
「
無
記
名
の
存
在
」
を
め
ぐ
っ
て

―
―
澁
澤
龍
彥
「
撲
滅
の
賦
」
論
―
―

大

塚

祐

未

一

は
じ
め
に

澁
澤
龍
彥
は
一
九
五
四
年
八
月
に
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
『
大
胯
び
ら
き
』

（
白
水
社
）
を
刊
行
し
文
壇
に
登
場
す
る
。「
撲
滅
の
賦
」
は
そ
の
翌
年
一

九
五
五
年
七
月
に
澁
澤
自
身
が
主
催
す
る
同
人
誌
「
ジ
ャ
ン
ル
」
に
発
表
さ

れ
た
小
説
で
あ
る
。
発
表
後
こ
の
作
品
は
存
在
す
ら
忘
れ
去
ら
れ
、
筆
者
自

身
に
よ
っ
て
も
黙
殺
さ
れ
る
と
い
う
年
月
を
経
て
、
澁
澤
の
死
後
「
海
燕
」

（
一
九
八
七
・
一
〇
）
に
再
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
「
撲
滅
の
賦
」
は
一
九

八
八
年
に
同
じ
く
単
行
本
未
収
録
で
あ
っ
た
、「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」（
同

人
誌
「
未
定
」
三
号
（
一
九
五
六
・
五
）
発
表
）、「
錬
金
術
的
コ
ン
ト
」（
同

人
誌
「
ア
ル
ビ
レ
オ
」
第
三
二
号
（
一
九
五
九
・
九
）
発
表
）
と
共
に
一
九

八
八
年
五
月
に
福
武
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋

骨
』
に
収
録
さ
れ
、
全
集
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

「
撲
滅
の
賦
」
が
執
筆
さ
れ
た
背
景
、
典
拠
と
な
っ
た
作
品
や
本
作
品
の

解
説
を
詳
し
く
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
巌
谷
國
士
「「
旅
」
の
は
じ
ま
り
」

（
巌
谷
國
士
『
澁
澤
龍
彥
考
』
河
出
書
房
新
社

一
九
九
〇
・
二
）
が
最
初

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
撲
滅
の
賦
」
が
発
表
さ
れ
た
雑
誌
「
ジ
ャ
ン

ル
」
は
創
刊
号
だ
け
で
終
わ
っ
た
同
人
誌
で
、「
発
行
元
は
鎌
倉
市
小
町
の

澁
澤
龍
彥
方
」
と
し
て
同
人
も
大
半
が
当
時
鎌
倉
に
い
た
澁
澤
と
同
世
代
の

詩
人
、
作
家
、
学
者
で
構
成
さ
れ
た
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
巌
谷
は
こ
の
雑
誌
の
編
集
後
記
で
澁
澤
が
青
年
ら
し
い
文
章
で

創
刊
の
宣
言
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
そ
の
も
の
は

「
ど
こ
か
す
で
に
高
次
の
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
」
作
品
だ
っ
た
と
評
し
て
い

る
。巌

谷
は
本
作
品
の
「
当
時
の
澁
澤
龍
彥
青
年
の
、
鎌
倉
と
い
う
小
世
界
内

で
の
感
情
生
活
を
描
い
て
い
る
」
面
や
「
語
り
口
の
驚
く
ほ
ど
の
熟
達
ぶ

り
」
に
注
目
す
る
一
方
で
、「
撲
滅
の
賦
」
に
表
現
さ
れ
た
「
一
見
い
わ
れ

の
な
い
「
不
安
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
強
引
に
形
象
化
し
お
お
せ
て

い
る
思
考
の
過
程
」
を
最
も
興
味
深
い
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
一
篇
の

始
ま
り
は
美
奈
子
と
の
情
事
で
あ
る
が
、
こ
の
情
事
を
外
か
ら
見
つ
め
る
大

き
な
眼
の
よ
う
な
硝
子
鉢
と
魚
の
存
在
を
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
か
ら
巌
谷

は
こ
の
作
品
は
「
情
事
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
魚
あ
る
い
は
そ
の
小
宇

宙
的
な
棲
処
と
し
て
の
硝
子
鉢
と
、「
私
」
と
の
あ
い
だ
の
格
闘
の
物
語
で
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も
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

こ
の
作
品
は
美
奈
子
と
「
私
」
と
金
魚
の
あ
い
だ
の
不
可
思
議
な
三
角
関

係
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
か
ら
魚
に
畏
敬
の
念
を
抱
き
、
金
魚
へ

の
「
言
お
う
よ
う
の
な
い
劣
等
感
」
に
苦
悩
し
て
い
た
「
私
」
は
自
己
の
存

在
理
由
を
疑
い
は
じ
め
る
。
魚
に
は
「
目
ぶ
た
が
な
い
」
と
い
う
一
事
が
圧

倒
的
な
重
み
を
も
っ
て
「
私
」
の
心
理
を
揺
り
動
か
す
の
で
あ
る
。
瞼
を
持

た
な
い
魚
は
内
部
に
闇
を
持
た
ず
、
そ
れ
は
意
識
を
持
た
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
意
識
を
持
た
な
い
魚
の
眼
が
「
そ
れ
自
身
の
生
命
の
場
で
あ

る
一
個
の
天
体
の
よ
う
な
金
魚
鉢
に
同
化
し
て
、
こ
ち
ら
を
見
つ
づ
け
て
い

る
と
い
っ
た
状
況
が
、「
私
」
の
意
識
に
と
っ
て
は
「
不
安
」」
の
種
に
な
る

の
だ
と
巌
谷
は
言
及
す
る
。

ま
た
こ
の
文
章
で
は
「
撲
滅
の
賦
」
が
「
古
今
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
典

拠
を
も
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
、
石
川
淳
の
文
体
や
、
コ
ク
ト
ー
そ
の
他
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
作
家
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
本
文
で
重
要
な

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
金
魚
や
金
魚
鉢
の
典
拠
が
埴
谷
雄
高
の
短
編
小
説

「
意
識
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、「
金
魚
と
金
魚
鉢
の
眼
の
よ
び
お

こ
す
「
撲
滅
の
賦
」
の
「
私
」
の
不
安
は
、
澁
澤
龍
彥
が
二
十
歳
の
と
き
に

読
ん
だ
と
い
う
こ
の
「
意
識
」
の
延
長
上
に
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

巌
谷
は
「
意
識
」
を
「
人
間
の
意
識
の
眼
を
媒
介
と
し
て
探
っ
た
刺
戟
的

な
小
説
だ
っ
た
」
と
評
価
す
る
。眼
を
閉
じ
た
時
の
闇
に
直
面
し
た
「
意
識
」

の
主
人
公
は
、
瞼
を
強
く
押
し
つ
づ
け
る
と
い
う
奇
妙
な
実
験
を
す
る
。
す

る
と
彼
は
瞼
の
裏
の
闇
の
中
に
ほ
の
白
い
光
を
見
る
。
彼
は
こ
の
光
を
「
暗

い
闇
の
奥
か
ら
自
発
し
て
く
る
光
」
と
し
、
こ
れ
を
意
識
と
名
づ
け
る
。
そ

し
て
主
人
公
は
あ
る
娼
婦
の
部
屋
の
大
き
な
金
魚
鉢
を
見
、
そ
の
中
の
瞼
を

持
た
な
い
金
魚
が
眼
を
開
け
た
ま
ま
眠
っ
て
い
る
の
を
目
に
し
て
思
う
。

も
し
そ
の
内
部
に
闇
と
光
を
た
た
え
る
瞼
の
蓋
が
な
け
れ
ば
、
恐
ら

く
こ
の
私
の
意
識
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
は
あ
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
。
そ
の
蓋
が
な
け
れ
ば
、
そ

れ
は
つ
ね
に
外
界
を
映
し
つ
づ
け
て
い
る
金
魚
の
意
識
と
そ
っ
く
り
そ

の
ま
ま
同
じ
だ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
「
金
魚
の
意
識
な
ら
ぬ
意
識
」
と
向
き
合
う
う
ち
に
澁
澤
龍
彥
は
、

自
分
は
人
間
な
の
か
、魚
な
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
り
、

「
自
若
と
し
て
魚
で
あ
り
つ
づ
け
る
金
魚
へ
の
「
嫉
妬
」
の
念
か
ら
、
そ
の

「
撲
滅
」
を
構
想
す
る
。
巌
谷
は
こ
の
金
魚
の
「
撲
滅
」
を
「
美
奈
子
に

よ
っ
て
す
で
に
外
界
に
と
ら
え
ら
れ
、
内
部
の
自
発
す
る
光
な
ど
で
は
あ
り

え
な
く
な
っ
た
「
私
」
の
意
識
が
、
小
宇
宙
の
な
か
か
ら
外
界
を
睨
む
金
魚

の
意
識
な
ら
ぬ
意
識
と
闘
っ
て
い
る
過
程
」
と
解
釈
す
る
。

ま
た
埴
谷
雄
高
の
引
い
た
ヘ
ッ
ケ
ル
の
系
統
樹
は
「
撲
滅
の
賦
」
で
は

「
時
間
軸
」
を
意
味
す
る
宇
宙
樹
イ
グ
ド
ラ
ジ
イ
ル
と
し
て
表
れ
る
。
ま
た

澁
澤
龍
彥
の
分
身
を
連
想
さ
せ
る
少
年
タ
っ
ち
ゃ
ん
に
大
ザ
リ
ガ
ニ
を
採
ら

せ
る
な
ど
、
作
品
の
細
部
に
渡
り
「
か
な
り
複
雑
な
寓
意
」
が
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
主
を
失
っ
た
金
魚
鉢
は
そ
の
も
の
が
、
前
よ

り
大
き
な
「
偏
在
す
る
眼
」
と
な
っ
て
「
私
」
を
睨
み
は
じ
め
る
。
巌
谷
は

埴
谷
雄
高
の
「
意
識
」
と
澁
澤
龍
彥
の
「
撲
滅
の
賦
」
の
金
魚
鉢
と
の
向
き

合
い
方
の
差
異
と
し
て
、
埴
谷
の
意
識
は
金
魚
鉢
の
内
部
に
留
ま
り
つ
づ
け

る
の
に
対
し
、
澁
澤
は
「
金
魚
鉢
と
い
う
外
部
を
膨
張
さ
せ
て
ゆ
く
」
点
を

挙
げ
て
い
る
。

本
文
の
末
尾
括
弧
内
の
「
実
は
こ
の
お
話
は
此
処
か
ら
始
ま
っ
て
も
よ
い
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わ
け
な
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
幾
ら
書
い
て
も
切
り
が
な
さ
そ
う
な
の
で
」

と
い
う
箇
所
が
金
魚
鉢
と
い
う
外
界
の
膨
張
を
「
暗
示
的
」
に
示
し
て
い
る

と
い
う
。
巌
谷
は
こ
の
点
に
関
し
、「
澁
澤
龍
彥
は
ふ
く
れ
あ
が
る
外
界
の

物
、
形
、
イ
メ
ー
ジ
を
見
す
え
、
写
し
と
ろ
う
と
し
は
じ
め
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
に
こ
そ
な
に
か
「
出
発
」
が
予
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。」
と
作
者
の
出
発
点
を
見
出
す
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

巌
谷
は
「
撲
滅
の
賦
」
の
典
拠
が
埴
谷
雄
高
の
「
意
識
」
で
あ
る
根
拠
と

し
て
、
一
九
七
九
年
に
『
埴
谷
雄
高
作
品
集
・
第
一
二
巻
』（
河
出
書
房
新

社

一
九
七
八
・
十
一
）
の
解
説
と
し
て
書
か
れ
た
澁
澤
の
エ
ッ
セ
ー
を
挙

げ
る
。
エ
ッ
セ
ー
の
題
名
も
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
と
あ
り
、
作
者
自
身

が
「
撲
滅
の
賦
」
の
先
例
を
ほ
の
め
か
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
私
は
初
読
の
と
き
、
こ
の
娼
婦
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
、
夜
、

ひ
っ
そ
り
と
置
か
れ
た
金
魚
鉢
の
な
か
の
金
魚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
、

な
に
か
深
淵
に
吸
い
こ
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
感
銘
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ

る
。（
中
略
）
こ
の
魚
類
に
は
瞼
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
水
中
で
い
つ

も
眼
を
ひ
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
―
―
こ
の
一
事
を
う
ま
く
小
説

の
な
か
に
導
入
し
、
小
説
の
な
か
で
生
か
し
て
い
る
こ
と
が
、
お
そ
ら

く
短
編
『
意
識
』
を
成
功
せ
し
め
た
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
と
私
は
考

え
る
。

こ
の
記
述
か
ら
巌
谷
は
、「
撲
滅
の
賦
」
を
執
筆
当
時
二
十
六
歳
だ
っ
た

澁
澤
龍
彥
も
埴
谷
雄
高
の
先
例
を
小
説
の
中
で
う
ま
く
生
か
し
、「
意
識
」

と
は
全
く
別
の
情
事
の
物
語
に
導
入
す
る
こ
と
で
「
撲
滅
の
賦
」
を
成
功
せ

し
め
た
と
し
て
い
る
。
魚
の
眼
や
水
槽
の
モ
チ
ー
フ
は
澁
澤
の
小
説
作
品
の

様
々
な
箇
所
に
表
れ
る
。「「
旅
」
の
は
じ
ま
り
」
の
中
で
は
「
犬
狼
都
市
」、

「
魚
鱗
記
」
で
魚
の
睡
眠
や
、「
女
と
男
の
物
語
に
お
い
て
、
女
は
魚
の
側

に
つ
く
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
以

降
の
作
品
と
比
較
し
て
「
撲
滅
の
賦
」
は
「
澁
澤
龍
彥
の
作
品
に
は
き
わ
め

て
め
ず
ら
し
い
、
情
念
の
発
露
が
見
ら
れ
た
」
作
品
と
評
さ
れ
「
美
奈
子
と

の
関
係
に
よ
っ
て
か
き
た
て
ら
れ
た
意
識
の
「
不
安
」
と
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
危
機
の
告
白
が
、
な
に
や
ら
鮮
烈
に
、
長
い
「
旅
」
の
は
じ
ま
り

を
画
し
」
た
作
品
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
巌
谷
國
士
の
言
及
を
引
き
継
い
だ
先
行
研
究
と
し
て
、「
撲
滅
の

賦
」
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
吉
崎
裕
子
「
澁
澤
龍
彥
論
（
�
）

―
―
初
期
小
説
に
お
け
る
「
空
虚
」
の
問
題
を
中
心
に
―
―
」（「
群
馬
県
立

女
子
大
学
国
文
学
研
究
」
第
一
〇
号

一
九
九
〇
・
三
）
と
安
西
晋
二
「
澁

澤
龍
彥
「
撲
滅
の
賦
」
論
―
―
見
る
・
見
ら
れ
る
と
い
う
自
意
識
―
―
」

（「
国
文
鶴
見
」
第
三
九
号

二
〇
〇
五
・
三
）、
千
野
帽
子
「
神
話
な
ん
て

嘘
っ
ぱ
ち
。
―
―
澁
澤
龍
彥
の
初
期
小
説
」（「
ユ
リ
イ
カ
」
青
土
社

二
〇

〇
七
・
八
）
が
あ
る
。

吉
崎
裕
子
は
巌
谷
國
士
の
「
撲
滅
の
賦
」
が
埴
谷
雄
高
の
短
編
小
説
「
意

識
」
を
換
骨
奪
胎
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
言
及
を
受
け
、「
意
識
」
と
「
撲

滅
の
賦
」
に
お
け
る
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
と
い
う
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ

の
比
較
を
行
う
。
そ
し
て
澁
澤
の
初
期
小
説
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
と
共

通
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
本
作
品
の
「
空
虚
」
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
、「「
撲

滅
の
賦
」
の
主
人
公
の
不
安
の
情
念
は
、
対
立
の
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら
も
自

ら
認
知
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
空
虚
」
の
世
界
観
と
、
現
実
の
彼
の
意
識

と
の
隔
た
り
を
前
に
そ
れ
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
激
し

く
揺
れ
動
く
彼
自
身
の
反
映
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
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ま
た
安
西
晋
二
は
「
撲
滅
の
賦
」
に
お
け
る
〈
私
〉、
美
奈
子
、〈
白
々
し

い
眼
〉
の
見
る
・
見
ら
れ
る
と
い
う
関
係
に
注
目
し
、「
自
分
自
身
の
存
在

を
意
識
す
る
眼
差
し
で
あ
る
〈
私
〉
の
自
意
識
が
〈
白
々
し
い
眼
〉
を
生
み

出
し
て
い
た
の
だ
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
「
物
語
の
結
部
に
到
り
絶
対

的
な
自
己
の
空
間
が
創
ら
れ
て
も
、
そ
れ
よ
り
巨
大
且
つ
強
固
な
〈
眼
〉
が

現
れ
る
の
は
、〈
私
〉
の
自
意
識
が
そ
の
内
部
に
留
ま
り
き
れ
な
い
か
ら
」

と
し
、「「
撲
滅
の
賦
」
は
、
い
わ
ば
、
肥
大
化
す
る
自
意
識
を
〈
私
〉
自
身

が
見
つ
め
て
い
く
物
語
と
解
せ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。

先
行
例
に
関
し
て
は
、
巌
谷
の
文
章
か
ら
埴
谷
雄
高
の
「
意
識
」
が
「
撲

滅
の
賦
」
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て

千
野
帽
子
は
澁
澤
龍
彥
の
初
期
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
と
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋

骨
」
の
先
行
例
は
安
部
公
房
の
『
壁
』
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
千
野
は

両
作
品
の
共
通
点
に
関
し
、「
四
歳
違
い
に
ふ
た
り
の
作
家
の
若
き
日
の
小

説
に
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
時
代
の
空
気
の
一
側
面
」
が
見
ら
れ
る
と
し
て

い
る
。

ま
た
「
撲
滅
の
賦
」
の
美
奈
子
の
「
神
話
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
」
と
い
う
言

葉
や
、「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
の
少
女
の
「
だ
っ
て
、
あ
れ
は
童
話
だ
も

の
」
と
い
う
神
話
や
童
話
を
否
定
す
る
台
詞
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
両
作

品
は
「
神
話
や
詩
に
よ
っ
て
世
界
を
変
革
し
よ
う
と
し
て
い
た
主
人
公
た
ち

の
、
一
種
の
「
歌
の
わ
か
れ
」
の
物
語
と
し
て
」
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
評

価
し
て
い
る
。

以
上
の
先
行
研
究
の
中
で
も
、
特
に
こ
の
作
品
の
論
点
と
し
て
注
目
さ
れ

て
き
た
の
は
、
何
故
金
魚
を
失
っ
た
金
魚
鉢
が
以
前
に
も
増
し
た
不
気
味
な

視
線
で
「
私
」
を
睨
む
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
吉
崎
の
研

究
で
は
「
撲
滅
の
賦
」
に
お
け
る
「
私
」
の
「〈
本
質
〉
追
求
（
自
己
の
本

質
、
世
界
の
本
質
）
の
激
し
い
欲
求
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）」
が
金
魚
を
撲
滅
す

る
要
因
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「〈
本
質
〉
追
求
」
の
激
し
い
欲
求
が
反
対
に
、

「〈
本
質
〉」
と
し
て
の
「
空
虚
」
を
浮
彫
に
し
、
金
魚
鉢
の
視
線
を
強
調
す

る
の
だ
と
す
る
。
ま
た
安
西
の
研
究
で
は
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
か
ら
の

視
線
は
「
私
」
の
「
自
意
識
」
に
過
ぎ
ず
、た
と
え
金
魚
を
殺
し
て
も
「
私
」

が
金
魚
鉢
を
見
る
こ
と
で
「
無
限
に
拡
大
す
る
自
意
識
」
が
〈
白
々
し
い

眼
〉
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
従
来
「
撲
滅
の
賦
」
は
主
人
公
の
「
私
」
が
「
金
魚
鉢

の
中
の
金
魚
」
か
ら
感
じ
た
視
線
を
め
ぐ
り
、
自
己
や
世
界
の
本
質
の
問
題

に
対
峙
す
る
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
確
か
に
本
作

品
に
は
、
主
人
公
が
北
欧
神
話
を
用
い
た
世
界
観
や
自
分
と
は
何
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
語
り
、
思
い
悩
む
様
子
が
描
か
れ
る
。
だ
が
「
撲
滅
の
賦
」

に
お
け
る
「
語
る
側
の
私
」
と
「
語
ら
れ
る
側
の
私
」
に
は
常
に
ズ
レ
が
生

じ
て
お
り
、「
私
」
の
言
動
は
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
に
は
困
難
な

構
造
が
本
作
品
に
は
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
構
造
に
対
し
、
先
行
研
究
に
お

け
る
解
釈
は
「
語
る
側
の
私
」
と
「
語
ら
れ
る
側
の
私
」
の
間
に
生
じ
る
ズ

レ
と
い
う
問
題
を
引
き
受
け
た
作
品
の
読
解
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

物
語
の
末
尾
に
は
じ
め
て
存
在
が
明
ら
か
と
な
る
、
筆
に
よ
っ
て
物
語
を

「
語
る
側
の
私
」
は
巌
谷
の
文
章
か
ら
引
い
た
よ
う
に
、
外
界
や
自
意
識
の

拡
張
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
先
行
研
究
で
は
主
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
は
「
語
ら
れ
る
側
の
私
」
と
「
語
る
側
の
私
」
の
間
に
生
じ
る

ズ
レ
が
「
私
」
と
い
う
存
在
自
体
の
不
確
か
さ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

こ
の
自
己
の
存
在
の
曖
昧
さ
は
、
自
分
が
人
間
な
の
か
魚
な
の
か
判
然
と
し

な
く
な
っ
た
「
私
」
の
陥
る
「
無
記
名
の
存
在
」
と
い
う
状
態
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
。
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「
無
記
名
の
存
在
」
は
本
文
に
引
用
さ
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
に

お
け
る
無
人
称
の
存
在
に
関
連
し
た
も
の
と
い
え
、「
撲
滅
の
賦
」
の
「
私
」

の
「
嫉
妬
」
と
い
う
感
情
も
ま
た
『
エ
チ
カ
』
の
論
証
を
踏
ま
え
た
要
素
と

考
え
ら
れ
る
。よ
っ
て
本
論
は
「
撲
滅
の
賦
」
に
お
け
る
「
無
記
名
の
存
在
」

に
注
目
し
、『
エ
チ
カ
』
と
の
関
連
も
含
め
た
考
察
を
進
め
る
こ
と
で
本
作

品
の
新
し
い
読
解
を
行
っ
て
ゆ
く
。

二

魚
の
目
ば
た
き
に
つ
い
て
の
問
答

美
奈
子
の
部
屋
の
硝
子
鉢
の
中
で
、
熱
帯
魚
が
全
身
を
き
ら
り
と
ひ
ら
め

か
す
時
、
硝
子
鉢
は
一
つ
の
大
き
な
「
白
々
し
い
眼
」
の
よ
う
に
な
る
。
同

じ
室
内
で
情
事
を
し
て
い
る
「
私
」
と
美
奈
子
は
そ
の
睨
む
よ
う
な
眼
を
意

識
す
る
あ
ま
り
、
自
然
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
だ
が
彼
ら
は
情

事
の
終
り
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
「
白
々
し
い
眼
」
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま

う
。
あ
る
日
「
私
」
が
美
奈
子
の
部
屋
を
訪
ね
る
と
、
硝
子
鉢
の
な
か
の
金

魚
を
描
写
し
よ
う
と
、
必
死
で
凝
視
し
て
い
る
彼
女
の
姿
が
あ
る
。
情
事
の

間
は
彼
ら
を
睨
ん
だ
硝
子
鉢
が
今
度
は
美
奈
子
に
見
つ
め
ら
れ
る
と
い
う

「
主
客
転
倒
の
妙
」
に
「
私
」
は
驚
く
。
そ
こ
に
美
奈
子
は
突
然
「
ね
え
、

金
魚
は
ど
う
し
て
目
ば
た
き
を
し
な
い
の
か
し
ら
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か

け
る
。

金
魚
が
目
ば
た
き
を
し
な
い
の
は
「
魚
に
目
ぶ
た
が
な
い
か
ら
」、
反
対

に
「
魚
は
目
ば
た
き
を
し
な
い
か
ら
、
目
ぶ
た
の
あ
る
必
要
が
な
い
」、
で

は
金
魚
は
「
ど
う
し
て
目
ば
た
き
」
を
し
な
い
の
か
。「
私
」
は
堂
々
巡
り

に
陥
り
、
美
奈
子
の
問
い
に
整
合
す
る
答
え
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

の
様
子
に
美
奈
子
は
「
含
み
笑
い
の
よ
う
な
」
表
情
を
見
せ
る
。
こ
の
問
答

に
あ
る
よ
う
に
美
奈
子
は
物
語
の
中
で
物
事
が
一
致
し
な
い
状
態
、
ズ
レ
を

生
じ
さ
せ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。「
私
」
は
「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
面
白

く
な
い
」
と
感
じ
る
が
、
彼
は
や
が
て
そ
の
原
因
が
金
魚
へ
の
「
嫉
妬
」
の

念
の
せ
い
だ
と
考
え
始
め
る
。

「
私
」
は
自
分
が
魚
に
対
し
て
「
あ
る
畏
敬
の
念
」、「
嫉
妬
」
を
抱
く
人

間
で
あ
る
と
語
る
。
彼
の
魚
へ
の
「
嫉
妬
」
の
念
は
魚
が
「
流
体
力
学
的
な

合
理
性
に
の
っ
と
っ
た
美
し
い
紡
錘
形
を
生
れ
な
が
ら
に
具
備
し
て
い
る
こ

と
」、「
太
古
よ
り
水
の
な
か
に
棲
息
し
て
い
た
が
故
に
か
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス

の
音
楽
を
聴
く
こ
と
を
得
ず
、
た
め
に
今
も
っ
て
唖
で
あ
る
と
い
う
幸
福

（
？
）」
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
魚
に
「
目
ぶ
た
が
な
い
と
い
う
一
事
が

圧
倒
的
な
重
み
を
も
っ
て
私
の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
揺
り
動
か
す
の
だ
」
と
い

う
。「

私
」
の
魚
へ
の
「
嫉
妬
」
は
「
外
界
の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の
気
圧
」
の

一
致
に
対
す
る
憧
憬
で
あ
る
。
つ
ま
り
魚
は
「
外
界
の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の

気
圧
」
が
一
致
し
て
い
る
た
め
に
目
ば
た
き
を
す
る
必
要
が
な
い
。
す
る
と

瞼
を
持
ち
、
目
ば
た
き
を
す
る
「
私
」
は
「
外
界
の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の
気

圧
」
は
一
致
せ
ず
、
ズ
レ
が
生
じ
た
存
在
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
魚
の
「
外
界

の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の
気
圧
」
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
圧
倒
的
な
重

み
を
も
っ
て
私
の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
揺
り
動
か
す
」
の
で
あ
る
。「
私
」
が

魚
に
対
し
て
「
嫉
妬
」
す
る
「
外
界
の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の
気
圧
」
の
一
致

と
は
、「
外
界
の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の
気
圧
」
が
同
化
し
、
区
別
が
つ
か
な

い
状
態
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。

「
撲
滅
の
賦
」
に
お
け
る
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
に
対
す
る
観
念
は
、

巌
谷
が
指
摘
し
た
よ
う
に
埴
谷
雄
高
の
「
意
識
」
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

「
意
識
」
の
主
人
公
は
瞼
の
裏
の
暗
い
視
界
に
「
自
発
し
て
く
る
光
」
を
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〈
意
識
〉
と
呼
ぶ
。
澁
澤
は
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚

埴
谷
雄
高
の
小
説
に

つ
い
て
」（『
埴
谷
雄
高
作
品
集
』
第
十
二
巻
（
河
出
書
房
新
社

一
九
七

九
・
十
一
））
の
中
で
〈
意
識
〉
に
つ
い
て
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
、〈
意
識
〉
と
い
う
内
部
に
「
自
発
し
て
く
る
光
」
は
「
外
界
の
光
」

を
遮
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
内
発
す
る
。
人
間
は
瞼
と
い
う
「
外
界
の

光
」
を
遮
断
す
る
蓋
を
持
つ
ゆ
え
に
、〈
意
識
〉
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
「
外
界
の
光
」
を
遮
断
で
き
な
い
魚
に
は
「
自
発
し
て
く
る
光
」
は
生

じ
ず
、〈
意
識
〉
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
い
は
極
め
て
混
濁
し
た
、
ぼ
ん
や

り
と
し
た
〈
意
識
〉
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
人
間
の
〈
意
識
〉

は
「
外
界
の
光
」
を
遮
断
し
た
結
果
、「
自
発
し
て
く
る
光
」
か
ら
の
み
生

じ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
撲
滅
の
賦
」
に
お
い
て
「
私
」
が
憧
憬
す
る
「
外
界
の
気
圧
」

と
「
霊
魂
の
気
圧
」
の
一
致
と
は
、
瞼
で
「
外
界
の
光
」
を
遮
っ
た
結
果
に

生
じ
る
〈
意
識
〉
を
混
濁
し
た
状
態
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
無
化
す
る
こ

と
と
い
え
る
。「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
は
「
外
界
の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の

気
圧
」
が
一
致
し
て
い
る
ゆ
え
に
「
物
理
的
時
間
空
間
か
ら
断
絶
し
た
そ
れ

自
身
の
生
命
の
場
と
し
て
の
一
個
の
天
体
の
裡
に
自
若
と
し
て
呼
吸
す
る
」

こ
と
が
で
き
、
そ
の
宇
宙
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
い
え
ば
「
外
界
の

気
圧
」
と
「
霊
魂
の
気
圧
」
が
一
致
し
な
い
ゆ
え
に
「
私
」
は
、「
物
理
的

時
間
空
間
か
ら
断
絶
し
た
」
宇
宙
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
明
瞭
な

〈
意
識
〉
を
持
た
な
い
魚
は
時
間
や
空
間
か
ら
自
由
で
い
ら
れ
る
が
、「
私
」

は
〈
意
識
〉
を
持
つ
ゆ
え
に
「
物
理
的
時
間
空
間
か
ら
断
絶
し
た
」
宇
宙
を

崩
壊
さ
せ
、
時
間
や
空
間
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

〈
意
識
〉
は
埴
谷
雄
高
の
「
意
識
」
に
お
け
る
概
念
だ
が
、「
撲
滅
の
賦
」

に
お
い
て
〈
意
識
〉
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
は
魚
に
瞼
が
な
い
こ
と
の
他
に
、「
流
体
力
学
的
な
合
理
性
に
の
っ

と
っ
た
美
し
い
紡
錘
形
を
生
れ
な
が
ら
に
具
備
し
て
い
る
こ
と
」
や
「
太
古

よ
り
水
の
中
に
棲
息
し
て
い
た
が
故
に
か
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
音
楽
を
聴
く

こ
と
を
得
ず
、
た
め
に
今
も
っ
て
唖
で
あ
る
と
い
う
幸
福
（
？
）」
に
「
嫉

妬
」
し
て
い
た
。
ま
ず
魚
の
体
の
形
状
に
対
す
る
「
嫉
妬
」
は
、
魚
が
外
界

に
何
の
抵
抗
な
く
も
順
応
で
き
る
状
態
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
神
話

に
お
い
て
木
石
の
心
を
も
動
か
す
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
音
楽
を
聴
か
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
魚
が
感
情
や
言
葉
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
「
私
」
の
瞼
を
持
た
な
い
魚
へ
の
「
嫉
妬
」
を
捉
え

る
と
、「
私
」
は
魚
が
外
界
に
思
考
や
感
情
を
介
在
さ
せ
ず
に
順
応
で
き
る

点
に
「
嫉
妬
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
「
私
」
と
外
界
の
間
に
不
適
合
を
引
き
起
こ
す
〈
意
識
〉
と
は
、

「
外
界
の
気
圧
」
と
「
霊
魂
の
気
圧
」
と
い
う
二
重
構
造
に
生
じ
る
ズ
レ
と

い
え
る
。
こ
の
〈
意
識
〉
を
持
た
な
い
魚
に
と
っ
て
は
「
外
界
」
の
物
事
に

対
す
る
思
考
や
感
情
は
な
く
、
も
は
や
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」
を
区
別
す
る

概
念
さ
え
存
在
し
な
い
。「
外
界
」
の
物
事
に
対
す
る
思
考
や
感
情
を
生
じ

さ
せ
る
〈
意
識
〉
と
は
、
人
間
が
物
事
に
悩
み
苦
し
む
元
凶
と
も
捉
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
て
魚
は
こ
の
世
の
妄
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
存
在
と
し
て
「
私
」

の
「
嫉
妬
」
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
魚
へ
の
「
嫉
妬
」
の
念
を
抱
く
一
方
で
、「
私
」
は
「
外
界
」

と
「
霊
魂
」
の
一
致
し
た
魚
に
近
づ
こ
う
と
す
る
人
間
で
も
あ
る
。「
私
」

の
恋
人
で
あ
る
美
奈
子
は
画
家
で
、「
私
」
を
制
作
の
「
間
接
的
モ
デ
ル
」、

「
イ
メ
ー
ヂ
の
源
泉
」
と
し
て
「
腔
腸
動
物
と
セ
ラ
ト
ー
ダ
ス
の
合
の
子
」、

「
手
足
の
生
え
た
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
」
や
「
ア
ン
モ
ン
貝
の
耳
を
持
っ
た
抒

情
詩
人
」
な
ど
奇
怪
な
絵
を
描
く
。
美
奈
子
は
「
私
」
を
「
お
魚
さ
ん
」
と
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い
う
愛
称
で
呼
び
、「
私
」
は
美
奈
子
の
絵
の
中
で
「
魚
の
ば
け
も
の
」
と

な
っ
て
「
あ
た
か
も
進
化
の
系
統
樹
の
迷
路
を
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
っ
た
か

の
ご
と
く
大
急
ぎ
で
昇
っ
た
り
降
っ
た
り
」
す
る
喜
び
を
味
わ
っ
て
い
る
。

「
私
」
は
美
奈
子
の
「
あ
ら
た
か
な
幻
視
」
に
お
い
て
魚
と
同
一
の
存
在

に
な
る
の
だ
と
い
う
。
美
奈
子
が
「
私
」
を
「
間
接
的
モ
デ
ル
」、「
イ
メ
ー

ヂ
の
源
泉
」
と
し
て
描
く
「
腔
腸
動
物
と
セ
ラ
ト
ー
ダ
ス
の
合
の
子
」
等
に

共
通
す
る
の
は
、
ど
れ
も
異
な
る
種
の
生
物
が
混
合
し
た
「
合
の
子
」
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
合
の
子
」
は
棲
息
す
る
場
も
進
化
の
歴

史
に
お
け
る
位
置
づ
け
も
ば
ら
ば
ら
な
生
物
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
り
立
っ

て
お
り
、
時
間
と
空
間
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た
存
在
と
い
え
る
。
い
わ
ば

美
奈
子
の
描
く
「
魚
の
ば
け
も
の
」
は
「
進
化
の
系
統
樹
」
を
逸
脱
し
た
突

然
変
異
の
生
物
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
私
」
は
美
奈
子
の
絵
の
中
で
「
物
理
的
時

間
空
間
」
に
よ
る
拘
束
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、「
私
」
の
「
嫉
妬
」

す
る
魚
の
状
態
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
ど
ん
な
に
「
私
」
が
魚

に
近
づ
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
絵
の
中
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。「
私
」
と

美
奈
子
の
関
係
に
金
魚
が
介
入
し
て
き
た
時
、「
私
」
は
「
外
界
」
と
「
霊

魂
」
の
一
致
を
果
た
す
ど
こ
ろ
か
、「
嫉
妬
」
に
よ
っ
て
激
し
く
動
揺
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
「
私
」
は
美
奈
子
と
の
関
係
に
お
い
て
魚
と

同
一
と
な
る
こ
と
に
固
執
し
て
お
り
、
美
奈
子
の
「
あ
な
た
、
お
魚
に
似
て

る
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
ほ
ど
じ
ゃ
な
い
わ
、
金
魚
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
お
魚
に

似
て
る
…
…
」
と
い
う
言
葉
に
ぎ
ょ
っ
と
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
彼
は
金
魚

を
モ
デ
ル
に
絵
を
描
く
美
奈
子
の
姿
を
眺
め
て
い
た
時
に
感
じ
た
「
不
安
」

の
正
体
に
気
づ
く
。
こ
の
「
不
安
」
は
「
私
」
が
美
奈
子
の
絵
の
中
で
実
現

し
て
い
た
、
魚
と
の
同
一
化
を
果
た
せ
な
く
な
る
こ
と
へ
の
不
安
で
あ
る
。

瞼
の
有
無
に
基
づ
く
と
、
瞼
を
持
つ
「
私
」
に
対
し
て
金
魚
に
は
瞼
が
な

く
、
金
魚
は
瞼
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」
の
一
致

を
実
現
す
る
。
ま
た
人
間
の
「
私
」
に
対
し
、
金
魚
は
人
工
交
配
に
よ
っ
て

作
り
だ
さ
れ
た
生
物
で
あ
り
「
進
化
の
系
統
樹
」
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
点

で
、
物
理
的
時
間
空
間
か
ら
解
放
さ
れ
た
魚
に
近
い
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
「
私
」
よ
り
金
魚
の
方
が
魚
に
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
美
奈
子

の
言
及
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
美
奈
子
が
「
私
」
で
は
な
く
金
魚
を
モ
デ

ル
に
し
て
描
く
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、「
私
」
は
自
分
が
美
奈
子
の
目
に
魚

と
同
一
で
な
く
な
る
こ
と
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
「
外
界
」
と

「
霊
魂
」
を
一
致
さ
せ
る
願
望
が
満
た
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
示
す
。

ま
た
「
私
」
は
美
奈
子
が
自
分
を
描
き
「
魚
の
ば
け
も
の
」
に
変
身
さ
せ

る
こ
と
を
、
美
奈
子
と
の
愛
情
を
成
立
さ
せ
る
「
奇
蹟
的
な
手
続
き
」
と
捉

え
る
。
つ
ま
り
絵
の
モ
デ
ル
を
金
魚
に
代
替
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
に
は
美
奈

子
と
の
愛
情
を
金
魚
に
奪
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
美
奈
子
が
金
魚
を
描

写
す
る
こ
と
を
「
不
貞
」、「
金
魚
と
の
密
通
」
と
表
現
す
る
点
を
捉
え
る
と
、

美
奈
子
の
描
く
絵
は
「
私
」
と
美
奈
子
の
情
事
の
寓
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
絵
画
と
い
う
時
間
や
空
間
の
秩
序
か
ら
断
絶
し
た
宇
宙
の
中
で
、「
私
」

は
美
奈
子
と
交
わ
り
、
同
一
化
す
る
。
画
中
に
お
け
る
魚
と
の
同
一
化
は
、

「
私
」
に
と
っ
て
美
奈
子
と
一
体
と
な
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
「
私
」
の
憧
憬
す
る
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」
の
一
致
と
は
、
美
奈
子
と
一

体
化
す
る
こ
と
へ
の
願
望
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
美
奈
子
に
描
か
れ
る
金

魚
は
「
私
」
の
「
嫉
妬
」
を
か
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
私
」
は
絵
の
モ
デ
ル
を
金
魚
に
代
わ
ら
れ
る
こ
と
で
、「
こ

れ
ま
で
の
恋
人
と
し
て
魚
と
し
て
ア
ン
モ
ン
貝
と
し
て
の
融
通
無
碍
な
る
超

時
間
的
な
実
体
を
煙
の
よ
う
に
消
失
」
す
る
。「
私
」
は
こ
の
状
況
に
お
い
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て
美
奈
子
と
の
間
に
も
は
や
愛
情
は
成
立
せ
ず
、
彼
女
と
自
分
を
結
ぶ
も
の

が
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
内
実
を
伴
わ
な
い
空
虚
な
呼
び
名
で
し
か
な
い
の

だ
と
考
え
る
。彼
は
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
空
虚
な
呼
び
名
を
持
つ
だ
け
の
、

「
た
だ
一
個
の
、
人
間
で
も
魚
で
も
な
い
何
で
も
な
い
も
の
に
な
り
果
て
て

し
ま
っ
た
」
こ
と
を
嘆
く
。
こ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
か
ら
無
限
に
失
格
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
あ
わ
れ
な
無
記
名
の
存
在
」
と
な
っ
た
自
分
に
対

す
る
嘆
き
で
あ
る
。

「
私
」
は
「
お
魚
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
人
間
と
し
て
の
定
義
づ
け

か
ら
ズ
レ
た
存
在
と
な
る
。
こ
の
状
況
に
「
私
」
は
自
分
が
何
者
で
あ
る
か

判
然
と
し
な
く
な
り
、
自
分
を
何
者
に
も
定
義
づ
け
で
き
な
い
状
況
に
不
安

定
と
な
り
、「
無
記
名
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
美

奈
子
が
作
り
だ
す
「
私
」
と
い
う
存
在
の
ズ
レ
は
、
彼
の
「
自
己
」
の
存
在

自
体
を
揺
る
が
す
状
況
に
導
く
の
で
あ
る
。

三
「
無
記
名
の
存
在
」
に
つ
い
て

「
私
」
が
「
無
記
名
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
の
は
、
彼

が
自
分
は
何
ら
か
の
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
私
」
は
「
自
己
」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め

彼
は
「
自
己
」
を
明
確
に
認
識
可
能
な
も
の
と
捉
え
、
名
実
を
伴
な
っ
て
人

間
で
あ
る
こ
と
や
魚
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、「
自
己
」
の
存
在
を
定
義
づ

け
る
こ
と
で
は
じ
め
て
精
神
の
安
定
を
得
ら
れ
る
存
在
と
い
え
る
。

一
方
、
魚
は
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」
が
一
致
し
て
い
る
た
め
に
「
自
己
」

の
認
識
が
な
く
、「
自
己
」
が
何
者
か
と
い
う
問
題
に
囚
わ
れ
て
い
な
い
。

す
る
と
「
自
己
」
が
何
者
で
あ
る
か
判
然
と
せ
ず
、
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
点
に
お
い
て
「
私
」
も
魚
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
私
」

と
魚
の
違
い
は
「
自
己
」
の
有
無
に
あ
る
と
い
え
る
が
、「
私
」
が
「
自
己
」

の
存
在
を
明
確
に
認
識
で
き
な
い
以
上
、「
私
」
は
「
自
己
」
が
存
在
す
る

と
信
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
私
」
の
認
識
す
る
「
自
己
」
は
そ
の
存
在

す
ら
も
曖
昧
な
の
で
あ
る
。
そ
う
捉
え
る
と
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」
の
ズ
レ

に
よ
っ
て
生
じ
る
〈
意
識
〉
と
は
「
私
」
が
「
自
己
」
の
存
在
を
信
じ
る
こ

と
と
解
釈
で
き
る
。「
私
」
と
魚
や
金
魚
の
差
異
は
、
こ
の
「
自
己
」
の
存

在
を
信
じ
る
〈
意
識
〉
の
有
無
に
あ
る
と
い
え
、〈
意
識
〉
を
持
た
な
い
ゆ

え
に
金
魚
は
「
私
」
よ
り
も
魚
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
が
「
自
己
」
を
明
確
に
捉
え
ら
れ
な
い
様
子
は
本
作
品
の
語
り
の

構
造
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
本
文
は
「
私
」
が
物
語
を
書
く
と
い
う
形
式
で

語
ら
れ
る
が
、
読
者
を
想
定
し
た
語
り
の
中
に
弁
明
や
記
号
を
用
い
て
、
言

葉
に
二
重
の
意
味
を
含
ま
せ
る
箇
所
が
幾
つ
も
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
「
た
め
に
今
も
っ
て
唖
で
あ
る
と
い
う
幸
福
（
？
）」、「
外
界

の
気
圧
と
霊
魂
の
気
圧
と
が
（
も
し
魚
に
霊
魂
が
あ
れ
ば
の
話
で
す
が
）」

「（
実
は
こ
の
お
話
は
此
処
か
ら
始
ま
っ
て
も
よ
い
わ
け
な
の
で
す
が
、
ど

う
や
ら
幾
ら
書
い
て
も
切
り
が
な
さ
そ
う
な
の
で
）、
い
ま
私
は
筆
を
擱
い

た
と
こ
ろ
で
す
。」
等
の
よ
う
に
括
弧
内
に
補
足
、
記
号
や
弁
明
を
重
ね
た

表
現
は
本
文
の
各
所
に
存
在
し
、
地
の
文
で
は
表
し
き
れ
な
い
意
味
合
い
を

補
っ
て
い
る
。「
語
る
側
の
私
」
が
自
分
の
言
葉
を
補
う
と
い
う
形
式
は
、

「
私
」
が
語
る
言
葉
の
意
味
だ
け
で
は
「
私
」
の
像
を
語
り
き
れ
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。「
語
る
側
の
私
」
と
「
語
ら
れ
る
側
の
私
」
に
は
ズ
レ
が

あ
り
、「
語
る
側
の
私
」
の
言
葉
は
自
分
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、「
自
己
」

の
像
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
ズ
レ
を
補
足
す
る
た
め
に

括
弧
内
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
が
、
作
品
の
広
範
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
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れ
る
こ
の
形
式
自
体
が
、「
自
己
」
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

「
私
」
自
身
を
表
現
す
る
と
い
え
る
。

加
え
て
「
私
」
が
語
る
物
語
は
時
系
列
も
一
定
の
流
れ
を
持
た
な
い
。
は

じ
め
は
「
今
日
」
の
事
と
し
て
美
奈
子
が
金
魚
を
描
く
場
面
が
語
ら
れ
、
一

週
間
後
と
し
て
「
私
」
が
美
奈
子
と
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
を
探
し
に
行
く
場

面
、
次
に
ザ
リ
ガ
ニ
を
調
達
し
た
一
週
間
後
と
し
て
、
金
魚
を
「
撲
滅
」
す

る
場
面
が
描
か
れ
る
。
そ
の
更
に
一
週
間
後
は
金
魚
鉢
の
視
線
が
復
活
す
る

場
面
に
な
る
が
、「
語
る
側
の
私
」
は
「
い
ま
」
と
い
っ
て
筆
を
擱
く
。
こ

の
「
い
ま
」
が
物
語
の
は
じ
め
の
「
今
日
」
と
同
一
す
る
と
考
え
る
と
、
そ

の
間
の
出
来
事
は
ど
の
時
系
列
に
相
当
す
る
の
か
不
明
と
な
る
。「
語
る
側

の
私
」
が
最
後
の
時
点
が
始
ま
り
で
も
よ
い
と
す
る
点
を
捉
え
る
と
、
こ
の

物
語
は
一
続
き
の
時
間
の
経
過
を
語
っ
た
も
の
で
は
な
く
、「
私
」
の
語
る

時
点
が
常
に
「
い
ま
」
に
位
置
す
る
と
捉
え
る
の
が
妥
当
と
い
え
る
。「
語

る
側
の
私
」
は
「
い
ま
」
の
場
面
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
「
語
ら
れ
る
側

の
私
」
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
「
語
ら
れ
る
側
の
私
」
は
一
定
の
時
系
列
の
中

に
位
置
し
な
い
点
に
お
い
て
、
時
間
的
な
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
突
然
変
異
の

存
在
と
い
え
る
。
そ
し
て
「
語
る
側
の
私
」
が
「
自
己
」
の
像
を
明
確
に
捉

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
語
り
の
構
造
は
「
自
己
」

の
認
識
が
判
然
と
せ
ず
、
系
統
樹
的
な
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
「
私
」
自
身
を

表
す
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
本
作
品
の
構
造
は
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」
を

一
致
さ
せ
、「
物
理
的
時
間
空
間
」
か
ら
逸
脱
し
た
魚
と
同
じ
状
態
の
「
私
」

を
描
き
だ
す
。
こ
の
こ
と
は
「
自
己
」
の
存
在
を
信
じ
る
と
い
う
一
事
を
除

き
、「
私
」
が
実
は
魚
や
金
魚
と
共
通
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

ま
た
「
無
記
名
の
存
在
」
と
い
う
こ
と
を
「
私
」
は
「
あ
わ
れ
な
」
と
評

価
し
、「
あ
ら
ゆ
る
存
在
か
ら
失
格
」
す
る
こ
と
と
考
え
る
が
、
こ
れ
も
二

重
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
無
記
名
の
存
在
」
は
「
名
無
し
」

と
い
う
名
と
も
い
え
、
そ
れ
は
名
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
同
時

に
、
意
味
づ
け
で
き
な
い
存
在
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
る
。「
私
」
が
美
奈

子
と
の
関
係
に
お
い
て
「
無
記
名
の
存
在
」
と
い
う
こ
と
は
、
美
奈
子
に

と
っ
て
「
私
」
は
意
味
づ
け
で
き
な
い
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ

と
は
一
定
の
言
葉
で
は
「
私
」
を
捉
え
き
れ
な
い
と
い
う
、
美
奈
子
の
愛
情

を
示
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
私
」
が
恋
人
の
美
奈
子
の
前

に
「
無
記
名
の
存
在
」
と
な
る
こ
と
は
、「
私
」
の
解
釈
と
は
反
対
に
美
奈

子
の
「
私
」
へ
の
強
い
愛
情
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
私
」
は
自
身
の
追
い
込
ま
れ
た
「
無
記
名
の
存
在
」
の
意
味
の

二
重
性
に
気
づ
か
ず
、
美
奈
子
の
愛
情
を
奪
わ
れ
た
と
し
て
金
魚
へ
の
「
嫉

妬
」
の
念
を
募
ら
せ
て
ゆ
く
。そ
れ
は
「
私
」
が
「
自
己
」
の
存
在
を
信
じ
、

「
自
己
」
が
何
者
か
と
い
う
問
題
に
固
執
す
る
あ
ま
り
陥
っ
た
す
れ
違
い
と

い
え
る
。「
私
」
と
い
う
人
間
は
、「
自
己
」
の
存
在
を
信
じ
る
と
い
う
一
点

が
障
害
と
な
っ
て
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」
の
一
致
を
不
可
能
と
す
る
た
め

に
、
美
奈
子
と
結
ば
れ
た
い
と
い
う
願
望
を
成
就
す
る
に
至
ら
な
い
。「
私
」

が
美
奈
子
と
の
愛
情
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、
彼
自
身
が
美
奈
子
の
前
に
「
無

記
名
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
「
嫉
妬
」
と
い
う
感
情
に
つ
い
て

「
私
」
は
画
中
に
お
い
て
魚
と
同
一
と
な
る
喜
び
を
金
魚
に
奪
わ
れ
た
と

考
え
、
金
魚
へ
の
「
嫉
妬
」
に
苦
悩
す
る
。
彼
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
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で
「
嫉
妬
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
章
を
引
き
、
自
分
の
場
合
に
置
き
換
え

て
自
身
の
「
嫉
妬
」
と
い
う
感
情
に
つ
い
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
引
用
さ

れ
る
の
は
『
エ
チ
カ
』
の
第
三
部
「
感
情
の
起
源
お
よ
び
本
性
に
つ
い
て
」

の
定
理
三
十
五
の
備
考
に
あ
た
る
箇
所
で
あ
る
。「
私
」
は
こ
の
文
章
が
「
愛

す
る
者
」
と
「
他
人
」
の
交
合
の
連
想
を
「
嫉
妬
」
の
要
因
と
す
る
こ
と
を

踏
ま
え
、「
愛
す
る
者
」
に
あ
た
る
美
奈
子
と
「
他
人
」
に
あ
た
る
金
魚
の

交
合
が
不
可
能
な
点
に
お
い
て
、
自
分
の
金
魚
に
対
す
る
「
嫉
妬
」
は
定
理

に
矛
盾
し
た
、
説
明
で
き
な
い
感
情
で
あ
る
と
し
て
悩
む
。

ま
た
「
私
」
は
「
嫉
妬
」
を
、「
得
体
の
知
れ
な
い
人
間
の
愚
か
し
さ
の

標
本
み
た
い
な
情
緒
」、「
醜
態
な
る
こ
と
難
破
船
の
ご
と
き
感
情
の
混
沌
」、

「
猥
ら
な
る
こ
と
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
ご
と
き
本
能
の
持
続
」、「
不
潔
な
虚

妄
な
時
間
の
よ
ど
み
」
と
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
。
こ
の
部
分

か
ら
「
嫉
妬
」
は
「
私
」
に
と
っ
て
単
純
に
は
言
い
表
し
難
い
感
情
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
何
と
も
表
現
し
が
た
く
、
意
味
づ
け
し
に
く
い
点
に
お
い

て
「
嫉
妬
」
は
「
私
」
に
と
っ
て
「
無
記
名
の
」
感
情
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
私
」
に
と
っ
て
言
い
表
し
難
い
感
情
で
あ
る
「
嫉
妬
」
に
関
連

し
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
に
注
目
す
る
。「
私
」
の
「
嫉
妬
」
に
つ
い

て
解
釈
す
る
た
め
に
、「
私
」
が
引
用
し
た
『
エ
チ
カ
』
は
有
効
な
手
が
か

り
と
い
え
る
。『
エ
チ
カ
』
で
「
嫉
妬
」
と
い
う
感
情
は
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
ま
ず
『
エ
チ
カ
』
の
「
嫉
妬
」
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
上
野
修
「
わ
れ
ら
に
似
た
る

も
の
―
―
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
想
像
的
自
我
お
よ
び
そ
の
分
身
と
欲
望
」、「
精

神
の
眼
は
論
証
そ
の
も
の
―
―
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
享
楽
と
論

証
」（
上
野
修
『
デ
カ
ル
ト
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
―
―
哲
学
す
る
一
七

世
紀
』（
講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
一
一
・
一
〇
））
を
参
考
に
引
用
し
な
が

ら
、「
撲
滅
の
賦
」
に
お
け
る
「
嫉
妬
」
を
捉
え
て
ゆ
く
。

ま
ず
「
撲
滅
の
賦
」
の
語
り
の
構
造
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の

が
、『
エ
チ
カ
』
の
言
説
の
非
人
称
性
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
撲

滅
の
賦
」
の
「
語
る
側
の
私
」
と
「
語
ら
れ
る
側
の
私
」
に
は
ズ
レ
が
あ

り
、「
私
」
は
「
自
己
」
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点

に
お
い
て
「
撲
滅
の
賦
」
は
語
る
主
体
の
存
在
自
体
が
不
安
定
な
構
造
を
持

つ
と
い
え
る
。「『
エ
チ
カ
』
の
言
説
は
諸
々
の
定
義
、
公
理
、
先
行
す
る
諸

定
理
か
ら
自
ら
を
導
き
出
し
て
い
」
き
、
論
証
が
ひ
と
り
で
に
展
開
す
る
よ

う
な
構
造
を
持
つ
。『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
、
こ
の
論
証
を
語
る
主
体
と
は

何
者
な
の
か
。

上
野
は
『
エ
チ
カ
』
の
論
証
の
主
体
に
つ
い
て
、「
た
し
か
に
そ
れ
は
ス

ピ
ノ
ザ
と
い
う
名
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
も
し
れ
な
い

が
、
著
者
自
身
が
そ
う
望
ん
だ
よ
う
に
、
論
証
の
心
理
は
著
者
の
い
か
な
る

伝
記
的
要
素
に
も
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
エ

チ
カ
』
の
中
で
語
っ
て
い
る
主
体
は
誰
で
も
あ
り
は
し
な
い
。い
や
む
し
ろ
、

そ
れ
は
何
か
人
的
実
質
を
欠
い
た
、名
も
な
き
主
体
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
」

と
し
て
い
る
。『
エ
チ
カ
』
に
「
語
る
側
の
私
」
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
論
証

は
「「
わ
た
し
」
と
言
う
こ
と
の
決
し
て
な
い
」、「
誰
と
も
知
れ
ぬ
主
体
」

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
『
エ
チ
カ
』
は
何
故
「
わ
た
し
」
と
い
う
人
称
に
よ
っ
て
語
ら
な
い

の
だ
ろ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
は
「
人
間
精
神
を
構
成
す
る
第
一
の
も
の
は
、

神
が
現
実
に
存
在
す
る
人
間
身
体
に
も
つ
観
念
で
あ
」
り
、「
わ
れ
わ
れ
が

自
分
で
知
覚
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
み
な
、
わ
れ
わ
れ
身
体
の
観

念
に
変
伏
し
た
限
り
に
お
け
る
神
が
そ
れ
を
知
覚
し
て
い
る
」
の
だ
と
す

る
。
し
か
し
「
神
」
は
人
間
精
神
と
な
る
時
、「
自
分
自
身
お
よ
び
外
部
物
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体
の
十
全
な
認
識
に
必
要
な
前
提
観
念
」
か
ら
遮
断
さ
れ
、
こ
の
認
識
を
失

う
。
そ
の
た
め
人
間
の
認
識
は
「
前
提
観
念
」
の
欠
如
し
た
不
十
分
な
知
覚

と
な
り
、「
自
己
」
や
そ
の
「
衝
動
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
何

故
そ
の
意
識
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
人
間
は

自
分
の
精
神
の
根
源
を
理
解
し
な
い
た
め
に
、自
分
は
自
由
に
意
志
決
定
し
、

行
動
で
き
る
「
自
由
な
主
体
」
だ
と
考
え
る
に
至
る
。

つ
ま
り
人
間
の
精
神
は
「
神
」
が
「
前
提
観
念
」
か
ら
遮
断
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
る
不
完
全
な
「
神
」
と
い
え
る
。
そ
し
て
「
前
提
観
念
」
か

ら
遮
断
さ
れ
る
ゆ
え
に
人
間
は
、
自
分
が
「
神
」＝

「
自
然
」
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
存
在
で
は
な
く
、「
自
己
」
と
い
う
「
自
由
な
主
体
」
だ
と
認
識

す
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
『
エ
チ
カ
』
の
論
証
に
お
い
て
「
わ
た
し
」
と
語
る
主
体
は
、
人

間
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。『
エ
チ
カ
』
は
「
神
」

は
人
格
を
持
た
ず
、
そ
れ
は
「
自
然
」
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
人
間
も
ま
た

「
神
」＝

「
自
然
」
に
よ
っ
て
精
神
を
構
成
し
て
い
る
。
よ
っ
て
個
々
の
存

在
が
自
分
を
「
自
由
な
主
体
」
と
信
じ
た
と
し
て
も
、
全
て
の
人
間
は
結
局

「
誰
と
も
知
れ
ぬ
主
体
」
の
意
志
に
従
っ
て
同
じ
よ
う
に
思
考
し
、
行
動
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
『
エ
チ
カ
』
は
「
わ
た
し
」
と
い
う
人
称
で
語

る
こ
と
を
し
な
い
。

『
エ
チ
カ
』
に
よ
る
と
こ
の
「
誰
と
も
知
れ
ぬ
主
体
」
は
「
存
在
に
固
執

し
消
滅
に
抗
う
衝
動
と
と
も
に
あ
」
り
、「
彼
は
自
分
の
身
体
の
存
在
力
な

い
し
活
動
力
が
時
々
の
身
体
変
状
に
よ
っ
て
増
大
さ
せ
ら
れ
た
り
減
少
さ
せ

ら
れ
た
り
す
る
の
を
感
じ
、
こ
れ
を
喜
び
・
悲
し
み
の
感
情
と
し
て
生
き
て

い
る
」。
よ
っ
て
「
当
然
主
体
は
自
分
を
喜
ば
せ
る
も
の
の
現
前
を
追
求
し
、

悲
し
ま
せ
る
も
の
の
現
前
を
忌
避
す
る
だ
ろ
う
。
他
の
す
べ
て
の
感
情
は
こ

こ
か
ら
派
生
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。「
誰
と
も
知
れ
ぬ
主
体
」
の
前
に

他
者
と
し
て
表
れ
る
主
体
も
ま
た
同
じ
仕
組
み
に
よ
り
欲
望
や
感
情
を
持
つ

た
め
、
彼
は
無
意
識
に
他
者
を
「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
と
認
知
し
、
無

動
機
に
他
者
を
模
倣
し
て
は
そ
の
享
楽
す
る
と
想
像
す
る
も
の
を
欲
し
が

る
。
上
野
は
こ
の
模
倣
性
が
人
間
の
名
誉
、
所
有
、
愛
と
い
っ
た
欲
望
を
め

ぐ
る
「
競
争
心
」
と
不
可
分
で
あ
る
と
し
、
主
体
は
「
ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争

に
お
い
て
お
の
れ
の
力
を
測
り
、
そ
の
依
り
代
と
し
て
「
わ
が
姿
」
を
欲
望

す
る
」
と
し
て
い
る
。主
体
は
他
者
を
比
較
し
想
像
的
に
評
価
す
る
だ
け
で
、

己
の
想
像
的
自
我
に
対
す
る
喜
び
や
悲
し
み
を
感
じ
る
。
そ
の
感
情
は
主
体

が
自
分
は
自
由
な
主
体
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
た
め
「
き
わ
め
て
強
烈
」
に

な
る
。

ゆ
え
に
「
自
己
の
評
価
を
め
ぐ
る
感
情
は
主
体
の
欲
望
を
捉
え
て
離
さ

な
」
い
。
主
体
は
他
者
と
の
差
異
を
欲
望
し
、「
他
人
に
認
め
な
い
何
か
を

自
己
の
な
か
に
観
想
す
る
と
き
に
も
っ
と
も
多
く
喜
ぶ
」。
以
上
の
こ
と
か

ら
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
と
は
本
質
上
妬
み
深
く
、「
自
分
と
同
等
の
も
の
の
弱

小
を
喜
び
、
反
対
に
同
等
の
も
の
の
力
強
さ
を
悲
し
む
」
存
在
で
あ
る
と
結

論
づ
け
る
。
だ
が
主
体
が
差
異
の
欲
望
に
駆
ら
れ
る
の
は
「
自
分
に
似
て
い

る
も
の
」
と
認
知
す
る
存
在
に
対
し
て
の
み
で
、「
樹
木
が
自
分
よ
り
高
く
、

獅
子
が
自
分
よ
り
強
い
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
妬
み
は
し
な
い
よ
う
に
、
人

は
「
自
分
と
同
等
の
も
の
」
と
し
か
張
り
合
お
う
と
し
な
い
」。
つ
ま
り
主

体
は
「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
の
鏡
像
の
み
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
エ
チ
カ
』
の
論
証
に
基
づ
い
て
「
撲
滅
の
賦
」
の
「
私
」
に

つ
い
て
把
握
し
て
ゆ
く
と
、「
撲
滅
の
賦
」
に
お
い
て
「
外
界
」
と
「
霊
魂
」

を
隔
て
る
瞼
は
主
体
が
「
自
分
自
身
お
よ
び
外
部
物
体
の
十
全
な
認
識
に
必

要
な
前
提
観
念
」
か
ら
遮
断
さ
れ
る
状
態
を
示
す
と
い
え
る
。「
私
」
の
精
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神
も
ま
た
「
神
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
瞼
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に

「
自
分
自
身
お
よ
び
外
部
物
体
の
十
全
な
認
識
に
必
要
な
前
提
観
念
」
か
ら

遮
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
私
」
は
自
分
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
そ
の
根
源
を
理
解
せ
ず
自
分
は
「
自
由
な
主
体
」
で
あ
る
と

思
い
込
ん
で
い
る
。「
私
」
の
主
体
は
「
消
滅
に
抗
う
衝
動
」
に
従
っ
て
欲

求
と
感
情
を
発
す
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
自
分
が
「
自
由
な
主
体
」
で
あ
る

と
考
え
る
ゆ
え
に
、
他
者
を
「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
と
無
意
識
に
認
識

し
、
張
り
合
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
「
嫉
妬
」
も
ま
た
、『
エ
チ
カ
』
の
論
証
で
説
明
さ
れ
る
欲
望

か
ら
派
生
し
た
感
情
と
い
え
る
。
彼
は
金
魚
が
人
間
と
交
合
不
可
能
な
点
で

自
分
の
「
嫉
妬
」
は
説
明
で
き
な
い
と
し
た
が
、「
私
」
が
金
魚
に
覚
え
た

「
嫉
妬
」
は
彼
が
無
意
識
に
金
魚
を
「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
と
見
な
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
金
魚
の
中
に
そ
の
鏡
像
を
見
た
の
で
あ

る
。

五

お
わ
り
に
―
―
「
私
」
で
は
な
い
「
私
」
の
受
容
に
つ
い
て

自
分
の
「
嫉
妬
」
を
説
明
不
可
能
と
し
た
「
私
」
は
北
欧
神
話
を
引
き
、

「
嫉
妬
」
と
い
う
感
情
か
ら
逃
れ
る
世
界
観
を
思
考
す
る
。
彼
が
注
目
す
る

の
は
北
欧
神
話
の
「
宇
宙
樹
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
で
、
こ
の
目
に
見
え
な
い

樹
を
「
時
間
を
つ
か
さ
ど
る
軸
」
と
考
え
る
。「
私
」
は
「
人
間
の
妄
念
」

は
こ
の
樹
か
ら
放
射
さ
れ
る
と
解
釈
し
、「
こ
の
宇
宙
樹
の
根
も
と
、
時
間

の
元
点
た
る
座
標
Ｏ
」
に
位
置
す
れ
ば
、「
恋
と
か
嫉
妬
と
か
い
う
人
間
臭

に
ま
み
れ
た
感
情
」
か
ら
自
由
に
な
れ
る
と
思
い
巡
ら
す
。
こ
れ
は
人
間
が

感
情
に
悩
む
以
前
の
状
態
、
主
体
が
生
じ
る
以
前
へ
の
回
帰
願
望
を
示
し
て

い
る
が
、「
座
標
Ｏ
」
へ
の
回
帰
を
思
考
す
る
主
体
も
ま
た
「
誰
と
も
言
え

ぬ
主
体
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
願
望
は
「
私
」
の
実
現
不
可
能
な
夢
想
と
い

え
る
。

「
私
」
が
常
に
「
人
間
の
妄
念
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
様
子
は
宇
宙
樹
か

ら
「
胞
子
の
よ
う
に
飛
び
散
る
妄
念
」
を
代
表
と
し
た
、
粒
子
が
拡
散
す
る

描
写
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
結
局
「
私
」
が
「
嫉
妬
」
か
ら
解
放
さ

れ
る
に
は
、
彼
自
身
が
「
誰
と
も
言
え
ぬ
主
体
」
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
私
」
が
「
あ
ら
ゆ
る

存
在
か
ら
無
限
に
失
格
」
し
た
「
無
記
名
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
の
肯
定
で

あ
る
。
よ
っ
て
美
奈
子
の
「
神
話
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
」
と
い
う
言
葉
は
「
座

標
Ｏ
」
へ
の
回
帰
を
求
め
る
よ
り
も
、
彼
女
の
前
に
「
無
記
名
の
存
在
」
で

あ
る
こ
と
を
受
容
し
、「
私
」
と
い
う
存
在
を
意
味
づ
け
な
い
と
い
う
彼
女

の
愛
情
を
受
け
入
れ
よ
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
。
だ
が
「
私
」
は
「
自

己
」
を
何
者
に
も
意
味
づ
け
ら
れ
な
い
状
況
に
耐
え
ら
れ
ず
、「
自
己
」
の

認
識
に
執
着
す
る
た
め
に
、
金
魚
の
中
に
「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
を
見

て
は
「
嫉
妬
」
を
高
ぶ
ら
せ
て
ゆ
く
。

そ
の
結
果
と
し
て
彼
は
金
魚
の
「
撲
滅
」
を
決
行
す
る
。「
私
」
は
詳
細

な
名
称
に
よ
っ
て
系
統
樹
の
内
に
位
置
付
け
ら
れ
る
ザ
リ
ガ
ニ
を
用
い
、
こ

の
生
物
に
金
魚
を
「
嫉
妬
」
す
る
自
分
の
像
を
見
立
て
た
つ
も
り
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
構
図
は
、「
私
」
が
実
際
は
何
に
も
意
味
づ
け
ら
れ
な
い
「
無

記
名
の
存
在
」
で
あ
る
点
で
ズ
レ
た
見
立
て
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は

自
身
が
「
無
記
名
の
存
在
」
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
、

自
身
の
欲
求
と
感
情
に
囚
わ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
と
表
現
さ
れ
る
「
目
も
あ
や
な
万
華
鏡
的
セ

レ
ナ
ー
デ
」
を
前
に
、
そ
の
光
景
を
「
自
己
」
の
恋
人
や
魚
と
し
て
の
主
体

― 386 ―



の
回
復
と
し
て
受
容
す
る
。
し
か
し
「
嫉
妬
」
の
対
象
と
し
て
の
金
魚
を
殺

し
た
と
し
て
も
、
彼
が
「
自
由
な
主
体
」
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
続
け
て

「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
と
比
較
し
つ
づ
け
る
限
り
、
彼
は
「
嫉
妬
」
と

い
う
感
情
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
白
々
し
い

眼
」
の
復
活
は
「
無
記
名
の
存
在
」
と
し
て
の
自
分
を
受
容
で
き
ず
、
い
つ

ま
で
も
美
奈
子
と
一
体
に
な
り
き
れ
な
い
「
私
」
の
寓
意
と
い
え
る
。

『
エ
チ
カ
』
で
は
「「
わ
た
し
」
な
る
も
の
の
彼
方
で
、
他
な
る
も
の
と

し
て
の
自
己
自
身
」
を
享
楽
し
、
肯
定
す
る
こ
と
を
至
高
の
喜
び
と
位
置
付

け
る
。
ま
た
そ
の
幸
福
は
「
自
己
」
の
認
識
に
固
執
す
る
人
間
に
と
っ
て
は

得
難
い
も
の
で
あ
る
。
瞼
を
持
つ
が
ゆ
え
に
「
自
己
」
を
強
く
意
識
し
、「
嫉

妬
」
と
い
う
感
情
に
苛
ま
れ
る
「
私
」
は
ま
さ
に
こ
の
困
難
さ
を
描
き
出
し

た
も
の
と
い
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
本
作
品
は
「
自
己
」
の
認
識
へ
の
固

執
に
よ
り
、「
人
間
の
妄
念
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
「
私
」
を
精
緻
な
構
造

と
寓
意
に
よ
っ
て
表
現
し
た
作
品
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

※
『
エ
チ
カ
』
に
つ
い
て
の
引
用
は
、
上
野
修
『
デ
カ
ル
ト
、
ホ
ッ
ブ
ス
、

ス
ピ
ノ
ザ
―
―
哲
学
す
る
一
七
世
紀
』（
講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
一
一
・

一
〇
）
に
よ
る
。

（
お
お
つ
か
ゆ
み

大
学
院
前
期
課
程
在
学
生
）
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