
芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉

八
七

1
．
は
じ
め
に　

〈
狂
人
語
り
小
説
〉
と
は
、〈
狂
人
〉
が
自
ら
語
る
〈
一
人
称
小
説
〉
で
あ
る
。

狂
気
の
定
義
は
文
化
、
政
治
、
宗
教
や
精
神
医
学
と
精
密
に
対
応
し
て
お
り
、
時

代
や
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
。
特
に
あ
る
文
化
の
近
代
化
の
過
程
で
は
、
狂
気
に

対
す
る
態
度
の
変
化
が
著
し
く
現
れ
る
。
本
研
究
の
目
的
は
、
文
学
作
品
に
表
れ

る
日
本
近
代
文
学
の
狂
気
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
私
の
研
究
対

象
の
選
考
基
準
は
、〈
狂
人
〉
が
登
場
人
物
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
狂
気
に
陥
っ
た
登
場
人
物
の
一
人
称
語
り（
1
）で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
も
ま
た
『
狂
気
の
歴
史（
2
）』
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

政
治
・
社
会
・
哲
学
的
な
領
域
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
狂
気
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
の
み
、
自
ら
を
語
り
、
そ
の
声
を
聞
か
せ
語
る
主
体
と
し
て
存
続
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、歴
史
学
や
医
学
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、

〈
狂
人
〉
は
あ
く
ま
で
語
ら
れ
る
対
象
に
過
ぎ
な
い
が
、
文
学
テ
ク
ス
ト
、
と
り

わ
け
〈
狂
人
〉
の
一
人
称
語
り
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
語
る
主
体
に
な

り
得
る
。
わ
た
し
の
研
究
の
大
き
な
目
的
は
、
こ
の
よ
う
に
文
学
性
と
狂
気
が
強

く
結
び
つ
い
た
様
々
な
〈
狂
人
語
り
小
説
〉
の
分
析
に
よ
る
、
日
本
近
代
文
学
特

有
の
「
狂
気
」
に
つ
い
て
の
探
求
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
そ
の
第
一
歩
と
し

て
、
芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉
の
分
析
を
試
み
た
い
。

わ
た
し
の
研
究
で
は
、
芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉
を
二
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
類
し
て
い
る
。
第
一
は
「
発
狂
し
て
し
ま
っ
た
語
り
手
」
と
い
う
グ
ル
ー

プ
で
、
こ
こ
に
『
二
つ
の
手
紙
』
と
『
河
童
』
を
分
類
し
た
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ

は
「
発
狂
し
か
け
て
い
る
語
り
手
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
で
、
こ
こ
に
属
し
て
い
る

の
は
『
開
化
の
殺
人
』『
疑
惑
』『
歯
車
』
で
あ
る
。
本
稿
で
は
第
一
の
グ
ル
ー
プ

の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉、
つ
ま
り
『
二
つ
の
手
紙
』
と
『
河
童
』
に
お
け
る
狂
気

の
表
象
の
特
徴
の
分
析
、
お
よ
び
狂
気
の
機
能
の
解
明
を
試
み
る
。
前
者
は
狂
気

が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
に
お
い

て
は
作
品
に
お
け
る
狂
気
が
、
ど
の
よ
う
な
役
割
で
用
い
ら
れ
、
か
つ
、
ど
の
よ

う
な
意
味
で
解
釈
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に

な
る
が
、〈
狂
人
語
り
小
説
〉
を
研
究
対
象
と
す
る
と
き
、
ま
ず
〈
狂
人
〉、
ま
た

は
狂
気
の
定
義
が
問
題
に
な
る
。
狂
気
は
常
識
か
ら
は
ず
れ
た
精
神
状
態
だ
と
言

え
る
だ
ろ
う
が
、
何
を
常
識
と
す
る
か
は
文
化
や
時
代
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉

　
　

―
『
二
つ
の
手
紙
』
と
『
河
童
』
を
中
心
に

―
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し
た
が
っ
て
、文
学
作
品
に
お
け
る
狂
気
の
表
象
や
機
能
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
、

こ
の
関
連
性
も
視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

2
．
研
究
方
法

2
．
1
．
狂
気
の
表
象

〈
狂
人
語
り
小
説
〉
つ
ま
り
、〈
狂
人
〉
が
自
ら
語
る
〈
一
人
称
小
説
〉
に
お
け

る
狂
気
の
表
象
を
考
え
る
先
行
文
献
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Ü
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）
は
語
り
手
の
〈
信
頼
性
〉
の
問
題
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
。
つ
ま

り
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
は
一
般
的
に
、〈
狂
人
〉
の
語
り
手
を
い
わ
ゆ
る
〈
信
頼
で

き
な
い
語
り
手
〉
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
種
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

信
頼
で
き
な
い
語
り
手
は
人
や
出
来
事
に
つ
い
て
不
正
確
に
述
べ
た
り
、
間

違
っ
て
評
価
し
た
り
す
る
語
り
手
で
あ
る
。
一
方
、〈
狂
人
〉
で
あ
る
語
り
手
の

場
合
、〈
信
頼
性
〉
の
問
題
は
い
く
ら
か
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
嘘
を
つ
い
て

い
る
語
り
手
や
誤
っ
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
語
り
手
の
場
合
、
非
信
頼
性
を
読

者
に
感
じ
さ
せ
る
の
は
主
に
テ
ク
ス
ト
内
の
こ
と
、
つ
ま
り
語
り
手
の
語
り
の
中

の
矛
盾
や
、
語
り
手
の
読
者
が
今
ま
で
読
ん
だ
他
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
と
の
相

違
で
あ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
狂
気
の
定
義
と
文
化
的
背
景
は
強

い
関
連
性
を
持
っ
て
お
り
、
狂
気
の
語
り
手
の
場
合
は
、
実
際
の
読
者
の
、
世
界

に
つ
い
て
の
常
識
に
関
す
る
期
待
の
地
平
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
も
非
常
に
重
要

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
芥
川
作
品
に
お
け
る
狂
気
の
表
象
の
特
徴
を
分
析

す
る
と
き
、
主
に
、
前
述
し
た
読
者
の
期
待
の
地
平
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
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）
に
拠
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
〈
狂
人
語
り
小
説
〉
と

分
類
し
う
る
か
ど
う
か
の
指
標
と
な
る
特
徴
や
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は

重
点
を
置
い
て
い
な
い
。
本
稿
が
目
的
と
す
る
の
は
あ
く
ま
で
、
あ
る
一
人
称
語

り
の
文
学
作
品
に
お
い
て
、
狂
気
を
表
す
と
き
ど
の
よ
う
な
表
象
が
用
い
ら
れ
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、〈
狂
人
語
り
〉
は
信
頼
で
き
な
い
語
り
の
一
種
で
あ
る
。

文
学
作
品
を
読
む
と
き
、〈
狂
気
〉
と
い
う
非
信
頼
性
は
二
つ
の
レ
ベ
ル
、
つ
ま

り
「
テ
ク
ス
ト
内
」
と
「
テ
ク
ス
ト
外
」
の
レ
ベ
ル
で
表
し
う
る
。
こ
の
二
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
う
一
つ
の
、「
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
加
え
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
呼
ぶ
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
や

エ
ピ
グ
ラ
フ
な
ど
も
、
読
者
に
語
り
手
の
正
気
を
疑
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
ゴ
ー
ゴ
リ
の
『
狂
人
日
記
』
は
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
レ
ベ
ル
の
特
徴

は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
簡
単
な
表
に
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
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一
．
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル

二
．
テ
ク
ス
ト
内
の
レ
ベ
ル

（
ア
）
形
式
的
特
徴　

•　

語
彙
的
要
素　

 
•　

文
章
的
要
素

•　

談
話
的
要
素

（
イ
）
内
容
的
特
徴　

三
．
テ
ク
ス
ト
外
の
、
読
者
の
知
識
上
の
レ
ベ
ル

こ
の
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
「
テ
ク
ス
ト
内
の
レ
ベ
ル
」
を
二
つ
に

分
け
て
い
る
。
一
つ
は
〈
狂
人
〉
語
り
の
「
形
式
的
な
特
徴
」
で
あ
り
、
こ
こ
に

属
す
る
の
は
、
語
り
の
文
体
的
、
つ
ま
り
ス
タ
イ
ル
的
な
違
和
感
で
あ
る
。
こ
れ

は
語
彙
、
文
章
、
談
話
的
な
要
素
か
ら
な
る
。
語
彙
的
要
素
と
は
、
例
え
ば
価
値

判
断
的
な
修
飾
語
や
強
意
語
、 

話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
数
多
い
形
容
詞
な
ど
を

さ
す
。
文
章
的
要
素
と
は
、
例
え
ば
不
完
全
な
文
章
や
、
や
る
気
の
な
い
復
唱
な

ど
で
あ
る
。
談
話
的
要
素
と
は
、
例
え
ば
一
人
称
代
名
詞
の
使
い
過
ぎ
や
、
語
り

手
自
身
の
行
為
を
正
当
化
し
聞
き
手
（
読
者
）
を
説
得
す
る
た
め
に
、
聞
き
手
に

向
け
て
発
せ
ら
れ
る
数
多
く
の
言
葉
な
ど
を
い
う
。
限
度
を
越
え
て
過
剰
に
自
己

正
当
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
狂
気
の
語
り
の
特
徴
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
で
あ
る
。

「
テ
ク
ス
ト
内
レ
ベ
ル
」
の
も
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、〈
狂
人
〉
語
り
の

「
内
容
的
な
特
徴
」
と
い
う
名
前
を
与
え
た
い
。
こ
こ
に
属
す
る
の
は
語
り
手
の

発
言
の
中
の
矛
盾
や
、
語
り
手
及
び
周
囲
の
人
の
行
動
と
、
語
り
手
の
発
言
と
の

矛
盾
で
あ
る
。「
内
容
的
な
特
徴
」
と
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
• 

同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
語
る
二
人
の
語
り
手
の
語
り
が
矛
盾
し
て
い
る
こ
と

• 

語
り
手
の
行
動
と
語
り
が
矛
盾
し
て
い
る
こ
と

• 

語
り
手
の
周
囲
の
人
の
行
動
と
語
り
手
の
発
言
と
の
矛
盾
な
ど

• 

語
り
手
が
同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
矛
盾
し
た
発
言
を
す
る
こ
と

• 

間
違
っ
た
結
論
を
出
す
こ
と

最
後
に
、「
テ
ク
ス
ト
外
の
、
読
者
の
知
識
上
の
レ
ベ
ル
」
に
属
す
る
の
は
、

読
者
が
自
分
の
予
備
知
識
や
価
値
観
か
ら
見
て
非
常
識
・
非
現
実
的
と
認
識
す
る

事
柄
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
読
者
の
予
備
知
識
に
は
、
世
界
に
つ
い
て
だ
け
で
な

く
、
今
ま
で
に
読
ん
だ
文
学
作
品
、
文
学
的
伝
統
や
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
知
識

も
含
ま
れ
る
。

2
．
2
．　

狂
気
の
機
能　

次
に
問
う
べ
き
こ
と
は
、
文
学
作
品
に
お
け
る
狂
気
に
は
ど
の
よ
う
な
機
能
が

あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
文
学
に
お
け
る
一
人
称
の
狂

気
の
機
能
は
大
き
く
二
つ
、
す
な
わ
ち
「
道
具
と
し
て
の
狂
気
」
と
「
本
質
と
し

て
の
狂
気
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
な
お
、
当
然
な
が
ら
こ
の
二

つ
は
排
他
的
で
は
な
い
。

2
．
2
．
1
．「
道
具
と
し
て
の
狂
気
」
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こ
こ
で
は
、
狂
気
の
非
信
頼
性
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

ロ
ッ
ジ
が
『
小
説
の
技
巧
』
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
信
用
で
き
な
い
語
り
手
を
用

い
る
こ
と
の
意
義
も
ま
さ
に
、
見
か
け
と
現
実
の
ず
れ
を
興
味
深
い
形
で
明
ら
か

に
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る（
3
）」。
す
な
わ
ち
、
狂
気
に
陥
っ
た
語
り
手
が
事

実
で
な
い
こ
と
を
語
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
番
分

か
り
や
す
い
例
は
、
ト
ド
ロ
フ
が
『
幻
想
文
学
論
序
説
』（
渡
辺
明
正
、
三
好
郁

朗
訳
、
朝
日
出
版
、
一
九
七
五
年
二
月
）
で
幻
想
小
説
の
例
と
し
て
挙
げ
た
ポ
ー

の
『
黒
猫
』（T

h
e
 B

la
c
k
 C

a
t, U

nited Sates Saturday P
ost, 1843 A

ugust 

19 

） 

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
語
り
手
が
な
ぜ
狂
気
に
陥
っ
た
か
や
、〈
狂
人
〉
の

語
り
手
の
社
会
的
立
場
を
テ
ー
マ
に
せ
ず
、
超
自
然
的
現
象
が
起
こ
っ
た
か
ど
う

か
に
対
す
る
読
者
の
〈
た
め
ら
い
〉
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
の
み
、
狂
気
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

2
．
2
．
2
．「
本
質
と
し
て
の
狂
気
」

こ
こ
で
は
、
語
り
手
の
話
が
本
当
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
狂
気

の
本
質
そ
の
も
の
が
、あ
る
程
度
作
品
の
中
心
と
な
る
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
、

次
に
述
べ
る
よ
う
な
二
つ
の
主
な
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
は
精
神
異
常
の
解
明
に
焦
点
を
置
く
、「
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
も

呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。〈
狂
人
〉
が
周
囲
の
世
界
を
異
常
な
仕
方
で
知
覚
す
る

様
子
は
、し
ば
し
ば
文
学
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
意
識
に
よ
っ
て
、

読
者
に
な
じ
み
の
日
常
世
界
に
〈
正
常
な
人
〉
と
違
う
枠
（fram

e

（
4
））
が
励

起
さ
れ
、
新
し
い
象
徴
体
系
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
知
っ
て

い
る
物
事
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
も
の
と
は
異
な
る
解
釈
を
覗
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
狂
気
を
扱
う
こ
と
で
人
間
の
心
の
動
き
を
よ
り
深
く
広
く
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
傾
向
は
、〈
狂
人
〉
の
心
の
動
き
で
は
な
く
、〈
狂
人
〉
が
社
会
の

中
で
置
か
れ
て
い
る
位
置
、
つ
ま
り
社
会
か
ら
の
排
除
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る

傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
。〈
私
た

ち
＝
正
常
な
人
間
〉
に
と
っ
て
理
解
を
越
え
る
、
不
気
味
で
異
様
な
現
象
を
〈
彼

ら
＝
狂
人
〉
と
し
て
軽
蔑
す
る
行
動
は
作
品
内
の
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
と
作
品
外

の
読
者
の
レ
ベ
ル
双
方
に
ま
た
が
る
問
題
で
あ
る
。
社
会
か
ら
の
排
除
と
の
関
わ

り
で
、
文
学
作
品
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
〈
狂
人
〉
の
責
任
能
力
の
欠
如

で
あ
る
。
狂
気
に
陥
っ
た
人
物
は
し
ば
し
ば
自
制
力
を
失
う
（
精
神
病
者
な
ら
法

律
的
に
も
免
責
さ
れ
て
い
る
）。〈
狂
人
〉
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ら
ば
、〈
正
常
な
人
〉

の
言
い
出
せ
な
い
こ
と
を
言
っ
て
も
、
社
会
的
な
タ
ブ
ー
を
破
っ
て
も
、
不
自
然

で
は
な
い
。
社
会
に
属
し
て
お
ら
ず
、
排
除
さ
れ
る
側
で
あ
る
〈
狂
人
〉
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
を
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
確
に
社
会
の
欠
陥
を
指
摘
で
き
る
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
し
て
描
く
こ
と
で
、〈
正
常
な
人
＝
読
者
〉
達
へ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、「
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
観
点
か
ら

考
え
る
と
、〈
狂
人
〉
だ
か
ら
こ
そ
社
会
の
問
題
点
を
口
に
出
せ
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
の
方
向
、
つ
ま
り
社
会
に
問
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ
語

り
手
が
狂
気
に
陥
っ
た
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
指
標
と
し
て
芥
川
龍
之
介

作
品
に
お
け
る
狂
気
の
機
能
を
分
析
し
て
み
た
い
。
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3
．『
二
つ
の
手
紙
』

3
．
1
．
書
誌
、
狂
気
に
関
す
る
先
行
研
究　

【
書
誌
】　

大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
九
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
黒
潮
』
に
発
表
。
の
ち
、『
煙

草
と
悪
魔
』（
新
潮
社
、大
正
六
年
一
二
月
）
に
収
録（
5
）。
典
拠
は
森
鴎
外
訳
『
諸

国
物
語
』
中
の
ア
ル
ツ
ー
ル
・
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
レ
ル
作
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ

イ
エ
ル
が
遺
書（
6
）」
とC

ath
erin

e C
ro

w
e, T

h
e
 N

i
g
h

t S
i
d

e
 o

f N
a

tu
r
e, 

London: T.C
. N

ew
by, 1848

で
あ
る（
7
）。

【
本
作
の
狂
気
に
関
す
る
先
行
研
究
】　　

『
二
つ
の
手
紙
』
の
語
り
手
の
狂
気
は
、
同
時
代
評
に
は
じ
ま
り
、
今
日
に
お

い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。『
帝
国
文
学
』（
一
九
一
七
年

一
〇
月
）
の
「
九
月
の
小
説
と
戯
曲
」
で
江
口
渙
は
、「
芥
川
君
と
し
て
は
蓋
し

好
く
な
い
作
で
あ
る
。
思
ひ
つ
き
と
し
て
は
一
寸
面
白
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ

の
思
ひ
つ
き
に
対
す
る
作
者
の
態
度
が
し
つ
か
り
確
定
し
て
ゐ
な
か
つ
た
が
為
め

充
分
の
効
果
が
現
れ
て
ゐ
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
作
者
の
態
度
の
不

確
定
性
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
は
、
幻
想
小
説
と
し
て
の
解
釈
し
難
さ
、
つ
ま
り

今
野
喜
和
人
が
言
う
「
語
り
手
の
狂
気
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
た
め

に
「
超
自
然
」
の
介
入
す
る
余
地
が
極
端
に
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う（
8
）」
点
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
今
野
に
よ
れ
ば
、
同
時
代
評
で
批
判
さ
れ
た
「
不
確
定
性
」
は

「
不
確
定
性
」
と
し
て
楽
し
む
べ
き
で
あ
っ
て
、本
作
の
「
一
種
の
と
ら
え
が
た
さ
」

を
「
作
品
の
ね
ら
い
」
と
考
え
る
西
村
早
百
合（
9
）や
、「
読
者
に
期
待
さ
れ
て

い
る
も
の
は
〈
略
〉
読
み
の
自
由
さ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
る
海
老
井

英
次（
10
）も
同
じ
立
場
と
い
え
よ
う
。
最
近
は
、〈
私
〉
が
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

現
象
の
ま
こ
と
し
や
か
な
報
告
と
「
世
間
」
の
噂
を
並
置
す
る
こ
と
で
、
常
に
言

説
を
二
重
化
さ
せ
て
い
る
と
し
、『
地
獄
変
』
と
の
構
造
の
類
似
を
指
摘
す
る
説

も
あ
る（
11
）。

3
．
2
．『
二
つ
の
手
紙
』
に
お
け
る
狂
気
の
表
象

「
2
．
研
究
方
法
」
で
紹
介
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
則
っ
て
、
語
り
手
の
狂
気
が

ど
の
よ
う
に
『
二
つ
の
手
紙
』
に
表
れ
る
か
考
え
て
み
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
狂
気
と
い
う
非
信
頼
性
は
三
つ
の
レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち
「
パ

ラ
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
」「
テ
ク
ス
ト
内
レ
ベ
ル
」「
テ
ク
ス
ト
外
の
、
読
者
の
知

識
上
の
レ
ベ
ル
」
に
分
け
ら
れ
る
。
本
作
の
場
合
、「
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
」

に
は
狂
気
の
表
象
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
残
り
の
二
つ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

3
．
2
．
1
．「
テ
ク
ス
ト
内
レ
ベ
ル
①
」
―　
〈
狂
人
語
り
〉
の
形
式
的
特
徴

ま
ず
、
語
彙
的
要
素
と
文
章
的
要
素
は
、
本
作
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。

談
話
的
要
素
に
関
し
て
は
『
二
つ
の
手
紙
』
の
場
合
、「
唯
、
閣
下
は
、
こ
れ

ら
が
皆
疑
ふ
可
ら
ざ
る
事
実
だ
と
云
ふ
事
を
、
御
承
知
下
さ
れ
ば
よ
ろ
し
う
ご
ざ

い
ま
す
」
な
ど
、
聞
き
手
に
向
け
た
発
言
が
確
か
に
多
い
が
、
受
取
人
に
向
け
て

語
る
の
は
書
簡
体
形
式
の
特
徴
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
を
考
慮
す
れ
ば
説
明
可
能
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ジ
は
書
簡
体
小
説
に
つ
い
て
、「
読
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み
手
の
反
応
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
に
あ
る
種
の
規
定
が
加
わ
る
。

し
た
が
っ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
に
も
、
よ
り
複
雑
で
奥
行
き
の
あ
る
も
の
に
な
り
、

不
透
明
さ
の
向
こ
う
か
ら
真
実
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
の
で
あ

る（
12
）。」
と
論
じ
て
い
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
本
作
で
は
語
り
手
の
狂
気
を
表
す
「
形
式
的
な
特
徴
」
が

非
常
に
少
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
作
品
の
形
式
（
書
簡
体
形
式
）
や
語
り
手

の
学
歴
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
書
簡
体
形
式
は
、A

ltm
an

（
13
）が
い
う
よ
う
に
、

手
紙
を
配
置
し
、
読
者
に
提
示
す
る
と
い
う
編
集
作
業
の
過
程
が
想
定
で
き
る

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
し
か
も
『
二
つ
の
手
紙
』
の
場
合
、
文
書
作
成
に
携
わ
る
機

会
の
多
い
「
大
学
教
師
と
い
う
イ
ン
テ
リ（
14
）」
の
、
警
察
署
長
と
い
う
権
威
者

に
対
す
る
依
頼
の
手
紙
で
あ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
文
法
の
間
違
い
（
文
章
的
な

特
徴
）
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

3
．
2
．
2
．「
テ
ク
ス
ト
内
レ
ベ
ル
②
」
―　
〈
狂
人
語
り
〉
の
内
容
的
特
徴

「
2
．
研
究
方
法
」
で
は
、
内
容
的
特
徴
に
属
し
て
い
る
例
を
五
つ
述
べ
た
が
、

『
二
つ
の
手
紙
』
の
な
か
で
例
が
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
う
ち
の
二
つ
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
語
り
手
が
間
違
っ
た
結
論
を
出
す
」
こ
と
、「
語
り
手
の
周
囲
の
人
の

行
動
と
語
り
手
の
発
言
と
の
矛
盾
」
で
あ
る
。

ま
ず
、「
語
り
手
が
間
違
っ
た
結
論
を
出
す
」点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。も
っ

と
も
重
要
な
例
は
、
二
回
目
と
三
回
目
に
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
見
た
箇
所
に
つ

い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
に
関
し
て
も
実
際
に
は
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

は
出
現
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
佐
々
木
の
妄
想
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
回
目
の
際
に
一
緒
に
い
た
友
人
が
「
妙
な

顔
」
を
し
、
後
に
妻
の
不
品
行
で
発
狂
し
た
、
と
〈
私
〉（
佐
々
木
）
の
噂
を
立

て
た
の
は
、
そ
の
と
き
友
人
が
、
佐
々
木
の
妻
ふ
さ
子
と
浮
気
相
手
の
姿
を
見
た

か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

三
回
目
、〈
私
〉
が
普
段
よ
り
早
く
帰
っ
た
と
き
、
机
の
前
に
立
っ
て
〈
私
〉

の
日
記
を
読
む
自
分
と
妻
を
「
咫
尺
の
間
」
に
見
た
と
い
う
場
面
は
、
次
の
よ
う

に
解
釈
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、〈
私
〉の
考
え
を
気
に
す
る
妻
と
そ
の
浮
気
相
手
が
、

夫
が
帰
宅
し
な
い
は
ず
の
時
間
帯
を
見
計
ら
っ
て
日
記
を
盗
み
読
み
し
て
い
た

が
、
大
雨
の
音
で
〈
私
〉
の
帰
宅
に
気
付
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、〈
私
〉
が
す
ぐ
に
気
を
失
っ
た
た
め
、
浮
気
相
手
は
無
事
に
家
を
出
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、〈
私
〉が
間
違
っ
た
結
論
を
出
す
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
年
、
小
康
状
態
だ
っ
た
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
が
、
近
頃
ま
た
悪
く
な
っ
た
理
由
を
、

〈
私
〉
は
世
間
か
ら
受
け
て
い
る
侮
辱
の
せ
い
に
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
渡

邉
正
彦
は
「
妻
が
、
お
そ
ら
く
は
愛
人
が
い
た
の
に
、
望
ま
な
い
結
婚
を
し
、
諦

め
て
い
た
の
が
、
最
近
、
愛
人
と
の
関
係
が
復
活
し
た
か
ら
だ
、
と
思
え
る（
15
）」

と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
妻
の
状
態
が
悪
化
し
た
の
は
、〈
私
〉
が
考
え
て
い
る

よ
う
な
、
世
間
か
ら
の
不
公
正
な
侮
辱
の
た
め
で
は
な
く
、
愛
人
と
の
関
係
が
夫

に
知
ら
れ
た
の
で
は
、
と
い
う
妻
の
不
安
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、〈
私
〉
は
こ
こ
で
も
間
違
っ
た
結
論
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
語
り
手
の
周
囲
の
人
の
行
動
と
語
り
手
の
発
言
と
の
矛
盾
」と
し
て
は
、

〈
私
〉
が
妻
の
貞
操
に
対
し
て
無
限
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
の
に
、
世
間
の
反
応

が
正
反
対
だ
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
世
間
の
人
々
が
妻
の
不
品
行
を
諷
し

た
里
謡
を
歌
い
な
が
ら
家
の
前
を
通
っ
た
り
、
同
僚
の
一
人
が
〈
私
〉
に
新
聞
の
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姦
通
事
件
を
話
し
た
り
、
先
輩
が
手
紙
で
妻
の
不
品
行
を
諷
し
て
離
婚
を
暗
に
勧

め
た
り
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。
友
人
は
〈
私
〉
が
発
狂
し
た
噂
を
流
し
、
学
生
は

講
義
を
聞
か
な
く
な
っ
て
、
黒
板
に
悪
戯
書
き
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
何
者
か
が

手
紙
を
寄
越
し
て
非
難
し
た
り
、
庭
内
に
忍
び
込
み
夫
婦
の
行
動
を
窺
っ
た
り
も

し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
す
で
に
、
語
り
手
〈
私
〉
の
妄
想
が
入
り
込
ん
で

い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
仮
に
事
実
と
す
れ
ば
、「
語
り
手
の
周
囲
の
人
の
行
動

と
語
り
手
の
発
言
と
の
矛
盾
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

3
．
2
．
3
．「
テ
ク
ス
ト
外
の
、
読
者
の
知
識
上
の
レ
ベ
ル
」

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
は
、
読
者
が
自
分
の
予
備
知

識
や
価
値
観
か
ら
み
て
非
常
識
と
認
識
す
る
事
柄
で
あ
る
。『
二
つ
の
手
紙
』
の

語
り
手
〈
私
〉（
佐
々
木
）
は
大
学
教
師
で
、
警
察
署
長
を
説
得
す
る
た
め
に
手

紙
を
書
く
。
大
学
教
師
が
手
紙
で
誰
か
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一

般
的
に
読
者
は
、彼
が
論
理
的
な
文
章
を
書
く
と
予
想
す
る
だ
ろ
う
。し
か
し〈
私
〉

は
、
話
の
流
れ
の
上
で
は
重
要
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
主
張
を
否
定

し
か
ね
な
い
よ
う
な
こ
と
ま
で
述
べ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
三
回
目
の
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
を
見
た
と
き
、
普
段
よ
り
も
早
く
、
妻
が
予
想
で
き
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ

で
帰
宅
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
箇
所
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
「
大
方
雨

の
音
に
ま
ぎ
れ
て
、
格
子
の
あ
く
音
が
聞
こ
え
な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」

と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
語
り
は
、〈
私
〉
が
見
た
人
物
は
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

で
は
な
く
、
妻
の
愛
人
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
惑
を
、
容
易
に
読
者
に
抱

か
せ
る
。
正
常
人
は
（
特
に
学
歴
の
高
い
、
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
た
大

学
教
師
は
）
自
分
が
本
当
に
訴
え
た
い
内
容
か
ら
す
れ
ば
瑣
末
過
ぎ
る
こ
の
よ
う

な
情
報
を
伝
え
る
こ
と
が
自
分
の
記
述
の
事
実
性
を
疑
わ
し
い
も
の
に
す
る
こ
と

に
気
が
付
き
、
自
分
の
話
を
説
得
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
そ
の
よ
う

な
細
部
ま
で
伝
え
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
疑
わ
し
い
点
に
つ
い
て
自
分
自

身
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
正
常
な
人
間
の
本
質
的
傾
向
は
、〈
私
〉
の
場
合
全

く
欠
け
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
手
紙
冒
頭
で
自
分
の
「
正
気
」
を
繰
り
返
し
て
述
べ
る
〈
私
〉
の

態
度
も
、
か
え
っ
て
読
者
の
疑
い
を
喚
起
し
か
ね
な
い
。

た
だ
、
読
者
の
予
備
知
識
に
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
だ
け
で
は
な
く
今
ま

で
に
読
ん
だ
文
学
作
品
、
文
学
的
伝
統
や
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
知
識
も
含
ま
れ

る
。
そ
れ
故
、〈
私
〉
の
手
紙
を
読
み
始
め
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
話
、
つ
ま

り
超
自
然
的
現
象
に
関
す
る
箇
所
ま
で
読
み
進
め
た
読
者
は
、
幻
想
小
説
の
フ

レ
ー
ム
を
励
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
。幻
想
小
説
と
は
、「
超
自
然
的
怪
異
や
驚
異
、

夢
を
主
題
に
し
た
小
説
を
い
う
が
、
幻
想
が
日
常
生
活
の
さ
な
か
に
た
だ
な
ら
ぬ

裂
け
目
、
パ
ニ
ッ
ク
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
点
で
、
非
現
実
的
な
空
想
世
界
に

幻
想
が
自
律
す
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
と
区
別
さ
れ
る
」
も
の
で

あ
る（
16
）。
こ
の
定
義
に
則
る
な
ら
、
日
常
生
活
の
な
か
で
起
こ
っ
た
、
迫
真
性

と
い
う
フ
レ
ー
ム
（
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
範
疇
）
を
使
っ
て
も
説
明
で
き
な

い
よ
う
な
異
常
な
こ
と
を
正
常
人
が
体
験
し
た
場
合
、
そ
の
体
験
を
他
人
に
伝
え

る
こ
と
を
た
め
ら
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
体
験
を
他
人

に
伝
え
た
場
合
、〈
狂
人
〉
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
幻
想
小
説
の
冒
頭
で
等
質
物
語
世
界
的
語
り
手（
17
）が
自
分
の
正
気
を
強

調
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
読
者
が
、

幻
想
小
説
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
え
て
〈
私
〉
の
言
葉
を
読
む
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な
ら
、〈
私
〉
を
必
ず
し
も
〈
狂
人
〉
だ
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
二

つ
の
手
紙
』
を
読
ん
で
い
る
読
者
に
、
幻
想
小
説
の
フ
レ
ー
ム
に
よ
る
解
釈
を
持

続
さ
せ
る
に
は
、
超
自
然
的
な
現
象
が
本
当
に
起
こ
っ
た
証
拠
を
テ
ク
ス
ト
内
に

は
現
れ
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
見
る
と
死
期

が
近
い
」
と
い
う
民
間
伝
承
を
踏
ま
え
て
、
仮
に
〈
私
〉
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

を
見
て
か
ら
近
い
う
ち
に
死
ぬ
、
と
い
う
よ
う
な
展
開
が
本
作
で
起
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
内
世
界
が
超
自
然
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
証

拠
で
あ
り
、
読
者
に
幻
想
小
説
の
フ
レ
ー
ム
を
励
起
す
べ
し
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
作
で
は
超
自
然
的
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
証
拠
は

な
い
の
で
、
読
者
に
は
迫
真
性
と
い
う
フ
レ
ー
ム
が
励
起
さ
れ
る
。
ド
ッ
ペ
ル
ゲ

ン
ガ
ー
現
象
が
迫
真
性
と
い
う
フ
レ
ー
ム
に
合
致
し
な
い
以
上
、
読
者
は
語
り
手

の
信
頼
性
に
つ
い
て
疑
い
を
持
つ
の
で
あ
る
。

N
ünning

が
い
う
よ
う
に
、
語
り
手
が
、
迫
真
性
だ
け
で
は
な
く
、
読
者
の
文

化
の
規
則
を
破
る
こ
と
で
も
、〈
狂
人
〉と
疑
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。本
作
で〈
私
〉

が
、
手
紙
を
「
郵
税
先
払
い
」
で
送
る
こ
と
は
非
常
識
さ
を
感
じ
さ
せ
る
し
、
正

気
な
ら
、
警
察
署
長
に
こ
の
よ
う
な
超
自
然
的
で
異
常
な
内
容
の
手
紙
を
送
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
読
者
は
考
え
る
だ
ろ
う
。
読
者
の
文
化
的
規
範
性
は
時

代
等
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
本
作
の
場
合
、
同
時
代
の
読
者
も
警
察
署
長
へ
の
手

紙
を
狂
気
の
表
象
と
し
て
解
釈
し
た
可
能
性
が
高
い
。
例
え
ば
樫
田
五
郎
の
『
精

神
病
問
題
』（
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
、
大
正
六
年
一
二
月
）
に
は
、「
名
士
顕
官

官
衙
等
ニ
信
書
ヲ
濫
発
シ
テ
只
管
自
己
ノ
主
張
貫
徹
ヲ
強
請（
18
）」
す
る
こ
と
は

〈
狂
人
〉
の
特
徴
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

3
．
3
．『
二
つ
の
手
紙
』
に
お
け
る
狂
気
の
機
能

本
作
を
読
み
始
め
た
当
初
、
幻
想
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
連
想
さ
せ
る
作
品

だ
っ
た
と
し
て
も
、そ
の
狙
い
が
超
自
然
的
現
象
の
生
起
に
対
す
る
〈
た
め
ら
い
〉

を
惹
起
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
今
野
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
「
語
り
手
の
狂
気
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
た
め
に
、「
超

自
然
」
の
介
入
す
る
余
地
が
極
端
に
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う（
19
）」
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
作
品
を
読
み
始
め
た
読
者
は
ト
ド
ロ
フ
の
言
う
驚
異
と
怪
異
の
間
で

の
〈
た
め
ら
い
〉
を
感
じ
て
も
、
そ
の
〈
た
め
ら
い
〉
が
終
り
ま
で
持
続
す
る
こ

と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、『
二
つ
の
手
紙
』
に
お
け
る
狂
気
の
機
能
と
し
て
、
語

り
の
非
信
頼
性
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、江
口
渙
の
批
判（
前

掲
）
も
正
当
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
、手
紙
が
書
き
進
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
〈
私
〉
の
語
り
は
次
第
に
逸
脱
し
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
疑
念
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
、
早
い
段
階
で
読
者
は
佐
々
木
を

〈
狂
人
〉と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
私
見
で
は
、読
者
に
そ
う
感
じ
さ
せ
る
過
程
が
、

本
作
に
お
け
る
狂
気
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。畑
中
佳
恵
は
、「「
二

つ
の
手
紙
」
と
出
会
う
読
者
の
多
く
が
、
手
紙
の
書
き
手
を
異
常
者
・
狂
人
と
名

指
す
こ
と
で
、
自
身
を
含
め
た
正
常
者
の
共
同
体
を
得
る（
20
）」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
正
常
者
の
共
同
体
を
生
み
だ
す
機
能
」
に
よ
っ
て
、『
二
つ
の
手
紙
』

に
お
け
る
狂
気
は
非
信
頼
性
を
感
じ
さ
せ
る
だ
け
の
「
道
具
と
し
て
の
狂
気
」
で

は
な
く
、
先
に
「
狂
気
の
機
能
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

か
ら
み
た
「
本
質
と
し
て
の
狂
気
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
「
共
同
体
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
読
者
が
「
正
常
者
の

共
同
体
を
得
る
」
と
こ
ろ
の
テ
ク
ス
ト
内
の
「
正
常
者
」
に
あ
た
る
の
は
、〈
私
〉
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を
侮
辱
し
て
い
る
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
低
い
人
た
ち
と
、
手
紙
を
公
開
す
る
〈
予
〉

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
〈
予
〉
の
信
頼
性
も
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
冒
頭
の
枠
（
手
紙
の
入
手
経
路
等
の
説
明
）
を
読
め
ば
、
彼
が
手
紙

の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
―
保
護（
21
）を
意
に
介
さ
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
彼
は
自
分
の
素
性
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

〈
予
〉
が
隠
し
て
い
る
の
は
自
分
の
素
性
だ
け
で
は
な
い
。
末
尾
の
枠
（「
殆
意

味
を
な
さ
な
い
、
哲
学
じ
み
た
事
」
を
「
不
必
要
」
と
し
て
「
省
」
い
た
と
の
説

明
）
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、〈
私
〉
の
手
紙
は
こ
の
〈
予
〉
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、読
者
は
未
完
の
手
紙
し
か
読
め
な
い
わ
け
で
あ
り
、

あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
佐
々
木
が
第
二
の
手
紙

で
書
い
て
い
る
「
人
間
が
如
何
に
知
る
所
の
少
な
い
か
」
と
い
う
、
私
見
に
よ
れ

ば
『
二
つ
の
手
紙
』
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
と
な
る
文
に
対
応
し
て
い
る
。

本
作
に
お
け
る
〈
知
り
得
な
さ
〉
は
、
作
品
解
釈
に
お
け
る
事
実
性
と
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
性
の
戯
れ
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
西
村
早
百
合
は
「『
二
つ

の
手
紙
』
に
は
確
か
に
こ
の
よ
う
な
一
種
の
「
と
ら
え
が
た
さ
」
と
言
う
べ
き
も

の
が
あ
る
。
事
実
を
断
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
既
に
事
実
は
な
い
の
で

あ
る
。
と
ら
え
た
と
感
じ
た
瞬
間
に
す
り
ぬ
け
て
ゆ
く
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
作

品
の
意
図
が
中
途
半
端
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
断
定
を
許
さ
な
い
と

こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
ね
ら
い
が
あ
り
、
面
白
さ
が
息
づ
い
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い（
22
）」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
性
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
と
の
戯

れ
は
『
二
つ
の
手
紙
』
の
様
々
な
レ
ベ
ル
で
現
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
事
実
性

を
装
う
書
簡
体
形
式
で
あ
る
こ
と
、し
か
も
そ
れ
が
社
会
的
権
威
者
（
警
察
署
長
）

に
送
る
書
簡
と
い
う
公
式
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
装
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
超

自
然
的
現
象
で
あ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
（

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
）
が
〈
狂
人
〉

の
妄
想
（

事
実
性
）
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

主
人
公
は
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
で
あ
る
〈
狂
人
〉
で
あ
り
、
そ
の
話
が
事
実

と
ず
れ
て
い
て
も
、
彼
は
聞
き
手
を
だ
ま
す
つ
も
り
で
そ
れ
を
語
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
に
と
っ
て
そ
の
話
は
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
語
る
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
話
と
、〈
予
〉
や
読
者
が
想
定
す
る
妻
が
愛
人
と
会
う
話
と
い
う

二
つ
の
事
実
が
、
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
事
実
性
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
混
淆
と
い
う
点
で
は
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
現
象
を
扱
う
こ
と
で
、
実
際
の
〈
私
〉（

事
実
性
）
と
第
二
の
〈
私
〉（

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
）
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、〈
真
実
〉
の
相
対
性
、
す
な
わ
ち
、
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
の
不

可
知
性
（「
如
何
に
知
る
所
の
少
な
い
か
」）
を
感
じ
さ
せ
る
『
二
つ
の
手
紙
』
は
、

人
間
の
判
断
に
揺
さ
ぶ
り
を
掛
け
、
そ
の
安
定
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
人
間

は
純
粋
に
客
観
的
な
判
断
が
で
き
る
の
か
、
判
断
す
る
権
利
が
あ
る
か
、
と
問
い

か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
二
つ
の
手
紙
』
に
お
け
る
狂
気
の
機
能
と
は
、「
正
常
者
」
の
「
異

常
者
」
に
対
す
る
振
舞
い
の
典
型
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、読
者
に
語
り
手
を
〈
狂

人
〉
と
〈
判
断
〉
さ
せ
、名
指
し
さ
せ
る
こ
と
に
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
〈
判
断
〉
の
相
対
性
に
気
付
か
せ
る
と
い
う
、社
会
的
・
道
徳
的
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
こ
の
作
品
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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4
．『
河
童
』

4
．
1
．
書
誌
・
狂
気
に
関
す
る
先
行
研
究

【
書
誌
】　　

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
三
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
改
造
』
に
発
表
。
没
後
、『
芥

川
龍
之
介
全
集
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、昭
和
二
年
一
一
月
）
に
収
録
。
典
拠
は
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』、ゲ
ー
テ
の
『
ラ
イ
ネ
ッ
ク
狐
』、サ
ミ
ュ

エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
の
『
エ
レ
フ
ォ
ン
』、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
『
ペ
ン
ギ

ン
島
』、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
便
り
』
な
ど
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
て
い
る（
23
）。

【
本
作
の
狂
気
に
関
す
る
先
行
研
究
】

本
作
に
お
け
る
狂
気
に
つ
い
て
触
れ
た
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
先
行
研
究
の

ほ
と
ん
ど
は
、作
家
の
伝
記
的
事
実
と
の
つ
な
が
り
か
ら
こ
れ
を
分
析
し
て
い
る
。

一
方
、
そ
の
反
例
と
し
て
、
例
え
ば
上
田
真
は
一
九
七
二
年
の
論
文
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

主
人
公
が
発
狂
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。〈
略
〉

あ
る
ご
く
ふ
つ
う
の
人
間
が
、
或
日
突
然
に
自
己
の
内
部
に
あ
る
得
体
の
知

れ
な
い
無
気
味
な
も
の
に
気
づ
く
こ
と
か
ら
生
の
不
安
に
目
ざ
め
、
そ
の
不

安
の
解
消
を
求
め
て
近
代
文
明
の
誇
る
諸
産
物
（
集
積
さ
れ
た
知
識
、
生
物

遺
伝
学
、
芸
術
至
上
主
義
、
禁
欲
哲
学
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
、
本
能
主
義
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
等
々
）
の
間
を
巡
歴
す
る
が
、
い
ず
れ
も
真
の
解
決
た
る
こ
と

を
得
ず
、
遂
に
生
活
人
と
し
て
の
自
己
を
破
壊
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
う
い
う
風
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
「
河
童
」
は
内
的

な
統
一
も
得
ら
れ
ま
す
。
作
者
の
伝
記
だ
と
か
社
会
的
背
景
だ
と
か
他
の
作

家
か
ら
の
影
響
だ
と
か
い
う
外
的
要
素
は
作
品
解
釈
上
第
二
義
的
な
も
の
と

し
、
何
よ
り
も
ま
ず
作
品
そ
の
も
の
の
分
析
に
重
点
を
お
い
て
解
釈
を
試
み

る
と
す
れ
ば
、「
河
童
」
の
意
味
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す（
24
）。

上
田
の
論
文
は
伝
記
と
の
つ
な
が
り
を
第
二
義
的
に
す
る
と
い
う
点
で
新
鮮
で

あ
る
が
、
同
時
代
の
論
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
盲
点
が
こ
こ
で
も
現
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
河
童
国
の
話
が
〈
狂
人
〉
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
語
り
手
〈
僕
〉
に
よ

る
「
語
り
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
作
の
「
語
り
手
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
の
は
、
文
学
研
究
者
の
注
意
が
作

品
の
構
造
に
向
け
ら
れ
た
時
期
か
ら
で
あ
る
。
狂
気
の
語
り
の
構
造
上
の
機
能
を

観
察
す
る
論
文
が
数
多
く
発
表
さ
れ
た
。
平
岡
敏
夫
は
「
狂
人
の
話
と
い
う
仮
構

を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
内
面
が
書
か
れ
て
い
る（
25
）」
と
述
べ
、
酒
井
英
行（
26
）

は
〈
狂
人
〉
の
妄
想
と
言
う
枠
組
み
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

狂
気
と
時
代
背
景
の
関
係
か
ら
本
作
を
分
析
す
る
論
文
も
あ
る
。
例
え
ば
、
芥

川
が
語
り
手
を
〈
狂
人
〉
に
設
定
し
た
こ
と
と
同
時
代
の
検
閲
制
度
と
関
連
さ
せ

る
関
口
安
義
の
論
文（
27
）や
、『
河
童
』
の
構
造
と
明
治
三
十
年
代
後
半
に
お
け
る

精
神
病
者
に
関
す
る
記
事
の
形
式
と
の
類
似
点
を
示
唆
し
た
陳
政
君
の
論
文（
28
）は

そ
の
例
で
あ
る
。

ま
た
、
近
年
で
は
語
り
の
行
為
に
注
目
し
て
い
る
論
文
も
あ
る
。
嶌
田
明
子
は

作
品
の
中
で
の
語
る
・
語
ら
れ
る
と
い
う
関
係
に
集
中
し
、
語
り
手
が
「
河
童
国
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で
の
体
験
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
狂
人
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味（
29
）」
を
問
お

う
と
し
て
い
る
。
松
本
常
彦（
30
）は
人
間
世
界
と
河
童
世
界
の
関
係
を
シ
ニ
フ
ィ

エ
／
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（sign

ifié/sign
ifian

t

）
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
解
釈
し
よ
う

と
す
る
。
小
林
洋
介
は
、
河
童
の
国
の
物
語
を
語
る
の
が
精
神
病
院
の
患
者
で
あ

る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
、「
河
童
の
国
の
〈
物
語
〉
と
、〈
こ
の
物
語
は
妄
想
で
あ

る
〉
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
枠
組
み
（
メ
タ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
と
が
同
時
に
提

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味（
31
）」
を
問
お
う
と
し
て
い
る
。

4
．
2
．『
河
童
』
で
の
狂
気
の
表
象
に
つ
い
て

前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、『
河
童
』
の
語
り
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
文
が
い
く

つ
か
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
り
の
特
徴
を
狂
気
と
語
り
の
関
係
か
ら
分
析
し
て

い
る
論
文
は
少
な
い
。

本
作
に
は
、
外
枠
の
語
り
手
で
あ
る
第
一
の
「
僕
」
と
、
河
童
国
へ
旅
し
た
話

を
語
る
第
二
の
〈
僕
〉
と
い
う
二
人
の
語
り
手
が
い
る
。
本
稿
で
は
、
外
枠
の
語

り
手
の
「
僕
」
と
旅
を
語
る
語
り
手
の
〈
僕
〉
を
括
弧
の
表
記
に
よ
っ
て
区
別
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

小
説
の
外
枠
は
、〈
狂
人
語
り
〉
が
始
ま
る
前
の
、「
僕
」
に
よ
る
語
り
に
あ
た

る
。
狂
気
の
文
学
作
品
で
の
表
象
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
外
枠
の
指
摘
を
「
パ
ラ

テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
」
の
狂
気
表
象
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

読
者
は
〈
僕
〉
の
話
を
〈
狂
人
〉
の
妄
想
と
し
て
読
む
。
つ
ま
り
、〈
狂
人
〉
だ

と
い
う
外
枠
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
空
想
小
説
や
幻
想
小
説
の
フ
レ
ー
ム
が
励
起
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
酒
井
英
行
が
言
う
よ
う
に
「〈
筆
記
す
る
僕
〉
に
よ
っ
て
、

「
僕
」
の
話
が
「
狂
人
」
の
妄
想
で
あ
る
と
い
う
枠
組
み
が
は
め
ら
れ
た
と
き
、『
河

童
』
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る（
32
）」。
た
だ
し
、
迫
真
性
と
い

う
フ
レ
ー
ム
が
励
起
さ
れ
て
も
、
河
童
国
に
つ
い
て
の
〈
僕
〉
の
話
は
こ
れ
と
は

合
致
し
な
い
。
か
え
っ
て
そ
れ
は
、
外
枠
の
語
り
手
に
よ
る
「
こ
れ
は
或
精
神
病

院
の
患
者
」（
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
）
の
話
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
保
障
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
読
者
は
、
迫
真
性
と
い
う
フ
レ
ー
ム
と
は
合
致
し
な
い
河

童
国
の
話
に
よ
り
、
語
り
手
の
信
頼
性
に
つ
い
て
疑
い
を
持
つ
。
河
童
国
で
の
体

験
を
真
剣
に
話
す
よ
う
な
〈
正
常
人
〉
は
存
在
し
な
い
か
ら
、〈
僕
〉
は
〈
狂
人
〉

だ
と
読
者
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
狂
気
の
表
象
の
「
テ
ク
ス
ト
外

の
、
読
者
の
知
識
上
の
レ
ベ
ル
」
の
特
徴
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
以
外
、
つ
ま
り
「
テ
ク
ス
ト
内
レ
ベ
ル
」
の
表
象
を
探
し
て
も
、

最
後
の
第
十
七
章
が
始
ま
る
ま
で
、
つ
ま
り
第
一
章
の
「
僕
」
の
語
り
が
再
び
現

れ
る
第
十
七
章
ま
で
、い
か
な
る
狂
気
の
表
象
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

河
童
国
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
第
二
の
〈
僕
〉
の
狂
気
、
あ
る
い
は

非
信
頼
性
を
示
す
表
象
は
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
テ
ク

ス
ト
は
、
河
童
国
が
実
在
す
る
か
否
か
と
い
う
点
を
別
に
す
れ
ば
、
言
語
的
に
正

し
い
、
内
容
的
に
論
理
的
で
矛
盾
な
し
の
、
狂
気
の
し
る
し
を
示
さ
な
い
文
章
で

あ
る
。〈
僕
〉
の
話
を
記
録
し
た
第
一
の
「
僕
」
が
、
外
枠
部
分
で
「
僕
は
か
う

云
ふ
彼
の
話
を
可
な
り
正
確
に
写
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
の
を
信
じ

る
限
り
、「
僕
」
が
〈
僕
〉
の
話
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
そ
の
文
体
と
内

容
の
矛
盾
を
直
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

第
十
七
章
の
半
ば
、
非
現
実
的
な
世
界
か
ら
日
常
世
界
に
戻
っ
た
後
の
話
に
な

る
と
き
か
ら
、
語
り
手
〈
僕
〉
の
狂
気
の
表
象
が
見
ら
れ
始
め
る
。
同
時
に
、
外

枠
の
「
僕
」
に
よ
る
「（　

）」
入
り
の
コ
メ
ン
ト
が
三
箇
所
あ
ら
わ
れ
、
語
り
手
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〈
僕
〉
の
狂
気
表
象
を
い
く
つ
か
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
内
容
的

な
特
徴
に
あ
た
る
、「
同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
語
る
二
人
の
語
り
手
の
語
り
が
矛

盾
し
て
い
る
」
と
い
う
例
と
し
て
、〈
僕
〉
が
机
の
上
に
花
束
が
の
っ
て
い
る
と

言
う
の
に
対
し
、「
僕
」
は
何
も
の
っ
て
い
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、〈
僕
〉

が
ト
ッ
ク
の
全
集
の
一
冊
と
呼
ん
で
い
る
本
は
、「
僕
」に
よ
れ
ば
電
話
帳
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、「
僕
」
の
コ
メ
ン
ト
と
の
対
立
の
み
に
よ
っ
て
狂
気
の
表
象
と
捉
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
狂
気
表
象
、「
間
違
っ
た
結
論
を
出
す
」
例

と
し
て
、
精
神
病
院
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
〈
僕
〉
が
理
解
で
き
な
い
点
、

河
童
国
へ
行
く
た
め
の
外
出
許
可
を
医
者
か
ら
も
ら
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ

て
い
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

第
十
七
章
に
は
、狂
気
の
形
式
的
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
も
一
点
見
ら
れ
る
。

「
我
々
人
間
に
も
い
つ
か
次
第
に
慣
れ
出
し
た
と
見
え
、
半
年
ば
か
り
た
つ
う
ち

に
ど
こ
へ
で
も
出
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。」
と
い
う
〈
僕
〉
の
言
葉
に
つ
い
て
、

岡
田
紀
恵
は
「
文
章
の
前
半
、「
我
々
人
間
に
も
い
つ
か
次
第
に
慣
れ
出
し
た
と

見
え
」
は
、〈
僕
〉
と
い
う
一
人
称
な
ら
「
人
間
に
も
い
つ
か
次
第
に
慣
れ
出
し
、」

と
す
べ
き
で
あ
る（
33
）」と
述
べ
て
い
る
。「
我
々
人
間
」と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は〈
僕
〉

に
よ
く
使
わ
れ
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
十
八
箇
所
に
現
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
河

童
世
界
の
中
の
人
間
と
い
う
立
場
か
ら
、「
彼
ら
河
童
」
に
対
立
し
て
使
わ
れ
た

表
現
で
あ
っ
た
。「
我
々
人
間
か
ら
見
れ
ば
」（
第
四
章
）、「
我
々
人
間
と
同
じ
」（
第

四
章
）、「
我
々
人
間
と
変
わ
り
ま
せ
ん
」（
第
五
章
）
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
、「
我
々

人
間
に
も
い
つ
か
次
第
に
慣
れ
出
し
た
と
見
え
」と
い
う
の
は
、人
間
世
界
に
戻
っ

た
〈
僕
〉
の
立
場
の
曖
昧
さ
を
あ
ら
わ
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
河
童
の
世

界
に
い
た
と
き
、
自
分
の
定
義
と
し
て
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
自
分

は
河
童
で
は
な
く
「
人
間
」
と
い
う
種
に
属
し
て
い
る
と
考
え
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、再
び
人
間
世
界
に
立
ち
戻
っ
て
み
れ
ば
、「
皮
膚
の
匂
」
の
き
つ
い
「
人
間
」

と
い
う
種
（
自
分
も
そ
こ
に
含
ま
れ
は
す
る
も
の
の
）
に
も
慣
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
表
現
は
は
っ
き
り
と
し
た
狂
気
の
表
象
と
は

言
え
な
い
も
の
の
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
な
く
し
た
不
安
の
し
る
し
、
狂
気
の

兆
候
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、〈
狂
人
〉
で
あ
る
と
さ
れ
る
〈
僕
〉
の
語
り
に
み
え
る
、
狂
気
の
表
象

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
数
を
〈
僕
〉
の
語
り
の
長
さ
と
比
較
し
て
考

え
る
と
、
非
常
に
少
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。〈
狂
人
〉
と
指
摘
さ
れ
た
人
物
が
、

登
場
人
物
の
多
い
、し
か
も
人
間
の
言
語
と
違
う
言
語
も
登
場
す
る
長
い
物
語
を
、

矛
盾
な
し
に
語
れ
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、〈
僕
〉の
語
り
は
、

〈
狂
人
〉
の
語
り
と
し
て
の
信
憑
性
（au

th
en

ticity

）
が
な
い
と
言
っ
て
も
い
い

だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、「
な
ぜ
テ
ク
ス
ト
で
〈
僕
〉
は
〈
狂
人
〉
と
設
定
さ
れ
て

い
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。「
２
．
研
究
方
法
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、

作
品
に
お
け
る
狂
気
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
う
る
か
と
い
う
問
い
は
、
作

品
に
お
け
る
狂
気
の
機
能
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。
次
項
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。

4
．
3
．『
河
童
』
に
お
け
る
狂
気
の
機
能

斉
藤
茂
吉
宛
書
簡
で
、
芥
川
は
「「
河
童
」
と
云
ふ
グ
ァ
リ
ヴ
ァ
の
旅
行
記
式

の
も
の
を
も
製
造
中
」（
一
九
二
七
年
二
月
二
日
）
と
述
べ
、『
河
童
』
を
寓
意
的

風
刺
小
説
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
に
擬
し
て
い
る
。『
河
童
』
の
寓
意
性
は
、

同
時
代
評
で
も
、
現
在
で
も
よ
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
作
に
そ
れ
が
見
出
さ
れ



芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉

九
九

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
関
す
る
小
林
洋
介
の
次
の
指
摘
は
注

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
従
来
の
研
究
〈
略
〉
が
小
説
「
河
童
」
を
「
寓
意
小
説
」

と
位
置
づ
け
た
と
き
、
そ
れ
は
、
作
者
・
芥
川
が
寓
意
と
し
て
河
童
の
国
の
物
語

を
仮
構
し
た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。〈
略
〉
だ
が
、
作
者
・
芥
川
は
、

河
童
の
国
の
物
語
を
仮
構
し
た
の
で
は
な
く
、河
童
の
国
の
物
語
を
仮
構
す
る〈
狂

人
〉
を
仮
構
し
た
の
で
あ
る
。
先
行
論
の
多
く
は
こ
の
違
い
を
軽
視
し
て
き
た
よ

う
に
思
わ
れ
る（
34
）」。「
グ
ァ
リ
ヴ
ァ
の
旅
行
記
式
」
と
芥
川
は
述
べ
て
い
る
が
、

『
河
童
』
は
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
と
違
い
、
外
枠
の
語
り
手
が
作
中
に
実
在

し
て
い
る
別
世
界
へ
の
旅
行
経
験
を
語
る
設
定
に
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
読

者
は
『
河
童
』
を
幻
想
小
説
で
は
な
く
、〈
狂
人
〉
の
妄
想
と
し
て
読
む
こ
と
に

な
る
。
前
章
で
引
用
し
た
「〈
筆
記
す
る
僕
〉
に
よ
っ
て
、「
僕
」
の
話
が
「
狂
人
」

の
妄
想
で
あ
る
と
い
う
枠
組
が
は
め
ら
れ
た
と
き
、『
河
童
』
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」と
い
う
酒
井
英
行
の
言
葉
も
こ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、〈
狂
人
〉
に
よ
る
妄
想
だ
と
し
て
も
、『
河
童
』
の
寓
意
性
は
疑
い

え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
寓
意
性
は
何
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

寓
意
の
定
義
が
「
他
の
物
事
に
か
こ
つ
け
て
、
そ
れ
と
な
く
あ
る
意
味
を
ほ
の
め

か
す
こ
と（
35
）」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、〈
狂
人
〉
で
あ
る
語
り
手
が
故
意
に
言
外

の
意
味
を
ほ
の
め
か
す
な
ど
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、〈
狂
人
〉
が
寓
意
的
な
話
を
す
る
と
い
う
『
河
童
』
の
設
定
は
芥

川
の
技
巧
上
の
欠
点
と
し
て
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し〈
僕
〉が〈
狂

人
〉
で
あ
る
こ
と
と
「
河
童
国
」
の
話
が
寓
意
性
を
持
つ
こ
と
を
次
の
よ
う
に
整

合
的
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
林
洋
介
は
、『
河
童
』

の
「
第
二
十
三
号
が
そ
う
し
て
妄
想
の
物
語
を
創
り
出
し
て
し
ま
う
〈
狂
気
〉
へ

と
追
い
や
ら
れ
た
原
因
は
、
彼
が
入
院
以
前
に
生
き
て
い
た
〈
健
常
者
〉
社
会
の

側
に
あ
る
の
だ（
36
）」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、〈
僕
〉
を
発
狂
さ
せ
た
人
間

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
ゆ
え
に
〈
僕
〉
は
発
狂
し
、
こ
の
発
狂
の
原
因
こ
そ
が

彼
に
「
河
童
国
」
と
い
う
〈
別
世
界
〉
を
生
み
出
さ
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、〈
僕
〉
の
話
す
「
河
童
国
」
の
中
に
人
間
社
会
の
寓
意
が
現
れ

る
の
は
、
彼
を
追
い
詰
め
た
人
間
社
会
が
「
河
童
国
」
に
投
影
さ
れ
て
い
る
た
め

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、〈
僕
〉
は
自
ら
意
図
せ
ず

に
寓
意
的
物
語
を
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、『
河
童
』
に
お
け
る
狂
気
は
「
２
．
研
究
方
法
」
で
紹
介
し
た
「
狂
気

の
機
能
」
の
ど
れ
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
林
が
、「
現
代
社
会
の
〈
狂
気
性
〉

に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
人
間
を
本
物
の
〈
狂
気
〉
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
う
危
険

を
孕
ん
で
い
る（
37
）」
と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
本
質
と
し
て

の
狂
気
」
中
の
「
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
確
か
に
、
河
童
国
の
話
を
通
じ
て
現
代
社
会
の
産
物
で
あ
る
宗
教
、

芸
術
、
経
済
な
ど
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
産
ま
れ
る

前
の
河
童
の
胎
児
が
「
僕
は
生
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
僕
の
お
父
さ
ん
の

遺
伝
は
精
神
病
だ
け
で
も
大
へ
ん
で
す
。
そ
の
上
僕
は
河
童
的
存
在
を
悪
い
と
信

じ
て
ゐ
ま
す
か
ら
。」
と
言
う
の
は
、
伊
藤
一
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
明
批

判
と
し
て
よ
り
も
〈
僕
〉
の
人
間
存
在
に
対
す
る
嫌
悪
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

〈
僕
〉
は
、
遺
伝
な
ど
の
先
天
的
要
素
や
、
人
間
社
会
の
醜
悪
さ
が
原
因
で
、
狂

気
に
陥
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、逃
げ
こ
ん
だ
は
ず
の
妄
想
の
世
界
に
あ
っ
て
も
、

「
僕
は
〈
略
〉
だ
ん
だ
ん
こ
の
国
に
ゐ
る
こ
と
も
憂
鬱
に
な
つ
て
来
ま
し
た
か
ら
、

ど
う
か
我
々
人
間
の
国
へ
帰
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
ひ
ま
し
た
」
と
、
つ
い
に
落



サ
ボ
ー
・
ジ
ュ
ジ
ャ
ン
ナ

一
〇
〇

ち
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
『
河
童
』
に
お
け
る
狂
気
の

機
能
は
、「
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

で
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

5
．『
二
つ
の
手
紙
』と『
河
童
』に
お
け
る
狂
気
の
共
通
性
と
差
異

本
稿
で
は
、
芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉
の
二
作
、『
二
つ
の
手
紙
』

と
『
河
童
』
に
お
け
る
狂
気
の
分
析
を
試
み
て
き
た
。

最
後
に
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
狂
気
の
観
点
か
ら

考
え
て
み
た
い
。
共
通
点
の
第
一
は
作
品
の
構
造
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
人
称
の

語
り
手
が
二
人
お
り
、
外
枠
の
語
り
手
が
〈
正
常
者
〉、
内
枠
の
語
り
手
が
〈
狂

人
＝
異
常
者
〉
と
い
う
枠
物
語
形
式
を
と
っ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
加
え

て
、
外
枠
の
語
り
手
の
情
報
が
な
く
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
隠
し
た
「
透
明
」

な
語
り
手
で
あ
る
点
も
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
外
枠
の
機
能
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

て
い
る
。『
二
つ
の
手
紙
』
で
は
、
外
枠
の
語
り
手
〈
予
〉
は
編
集
さ
れ
た
手
紙

を
公
開
す
る
よ
う
な
信
頼
性
の
疑
わ
し
い
〈
正
常
者
〉
だ
っ
た
が
、〈
狂
人
〉
の

話
を
正
確
に
写
し
て
い
る
と
い
う
『
河
童
』
の
外
枠
の
「
僕
」
は
、『
二
つ
の
手
紙
』

の
〈
予
〉
よ
り
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
河
童
』
で
「
僕
」

は
、
冒
頭
で
河
童
国
に
つ
い
て
語
る
も
う
一
人
の
語
り
手
〈
僕
〉
を
精
神
病
院
の

患
者
だ
と
示
し
、さ
ら
に
末
尾
で
は
「（ 

）」
に
入
れ
た
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
〈
僕
〉

の
発
言
と
対
立
す
る
こ
と
を
述
べ
、〈
僕
〉
が
〈
狂
人
〉
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。

『
二
つ
の
手
紙
』と『
河
童
』に
お
け
る
狂
気
を
プ
ロ
ッ
ト
の
面
か
ら
考
え
る
と
、

両
者
に
は
む
し
ろ
相
違
点
が
目
立
つ
。『
二
つ
の
手
紙
』
に
つ
い
て
畑
中
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
妻
は
自
分
だ
け
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
信
念
を
拠
り
所

と
す
る
《
佐
々
木
》
は
、
あ
の
後
ろ
姿
は
自
分
で
あ
る
、
と
認
識
し
た
。
つ
ま
り

「
妻
の
傍
ら
で
愛
さ
れ
る
の
は
自
分
だ
」
と
い
う
命
題
を
揺
る
が
さ
ず
に
す
む
よ

う
、
彼
は
無
意
識
の
う
ち
に
、「
自
分
は
同
時
に
二
地
点
に
は
存
在
で
き
な
い
」

と
い
う
命
題
の
方
を
揺
る
が
し
、
そ
こ
に
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
い
う
説
明
原
理

を
導
入
す
る（
38
）」。
つ
ま
り
、
佐
々
木
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
話
を
作
る
の
は
、

理
解
で
き
な
い
現
象
を
説
明
で
き
る
理
由
を
探
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と

は
異
な
り
、『
河
童
』
の
「
河
童
国
」
の
話
は
、
特
定
の
あ
る
現
象
を
説
明
す
る

た
め
の
話
で
は
な
く
、
人
間
世
界
と
は
場
所
や
規
則
、
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
ま
で

離
れ
て
い
る
別
世
界
の
妄
想
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
妄
想
の
仮
構
機
構
は

L
ars B

ern
aerts

が
区
別
す
る
二
種
類
の
〈
狂
人
〉
の
語
り
手
、
す
な
わ
ち
「
理

由
付
け
す
る
狂
人
」（fo

u　

raiso
n

n
an

t

）
と
「
妄
想
す
る
狂
人
」（fo

u　

im
agin

an
t

）
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
だ
ろ
う（
39
）。B

ern
aerts

は
文
学
作
品
に

お
け
る
こ
の
二
種
類
の〈
狂
人
の
語
り
手
〉を
フ
ロ
イ
ト
の「
神
経
症
」（neurosis

）

と
「
精
神
病
」（psychosis

）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
関
連
さ
せ
て
も
い
る
。

一
方
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
狂
気
の
表
象
と
い
う
面
で
は
、
両
者
は
類
似
し
て

い
る
。
こ
れ
を
、
本
稿
で
示
し
た
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
「
パ
ラ
テ
ク

ス
ト
レ
ベ
ル
」・「
テ
ク
ス
ト
内
レ
ベ
ル
」・「
テ
ク
ス
ト
外
の
、
読
者
の
知
識
上
の

レ
ベ
ル
」
か
ら
分
析
す
る
と
、
共
通
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
い
ず
れ

も
「
テ
ク
ス
ト
内
の
レ
ベ
ル
」
の
形
式
的
特
徴
（
語
彙
的
、
文
章
的
、
談
話
的
異

常
）
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、『
二
つ
の
手
紙
』

の
語
り
に
お
け
る
狂
気
の
表
象
は
『
河
童
』
の
語
り
に
お
け
る
表
象
よ
り
も
は
る



芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉

一
〇
一

か
に
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、『
二
つ
の
手
紙
』
の
語
り
手
が
、『
河
童
』
の
よ

う
に
最
初
か
ら
〈
狂
人
〉
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。『
二

つ
の
手
紙
』
で
は
、
語
り
手
を
〈
狂
人
〉
で
あ
る
と
読
者
に
自
ら
判
断
さ
せ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
狂
気
の
表
象
は
多
く
示
さ
れ
、
読
者
に
判
断
材
料
を
提

供
し
て
い
る
。
一
方
、『
河
童
』
の
場
合
は
、
最
初
か
ら
語
り
手
が
〈
狂
人
〉
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
読
者
に
わ
ざ
わ
ざ
気
づ
か
せ
る
必
要
が
な
い
。
な

お
、
二
つ
の
小
説
の
い
ず
れ
に
も
、〈
狂
人
語
り
〉
の
形
式
的
特
徴
で
あ
る
支
離

滅
裂
さ
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
〈
狂
人
語
り
〉
と
し

て
の
信
憑
性
（authenticity

）
を
か
え
っ
て
低
め
る
も
の
で
あ
る
。

狂
気
の
機
能
に
関
し
て
は
、「
2.
研
究
方
法
」
で
述
べ
た
「
本
質
と
し
て
の
狂
気
」

の
「
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
い
ず
れ
の
テ
ク
ス
ト
で
も
中
心
的
と
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
、『
河
童
』
の
場
合
は
そ
れ
と
同
時
に
「
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
も
強

く
見
て
取
れ
、
人
間
存
在
の
根
本
的
問
題
で
あ
る
遺
伝
や
社
会
の
醜
悪
さ
か
ら
、

狂
気
に
よ
っ
て
自
分
が
作
っ
た
妄
想
世
界
に
逃
避
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
妄

想
世
界
で
も
憂
鬱
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
ま
さ
に
逃
げ
場
の
な
い
絶
望
が
描

か
れ
て
い
る
。『
二
つ
の
手
紙
』
の
場
合
も
、「
私
」
が
、
浮
気
さ
れ
た
と
い
う
事

実
か
ら
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
よ
る
説
明
と
い
う
狂
気
に
逃
げ
込
む
こ
と
が
次
第

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
が
、
中
心
は
こ
こ
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。「
私
」
の

心
の
動
き
が
も
っ
と
も
深
く
表
現
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
手
紙
の
続
き
が
、〈
予
〉

に
よ
っ
て
「
殆
意
味
を
な
さ
な
い
、
哲
学
じ
み
た
事
」
で
「
不
必
要
」
だ
と
さ
れ

省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
狂
気
の
中
心
的
な
機
能

は
、
精
神
異
常
の
解
明
に
焦
点
を
置
く
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
本
作
に
お

け
る
狂
気
の
機
能
は
、
3
．
3
．
で
述
べ
た
よ
う
に
、
狂
気
に
よ
っ
て
読
者
の
判

断
の
相
対
性
が
提
示
さ
れ
、
読
者
も
含
む
「
正
常
者
」
の
社
会
に
揺
さ
ぶ
り
を
か

け
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
時
代
評
価
が
低
い
と
い
う
点
で
も
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
共
通
し
て

い
る
。
私
見
で
は
、
こ
れ
は
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
狂
気
の
機
能
に
批
評
家

た
ち
が
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生

じ
た
の
か
、同
時
代
の
他
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
評
価
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

（
1
） 

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
以
降
「
一
人
称
語
り
」
や
「
三
人
称
語
り
」
と
い
う
一
般
に
用
い
ら

れ
て
い
る
用
語
が
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、

本
稿
で
は
物
語
論
に
重
心
を
置
か
な
い
の
で
考
慮
し
な
い
。

（
2
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史 : 

古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
』、 

田
村
俶
訳
、

新
潮
社
、
一
九
七
五
年
二
月
。

（
3
） 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ジ
『
小
説
の
技
巧
』、
柴
田
元
幸
・
斎
藤
兆
史
訳
、
白
水
社
、

一
九
九
七
年
六
月
。

（
4
） 

フ
レ
ー
ム
（fram

e

・
枠
）　

現
実
の
諸
々
の
相
を
表
わ
し
、
そ
の
諸
々
の
相
の
認

識
や
理
解
を
可
能
と
す
る
相
互
に
関
連
す
る
知
的
デ
ー
タ
の
集
合
（M

in
sk

y

）。
例

え
ば
、「
レ
ス
ト
ラ
ン
」
と
い
う
枠
は
、レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
も
の
が
典
型
的
に
持
っ

て
い
る
構
成
部
分
や
機
能
に
関
わ
る
知
識
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
よ
り
一
般

的
に
は
、
物
語
（narrative

）
を
、
現
実
の
あ
る
種
の
組
織
化
や
認
識
化
を
許
す
枠

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
リ
ン
ス
『
物
語
論
辞
典
』（
増
補
版
）

松
拍
社
、
一
九
九
七
年
七
月
。

（
5
） 

以
下
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、一
九
九
五
年
一
二
月
）
に
よ
り
、

常
用
漢
字
を
用
い
て
引
用
し
た
。



サ
ボ
ー
・
ジ
ュ
ジ
ャ
ン
ナ

一
〇
二

（
6
） 

小
堀
桂
一
郎
「
諸
国
物
語
と
芥
川

―
『
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
』

と
『
二
つ
の
手
紙
』
―
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
巻
一
五
巻
一
五
号
、

学
灯
社
、
一
九
七
〇
年
一
一
月
）
参
照
。

（
7
） 
今
野
喜
和
人
「
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
の
世
界 

―
ク
ロ
ウ
夫
人
『
自
然

の
夜
の
側
面
』
の
寄
与

―
」（『
人
文
論
集
』
第
四
八
巻
二
号
、
静
岡
大
学
、

一
九
九
七
年
一
月
）
参
照
。

（
8
） 

注
7
参
照
。

（
9
） 

西
村
早
百
合「
芥
川
竜
之
介『
二
つ
の
手
紙
』の
意
義

―D
oppelgaenger

を
巡
っ

て

―
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
第
三
七
巻
三
号
、
関
西
学
院
大
学
、
一
九
八
五
年

一
〇
月
）。

（
10
） 

海
老
井
英
次
「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
陥
穽

―
精
神
病
理
学
的
研
究
の
必
要
性
・

『
二
つ
の
手
紙
』『
影
』

―
」（『
国
文
学 
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
一
巻
五
号
、

一
九
九
六
年
四
月
）。

（
11
） 

西
山
康
一　
「〈
狂
気
〉
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
リ
ズ
ム 
― 
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」

に
お
け
る
公
開
形
式
の
意
味

―
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
』
第
一
巻
、
芥
川

龍
之
介
研
究
年
誌
の
会
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

（
12
） 

注
3
参
照
。

（
13
） 

A
LT

M
A

N
, Janet G

urkin E
p
is

to
la

r
ity

: a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
 to

 a
 fo

r
m

, O
hio State 

U
niversity P

ress, 1982.

（
14
） 

小
堀
桂
一
郎
「
諸
国
物
語
と
芥
川
『
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
』

と
『
二
つ
の
手
紙
』」『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
一
五
巻
一
五
号
、学
灯
社
、

一
九
七
〇
年
一
一
月
。

（
15
） 

渡
邉
正
彦
『
近
代
文
学
の
分
身
像
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
二
月
。

（
16
） 

『
世
界
文
学
事
典
』、
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
二
月
。

（
17
） 

「
等
質
物
語
世
界
的
語
り
手
」と
い
う
の
は「
自
ら
示
す
る
物
語
世
界
の
一
部
に
な
っ

て
い
る
語
り
手
。
報
告
す
る
状
況
・
事
象
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
語
り
手
。」で
あ
る
。

（
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
リ
ン
ス
『
物
語
論
辞
典
』、
遠
藤
健
一
訳
、
松
柏
社
、
一
九
九
一

年
五
月
）

（
18
） 

本
書
は
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
会
報
『
心
疾
者
の
救
護
』
の
別
刷
と
し
て
発
行
。

こ
の
資
料
に
関
し
て
は
前
掲
注
10
の
西
山
論
文
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
19
） 

注
7
参
照
。

（
20
） 

畑
中
佳
恵
「
読
者
の
席
を
考
え
る

―
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
と
関
わ
る

た
め
に

―
」（『
九
大
日
文
』
一
、二
〇
〇
二
年
七
月
）。　

（
21
） 

大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
章
第
二
六
条
に
「
日
本
臣
民
ハ
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
場
合
ヲ

除
ク
外
信
書
ノ
秘
密
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
あ
る
。　

（
22
） 

注
9
参
照

（
23
） 

以
下
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
に

よ
り
、
常
用
漢
字
を
用
い
て
引
用
し
た
。

（
24
） 

上
田
真
「
小
説
「
河
童
」
の
内
在
的
意
味
」（
吉
田
精
一
・
武
田
勝
彦
・
鶴
田
欣
也

編　
『
芥
川
文
学 

― 

海
外
評
価
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
年
六
月
）。

（
25
） 

平
岡
敏
夫
「「
河
童
」
の
構
造
」（『
芥
川
龍
之
介
―
抒
情
の
美
学
―
』
大
修
館
書
店
、

一
九
八
二
年
一
一
月
）。

（
26
） 

酒
井
英
行
「「
河
童
」
の
構
造
」（『
ア
プ
ロ
ー
チ
芥
川
龍
之
介
』
関
口
安
義
編
、
明

治
書
院
、
一
九
九
二
年
五
月
）。

（
27
） 

関
口
安
義
「「
河
童
」
を
読
む

―
龍
之
介
の
生
存
へ
の
問
い
か
け

―
」（『
都
留

文
科
大
学
研
究
紀
要
』
七
〇
、二
〇
〇
九
年
十
月
）。

（
28
） 

陳
政
君
「
芥
川
龍
之
介
の
「
河
童
」
に
み
る
「
狂
気
」」（『
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』

一
一
、二
〇
一
〇
年
三
月
）。

（
29
） 

嶌
田
明
子
は「「
河
童
」論

―
も
う
一
つ
の
物
語

―
」（『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』

二
九
、一
九
九
六
年
三
月
）。

（
30
） 

松
本
常
彦
「「
河
童
」
論

―
翻
訳
さ
れ
な
い
狂
気
と
し
て
の

―
」（『
日
本
近
代

文
学
』
五
六
、一
九
九
七
年
五
月
）。

（
31
） 
小
林
洋
介
「
方
法
と
し
て
の
〈
狂
人
の
一
人
称
語
り
〉

―
芥
川
龍
之
介
「
河
童
」

―
」（『〈
狂
気
〉
と
〈
無
意
識
〉
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
―
戦
間
期
文
学
の
一
断
面
』
笠

間
書
院
、
二
〇
一
三
年
二
月
）。

（
32
） 

注
26
。



芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
人
語
り
小
説
〉

一
〇
三

（
33
） 

岡
田
紀
恵
「
芥
川
龍
之
介
「
河
童
」
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
樟
蔭
国
文
学
』

三
三
、一
九
九
六
年
三
月
）。

（
34
） 
注
31
参
照
。　

（
35
） 
『
広
辞
苑
』
第
五
版
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
一
一
月
）。

（
36
） 

注
31
参
照
。

（
37
） 

注
31
参
照
。

（
38
） 

注
20
参
照

（
39
） 

B
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ars U
n　

fo
u　

r
a

i
s
o
n

n
a

n
t e

t i
m

a
g
i
n

a
n

t: m
a

d
n

e
s
s
, 

u
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r
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A
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T
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N
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G
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