉
の
表
現
）
で
あ
り
、
快
楽
原
則
と
は
、
そ
の
前
段
階
の
緊
張

を
で
き
る
だ
け
低
く
か
つ
恒
常
的
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
（
す
な

わ
ち
〈
生
の
本
能
〉
の
表
現
）
で
あ
る
と
説
い
た
。

（
１９
）「
エ
ロ
ス
・
性
を
超
え
る
も
の
」
（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』「
セ
ッ
ク
ス
の

今
日
的
状
況
」、
一
九
六
八
・
九
・
二
二
）。

（
２０
）
富
士
川
義
之
「
リ
ヴ
レ
ス
ク
な
文
学
者
」（『
日
本
幻
想
文
学
集
成

４

澁
澤
龍
彦
』
一
九
九
一
・
六
、
国
書
刊
行
会
）。

（
２１
）「
存
在
の
不
安
〈
克
服
へ
の
試
み
〉」（『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
河
出
書
房

新
社
、
一
九
六
七
・
一
二
）。

（
２２
）「
螺
旋
に
つ
い
て
」（『
胡
桃
の
中
の
世
界
』
青
土
社
、
一
九
七
四
・
一

〇
）。

＊
「
ね
む
り
姫
」
本
文
の
引
用
は
『
澁
澤
龍
彦
全
集

１９
』（
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
四
・
一
二
）
所
収
「
ね
む
り
姫
」
に
よ
っ
た
。

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
―

第
四
十
二
号

一
八
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