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二
十一世
紀
の
実
存

　

は
じ
め
ま
し
て
、
岡
和
田
晃
と
申
し
ま
す
。
こ
の
た
び
第
五
回
日
本
Ｓ

Ｆ
評
論
賞
の
優
秀
賞
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
贈
賞
式
で
ス
ピ
ー
チ
を
す
る

機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
お
聞
き
に
な
っ
た
編
集

氏
か
ら
、
ス
ピ
ー
チ
で
話
し
た
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
旨

の
寄
稿
依
頼
を
賜
り
ま
し
た
。
若
輩
者
で
ま
こ
と
に
恐
縮
で
す
が
、
読
者

の
皆
さ
ま
に
は
少
々
の
お
時
間
を
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

　

私
が
賞
を
い
た
だ
い
た
作
品
は
「「
世
界
内
戦
」
と
わ
ず
か
な
希
望
─

─
伊
藤
計
劃
『
虐
殺
器
官
』
へ
向
き
合
う
た
め
に
」
と
い
う
論
文
に
な
り

ま
す
。
本
書
一
〇
頁
に
全
文
を
掲
載
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
詳
細

は
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
ご
承
知
な
い
方
の
た

め
に
説
明
い
た
し
ま
す
と
、
拙
論
で
取
り
上
げ
た
『
虐
殺
器
官
』
と
は
、

二
〇
〇
九
年
の
三
月
に
三
十
四
歳
の
若
さ
に
て
癌
で
亡
く
な
っ
た
作
家
・

伊
藤
計
劃
氏
の
処
女
長
編
で
す
。

 　

こ
の
作
品
は
出
版
当
初
よ
り
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け
、
最
近
で
は

「
Ｓ
Ｆ
が
読
み
た
い
！
〈
二
〇
一
〇
年
度
版
〉」
に
て
「
ゼ
ロ
年
代
ベ
ス
ト

Ｓ
Ｆ
」
の
第
一
位
に
選
ば
れ
、
今
年
の
二
月
に
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
Ｊ
Ａ
へ
収

録
さ
れ
た
後
に
は
、
さ
ら
に
広
範
な
読
者
を
獲
得
し
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、『
虐
殺
器
官
』
の
結
末
部
分
に
象
徴
さ
れ
る
、
私
た

ち
が
生
き
る
時ツ

ァ
イ
ト
ガ
イ
ス
ト

代
精
神
を
象
徴
す
る
よ
う
な
大
き
な
問
題
の
重
要
性
を
直

観
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
対
し
、（
私
自
身
を
含
む
）
読
者
の
多
く
が
き

ち
ん
と
向
き
合
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
が
拭
い
き
れ
ず
、

そ
の
こ
と
を
論
文
の
主
題
と
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、も
と
も
と
私
が
伊
藤
計
劃
論
を
書
い
た
動
機
は
、

伊
藤
氏
を
励
ま
す
た
め
で
し
た
。
〇
九
年
の
一
月
、
長
ら
く
患
っ
て
い
た

病
状
が
悪
化
し
た
こ
と
を
知
り
、
迷
惑
を
承
知
で
「
い
ま
、
伊
藤
計
劃
論

を
準
備
し
て
い
る
。
だ
か
ら
元
気
で
い
て
、
そ
れ
が
形
に
な
る
の
を
見
届

け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
意
味
の
長
い
メ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。
身
勝
手
極

ま
り
な
い
話
で
す
が
、
伊
藤
氏
が
作
家
で
あ
る
以
上
、
彼
を
救
う
た
め
に

私
が
で
き
る
こ
と
は
そ
れ
し
か
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
す
。

　

加
え
て
、
私
は
向
井
豊
昭
と
い
う
癌
で
亡
く
な
っ
た
作
家
と
交
流
が

あ
っ
た
の
で
、
せ
め
て
も
の
救
い
に
な
れ
ば
と
、
向
井
氏
の
遺
族
か
ら
受

け
取
っ
た
「
島
本
コ
ウ
ヘ
イ
は
円
空
だ
っ
た
」（
第
十
次
〈
早
稲
田
文
学
〉

二
号
）
と
い
う
小
説
を
も
送
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
向
井
氏
が
亡
く
な
る
数
日
前
に
、
病
床
で
幻
覚
に
襲
わ
れ
て
い

た
様
子
を
家
族
の
方
が
聞
い
て
い
て
、
そ
の
内
容
を
意
識
を
取
り
戻
し
た

向
井
氏
に
伝
え
た
際
、「
こ
れ
は
小
説
に
な
る
」
と
、
口
述
筆
記
で
一
気

に
書
き
上
げ
た
作
品
で
す
。
さ
な
が
ら
カ
フ
カ
の
「
判
決
」
を
思
わ
せ
る

異
様
な
迫
力
に
満
ち
た
掌
篇
で
し
た
。

　

結
局
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
の
作
品
を
送
っ
た
の
で
す
か
ら
、
と

も
す
れ
ば
不
謹
慎
の
誹
り
を
免
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
向
井
氏
の

作
品
の
異
様
な
力
を
通
じ
、〝
何
が
起
き
て
も
明
日
が
あ
る
〟
と
信
じ
続

け
る
人
も
い
る
と
、
私
は
伝
え
た
か
っ
た
の
で
す
。
勝
手
な
が
ら
、
そ
の

意
図
は
汲
ん
で
い
た
だ
け
た
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、（
伊
藤
計
劃
氏
が
「
天
才
だ
」
と
評
価
し
て
い
た
）
漫
画
家

の
速
水
螺
旋
人
氏
を
お
誘
い
し
て
、
彼
の
入
院
し
て
い
た
東
京
医
科
歯
科

大
学
付
属
病
院
に
ま
で
お
見
舞
い
に
も
向
か
い
ま
し
た
。

　

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
批
評
家
と
し
て
商
業
誌
に
記
事
を
発
表
す
る
前

か
ら
、
私
は
Ｒ
Ｐ
Ｇ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の

初
め
て
の
単
著
は
『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
』
と
い
う
、
チ
ェ

チ
ェ
ン
・
グ
ル
ジ
ア
問
題
を
扱
っ
た
本
な
の
で
す
が
、
こ
の
作
品
は
最
終

的
に
は
『
虐
殺
器
官
』
の
衝
撃
を
な
ん
と
か
Ｒ
Ｐ
Ｇ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
へ

落
と
し
込
む
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
伊
藤
氏
は
Ｒ

Ｐ
Ｇ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
私
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
目
標
を
提
示
し
て
く

れ
た
方
で
し
た
。

　

私
が
速
水
氏
と
お
見
舞
い
に
行
っ
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
同
書
の
前
半

部
（〈Lead&

Read

〉V
ol.4

、
所
収
）
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ば
か
り
の

時
だ
っ
た
た
め
、
せ
め
て
も
の
感
謝
の
思
い
を
示
す
た
め
、
一
筆
添
え
て
、

同
書
を
病
室
へ
置
い
て
き
ま
し
た
。
話
を
し
た
い
こ
と
は
山
の
よ
う
に

あ
っ
た
の
で
す
が
、
抗
癌
剤
の
副
作
用
の
せ
い
か
、
伊
藤
氏
は
ほ
と
ん
ど

意
識
が
な
く
、
簡
単
な
会
話
す
ら
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
微

か
に
声
を
振
り
絞
り
、「
来
て
下
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お

話
が
で
き
な
く
て
す
み
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
く
れ
た
姿
が
、
今
で
も
目
蓋

に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
面
会
謝
絶
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
一
月
も

経
過
し
な
い
う
ち
に
訃
報
が
届
き
ま
し
た
。

　

伊
藤
計
劃
氏
は
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
前
か
ら
、
積
極
的
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
書
評
や
映
画
評
を
発
表
し
て
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も

私
が
伊
藤
氏
を
知
っ
た
の
は
、ジ
ャ
ッ
ク
・
ウ
ォ
マ
ッ
ク
と
い
う
サ
イ
バ
ー

パ
ン
ク
の
衝
撃
と
純
文
学
の
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え
た
作
家
に
つ
い
て
調
べ

て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
伊
藤
計
劃
氏
も
ウ
ォ
マ
ッ
ク
の
仕
事
へ
強
い
関

心
を
抱
き
、
そ
の
作
品
を
お
そ
ら
く
原
書
で
読
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。
そ

の
た
め
蛇
足
と
は
思
い
な
が
ら
も
、
受
賞
論
文
の
冒
頭
に
は
ウ
ォ
マ
ッ
ク

の
代
表
作
『
ヒ
ー
ザ
ー
ン
』
か
ら
の
引
用
を
添
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
伊
藤
氏
が
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
か
ら
間
も
な
く
開
催
さ

れ
た
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ベ
ス
タ
ー
の
『
ゴ
ー
レ
ム
一
〇
〇
』
の
刊
行
記

念
イ
ベ
ン
ト
を
介
し
、
伊
藤
氏
と
直
接
、
面
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
以

降
、
交
流
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

私
は
早
稲
田
大
学
Ｔ
Ｒ
Ｐ
Ｇ
サ
ー
ク
ル
乾
坤
堂
と
い
う
、
物
語
と
ゲ
ー

ム
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
を
主
軸
と
し
た
サ
ー
ク
ル
の
出
身
な
の
で
す

が
、
か
つ
て
こ
う
し
た
サ
ー
ク
ル
に
は
、
Ｓ
Ｆ
や
ゲ
ー
ム
、
あ
る
い
は
映

画
や
ロ
ッ
ク
に
め
っ
ぽ
う
詳
し
く
、
か
つ
自
分
な
り
の
ス
タ
イ
ル
を
貫
い

た
面
白
い
先
輩
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

　

私
が
伊
藤
氏
に
会
っ
た
際
に
す
ぐ
感
じ
た
の
も
、
そ
う
し
た
先
輩
た
ち

と
相
通
じ
る
、「
な
ん
だ
か
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
け
ど
す
ご
い
人
だ
」
と

い
う
尊
敬
の
念
と
、「
だ
け
ど
自
分
と
同
じ
空
気
を
吸
っ
て
き
た
人
だ
」
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と
い
う
親
し
み
の
情
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
出
逢
い
か
ら
二
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
伊
藤
氏
が
亡
く
な
っ

て
し
ま
い
、
心
の
ど
こ
か
に
ぽ
っ
か
り
と
大
き
な
穴
が
開
い
た
よ
う
な
思

い
が
続
い
て
い
ま
し
た
。私
が
伊
藤
氏
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
期
間
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
何
か
非
常
に
大
事
な

も
の
を
も
ら
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
受
賞
の
ご
連
絡
を
い
た
だ
き
、
小
松
左
京
マ
ガ

ジ
ン
へ
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
今
と
な
っ
て
も
、
ど
こ
か
で
伊
藤

氏
の
死
を
だ
し
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
拭

い
き
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

は
じ
め
て
『
虐
殺
器
官
』
を
読
ん
だ
際
、
私
は
言
葉
を
失
い
ま
し
た
。

私
が
抱
い
て
い
た
同
時
代
へ
の
疑
問
に
対
す
る
回
答
に
な
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。

　

伊
藤
計
劃
氏
は
一
九
七
四
年
生
ま
れ
、
私
は
八
一
年
生
ま
れ
で
す
。
同

世
代
と
い
う
に
は
開
き
が
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
あ
え
て
乱

暴
に
ま
と
め
ま
す
と
、
伊
藤
氏
や
私
の
世
代
は
、
ひ
た
す
ら
、
あ
る
種
の

シ
ニ
シ
ズ
ム
に
憑
か
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
通
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。

　

か
つ
て
、
Ｓ
Ｆ
界
の
先
人
た
ち
は
─
─
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
─
─
Ｓ
Ｆ

を
通
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
人
間
の
未
来
を
幻
視
し
、
人
間
の
生
き
る
べ

き
方
向
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
う
し
た
試
み
に

心
か
ら
敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、
ま
た
一
方
で
は
シ
ニ
カ
ル
に
「
そ
ん
な

こ
と
を
し
て
も
無
駄
だ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
世
界
は
変
え
ら
れ
な
い
」
と

ど
こ
か
で
諦
め
て
し
ま
う
よ
う
な
「
空
気
」
が
蔓
延
し
て
い
た
よ
う
に
思

え
ま
す
。

　

い
わ
ば
、
離
人
症
的
な
感
覚
を
も
っ
て
世
界
を
見
ざ
る
を
え
な
い
状
況

に
、伊
藤
氏
や
私
の
世
代
は
曝
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

か
つ
て
「
Ｓ
Ｆ
冬
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
た

ち
は
「
冬
の
時
代
」
の
寂
寥
感
を
文
字
通
り
身
体
的
に
感
じ
取
っ
て
き
た

世
代
だ
、
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。

　
『
虐
殺
器
官
』
で
は
こ
う
し
た
空
虚
さ
が
、
単
に
世
代
の
問
題
に
還
元

し
て
よ
し
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
は
歴
史
的
・
政
治
的
な
現
実
と

地
続
き
の
感
覚
だ
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
『
虐
殺

器
官
』
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
自
意
識
の
中
に
淫
す
る
こ
と
な
く
、
離
人
症
的

な
時
代
精
神
と
、
湾
岸
戦
争
や
九
・
一
一
以
降
、
二
十
世
紀
の
二
度
の
大

戦
や
冷
戦
時
代
を
経
て
訪
れ
た
、
巨
大
な
「
世
界
内
戦
」（
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
）
が
顕
在
化
し
た
状
況
と
を
切
り
結
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た
、
ほ
ぼ

最
初
の
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。そ
れ
ゆ
え『
虐

殺
器
官
』
は
、
恒
常
的
な
も
の
と
化
し
た
戦
争
状
態
と
空
虚
な
個
人
の
実

存
を
、
深
い
レ
ベ
ル
で
切
り
結
ば
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
す
。

　
『
虐
殺
器
官
』
が
描
き
出
し
た
未
来
像
は
、書
き
割
り
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
を
提
示
し
て
よ
し
と
す
る
の
で
は
な
く
、
徹
底
し
て
「
起
こ
り
う
る
」

世
界
と
し
て
の
考
証
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
拙
論
を
書
く
に

あ
た
っ
て
は
、『
虐
殺
器
官
』
が
用
い
た
Ｓ
Ｆ
的
な
方
法
の
本
質
に
つ
い

て
考
え
て
い
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
る
と
否
応
な
く
、
伊
藤
氏

と
、
小
松
左
京
氏
に
代
表
さ
れ
る
日
本
Ｓ
Ｆ
の
伝
統
と
の
関
わ
り
と
い
う

大
き
な
問
題
が
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
『
虐
殺
器
官
』
は
、
小
松
氏
と
因
縁
浅
か
ら
ぬ
作
品
で
す
。

と
い
う
の
も
、
第
七
回
小
松
左
京
賞
の
最
終
候
補
と
な
り
な
が
ら
も
、
あ

え
な
く
落
選
の
憂
き
目
を
見
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
私
は
こ
こ
で
小
松
氏
の
判
断
に
異
議
を
呈
す
る
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
伊
藤
氏
自
身
も
同
じ
で
し
た
。
後
か
ら
聞
い
た
話

で
は
、
伊
藤
氏
は
小
松
氏
の
選
評
に
対
し
て
特
に
大
き
な
不
満
を
ぶ
つ
け

る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
第
七
回
小
松
左
京
賞
が
「
受
賞
作
な
し
」
に
終

わ
り
、
他
の
候
補
者
の
作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
を
嘆
く
気
持

ち
の
方
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ど
こ
ま
で
も
控
え
め
な
人
で
し
た
の

で
、
決
し
て
腐
る
こ
と
な
く
、
次
作
へ
取
り
か
か
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

　

小
松
左
京
賞
の
選
評
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
、
虐
殺
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
人
物
の
動
機
や
、
ラ
ス
ト
の
主
人
公
の
行
動
に
つ
い
て
の
説
得
力
の
弱

さ
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
は
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
人
間
を
観
察
す
る
の
は
難
し
い
、
説
得
力
の
あ
る
心
理
的

な
描
写
は
自
分
の
苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
意
味
の
話
を
、
私
は
本

人
の
口
か
ら
聞
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

た
だ
、
伊
藤
氏
が
苦
手
と
し
て
い

た
と
称
す
る
人
間
観
察
や
心
理
的

な
描
写
と
い
う
も
の
は
、
彼
の
技
倆

の
不
足
で
は
な
く
、
思
春
期
や
人
格

形
成
期
に
離
人
症
的
な
状
況
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
私
た
ち
の
世

代
に
共
通
し
た
問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
ま
た
、
私
の

中
で
拭
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
拙
論
を
書
い
て
い
る
う
ち

に
、虐
殺
の
動
機
や
ラ
ス
ト
の
行
動
は
、む
し
ろ
あ
あ
い
う
形
に
な
っ
て
し

ま
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
の

世
代
に
の
み
共
有
さ
れ
る
感
覚
で
は
な
く
、
病
ん
だ
世
界
の
痛
み
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
生
半
可
な
解
決
策
を
与
え
て
済
ま

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、と
確
信
す
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

　

〇
九
年
十
二
月
、
伊
藤
計
劃
氏
の
完
成
を
見
た
長
編
と
し
て
の
遺
作

『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』
が
、
第
三
十
回
日
本
Ｓ
Ｆ
大
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
そ

れ
自
体
は
と
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
選
考
委
員
の
一
人
で

あ
る
萩
尾
望
都
氏
は
、『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』
に
登
場
す
る
「
感
情
の
な
い
村
」

と
い
う
設
定
が
何
度
説
明
さ
れ
て
も
理
解
で
き
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と

を
、
選
評
に
て
述
べ
て
い
ま
し
た
。

　

か
つ
て
小
松
左
京
賞
の
選
評
で
は
、『
虐
殺
器
官
』
に
登
場
す
る
「
虐

殺
の
言
語
」
と
い
う
重
要
な
ギ
ミ
ッ
ク
に
つ
い
て
説
明
が
不
足
し
て
い
た

と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
Ｓ
Ｆ
大
賞
の
選
評
で
の
萩
尾
氏

も
同
様
の
論
調
で
、「
虐
殺
の
言
語
」
の
中
身
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う

意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

　

確
か
に
、『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』
の
文
体
は
構
造
が
剥
き
出
し
で
、
し
か
も

あ
る
一
点
か
ら
先
、
肝
心
な
内
奥
を
掴
ま
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味

で
『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』
は
、
行
間
か
ら
滲
み
出
る
離
人
症
的
な
世
界
認
識
を

共
有
す
る
も
の
へ
の
み
、
強
く
語
り
か
け
て
い
る
作
品
だ
と
見
る
こ
と
も
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で
き
ま
す
。「
虐
殺
の
言
語
」
に
つ
い
て
も
、
本
質
的
に
は
同
様
の
性
質

を
有
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
私
は
ご
く
自
然

に
、「
感
情
の
な
い
村
」
や
「
虐
殺
の
言
語
」
が
、
一
瞬
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
読
む
こ
と
が
で
き
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
自
分
の
感
情
を
マ
ス
キ
ン
グ
し
、
笑
っ
た
り
泣
い
た
り
と

い
っ
た
感
情
の
昂
ぶ
り
さ
え
も
、
一
歩
引
い
た
、
い
わ
ば
メ
タ
レ
ベ
ル
か

ら
傍
観
者
と
し
て
眺
め
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し

た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
状
況
こ
そ
が
、「
感
情
の
な
い
村
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
虐
殺
の
言
語
」
に
つ
い
て
も
同
じ

で
す
。
私
た
ち
が
日
本
で
安
寧
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
間
に
も
、
イ
ラ
ク

で
は
、
ソ
マ
リ
ア
で
は
、
ダ
ル
フ
ー
ル
で
は
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
で
は
、
チ
ベ
ッ

ト
で
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
、
日
々
、
テ
ロ
や
戦
争
が
蔓
延
し
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
地
域
の
惨
状
を
傍
観
し
な
が
ら
、
さ
な
が
ら
人
間
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
一
部
で
あ
る
と
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
達
観
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い

状
況
、
自
分
の
安
寧
た
る
生
活
を
捨
て
て
ま
で
世
界
を
変
え
よ
う
と
自
ら

を
投
企
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
。
そ
う
し
た
時
代
の
背
景
が
「
虐
殺
の
言

語
」と
い
う
ギ
ミ
ッ
ク
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う
、

読
み
ま
し
た
。『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』
で
は
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
と
日
本
人
と
い

う
ま
っ
た
く
異
な
る
生
活
圏
を
生
き
る
人
た
ち
が
、「
世
界
内
戦
」
の
時

代
の
犠
牲
者
と
い
う
括
り
に
お
い
て
等
価
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

繰
り
返
し
ま
す
が
、
私
は
小
松
左
京
氏
や
萩
尾
望
都
氏
を
非
難
し
、
自

ら
の
解
釈
を
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

反
対
に
、「
感
情
の
な
い
村
」
に
し
ろ
「
虐
殺
の
言
語
」
に
せ
よ
、
そ

こ
に
な
ぜ
確
固
た
る
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
う

ま
く
論
じ
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、『
虐
殺
器
官
』
が
抱
え
た
問
題
を
、

あ
る
特
定
の
世
代
の
特
異
な
問
題
と
し
て
の
み
還
元
さ
せ
て
終
わ
り
に
す

る
の
で
は
な
く
、
よ
り
普
遍
的
な
同
時
代
の
精
神
を
象
徴
し
、
そ
の
閉
塞

感
を
抜
け
出
す
ヒ
ン
ト
を
も
示
唆
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
落
差
を
、「
団
塊
の
世
代
」
と
「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」
の
対
立

と
い
っ
た
よ
う
な
世
代
間
の
感
受
性
の
差
異
と
捉
え
、
そ
れ
で
よ
し
と
し

て
し
ま
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
簡
単
で
す
。

　

そ
の
た
め
私
の
受
賞
論
文
で
は
、
小
松
的
な
も
の
と
伊
藤
的
な
も
の
の

す
れ
違
い
を
指
摘
し
つ
つ
、
伊
藤
氏
の
中
に
も
小
松
氏
的
な
と
こ
ろ
が

宿
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
、
あ
え
て
行
っ
て
み
た
次
第

で
す
。

　

現
に
伊
藤
計
劃
氏
自
身
、
日
本
Ｓ
Ｆ
の
伝
統
を
う
ま
く
吸
収
し
、
創
作

の
基
盤
と
し
て
き
た
作
家
で
し
た
。
例
え
ば
、
飛
浩
隆
氏
の
短
篇
に
「
夜

と
泥
の
」
と
い
う
作
品
（『
象
ら
れ
た
力
』
所
収
）
が
存
在
し
ま
す
。
か

つ
て
伊
藤
計
劃
氏
と
一
緒
に
お
酒
を
飲
ん
で
い
た
際
、
飛
作
品
の
話
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
夜
と
泥
の
」
の
話
に
な
る
と
、
伊
藤
氏

が
突
然
「
わ
か
っ
た
！
」
と
叫
ん
だ
の
で
す
。
話
を
聞
く
と
、
氏
の
短
篇

「From
 the N

othing, w
ith Love.

」（『
伊
藤
計
劃
記
録
』
所
収
）
が
「
夜

と
泥
の
」
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
や
ら
私
と

話
を
し
て
い
る
う
ち
に
気
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
際
、
私
は
伊
藤
氏
の
作
品
の
中
に
も
、
必
ず

や
小
松
作
品
の
遺
伝
子
が
入
り
込
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
、
と
思
う
に
至

り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、小
松
氏
の
出
発
点
の
一
つ
で
あ
る
処
女
長
編『
日

本
ア
パ
ッ
チ
族
』
の
最
初
期
の
版
（
光
文
社
カ
ッ
パ
ノ
ベ
ル
ズ
、第
八
刷
、

一
九
六
四
年
）
を
入
手
し
、
読
み
比
べ
て
み
た
時
に
は
、
そ
の
奇
妙
な
ま

で
の
相
同
性
に
驚
き
ま
し
た
。

　

ご
承
知
の
通
り
、『
日
本
ア
パ
ッ
チ
族
』
は
「
大
阪
最
大
の
、し
か
し
も
っ

と
も
す
さ
ま
じ
い
『
廃
墟
』」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
で
す
。
日
本
が

再
軍
備
さ
れ
、
失
業
が
刑
法
上
の
罪
と
な
り
、
職
業
を
見
つ
け
ら
れ
る
社

会
的
能
力
の
な
い
も
の
は
「
追
放
」
さ
れ
る
と
い
う
過
激
な
設
定
は
、
文

字
通
り
「
戦
後
」
の
色
合
い
を
強
く
帯
び
て
い
ま
す
が
、
い
ま
読
む
と
よ

り
強
く
感
じ
る
の
は
、
四
十
年
以
上
の
時
を
隔
て
、
貧
困
が
支
配
し
格
差

の
広
が
り
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
、
現
代
社
会
の
様
相
を
先
取
り
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

世
界
大
戦
の
後
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
虚
無
感
と
、
そ
こ
か
ら
立
ち

上
が
っ
て
く
る
強
靱
な
生
命
力
。
こ
の
脇
に
、
例
え
ば
『
虐
殺
器
官
』
や

『
ハ
ー
モ
ニ
ー
』
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
両
者
の
同
質
性
と
差
異
が
く
っ
き

り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。『
日
本
ア
パ
ッ
チ
族
』

の
冒
頭
、
大
阪
市
内
を
主
人
公
の
木

田
福
一
が
引
き
回
さ
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
す
で
に
、
戦
後
の
猥
雑
さ
と
狂

躁
が
そ
の
ま
ま
湧
き
あ
が
っ
て
く

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
う
し
た
狂
躁
は
、『
虐
殺
器
官
』
で
描
か
れ
る
、

「
大
量
に
人
が
死
ぬ
こ
と
」
に
慣
れ
た
世
界
と
好
対
照
を
為
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
『
日
本
ア
パ
ッ
チ
族
』
で
描
か
れ
る
、
戦
前
に
舞
い
戻
っ
た
か

の
よ
う
な
軍
国
的
な
政
治
体
制
と
職
に
あ
ぶ
れ
た
も
の
を
平
気
で
切
り
捨

て
る
非
情
な
管
理
体
制
が
融
合
し
た
世
界
観
は
、
情
報
環
境
が
人
間
の
身

体
を
徹
底
し
て
支
配
し
、
自
ら
の
生
死
す
ら
主
体
的
に
決
断
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
な
い
伊
藤
氏
の
小
説
世
界
と
、
極
め
て
近
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。

　

哲
学
者
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
社
会
学
者
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ン

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
前
者
は
管
理
社
会
、
後
者
は
監
視
社
会
を
描
い
て

い
る
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。

　
『
日
本
ア
パ
ッ
チ
族
』
の
主
人
公
は
、
上
司
に
逆
ら
っ
た
結
果
失
業
し

て
し
ま
い
、
砲
兵
工
廠
跡
地
へ
追
放
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
飢
え

死
に
し
か
け
た
と
こ
ろ
を
、
元
活
動
家
の
山や

ま

田だ

捻
ひ
ね
る

に
救
わ
れ
る
。
彼
は

サ
バ
イ
バ
ル
の
術
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
粘
り
強
い
闘
志
」
を
通
じ
、
主

人
公
の
「
精
神
の
肩
代
わ
り
を
し
て
く
れ
」
る
に
ま
で
至
り
ま
す
。

　

追
放
地
で
何
度
も
極
限
状
態
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
決
し
て
「
人
間
で

あ
る
こ
と
」
を
や
め
よ
う
と
せ
ず
、
自
由
を
求
め
て
門
に
飛
び
込
ん
だ
結

果
、
脱
出
す
る
寸
前
の
と
こ
ろ
で
首
を
ね
じ
切
ら
れ
て
し
ま
う
山
田
の
姿

と
、
徹
底
し
て
受
動
的
な
姿
勢
を
貫
き
、
や
が
て
は
鉄
を
喰
ら
っ
て
「
ア

パ
ッ
チ
」
へ
と
進
化
す
る
主
人
公
の
姿
勢
は
、
こ
れ
ま
た
、
見
事
に
対
照

的
で
し
た
。

　

そ
の
後
「
ア
パ
ッ
チ
」
た
ち
は
つ
い
に
管
理
社
会
と
し
て
の
日
本
を
滅
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ぼ
す
に
至
る
わ
け
で
す
が
、
彼
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
主
人
公
の
受
動
的

な
、
本
文
の
表
現
を
借
り
れ
ば
完
全
に
「
鉄
化
0

0

」（
傍
点
著
者
）
し
て
い

な
い
視
点
を
経
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
十

全
に
描
写
さ
れ
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

巽
孝
之
氏
は
『
日
本
変
流
文
学
』
で
、
日
本
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
表
象

す
る
ヒ
ー
ロ
ー
像
の
特
徴
を
「
創
造
的
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
源
流
が
『
日
本
ア
パ
ッ
チ
族
』
の
主
人
公
の
在
り
方

に
は
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
す
。そ
し
て『
虐
殺
器
官
』や『
ハ
ー

モ
ニ
ー
』
の
主
人
公
た
ち
も
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

取
っ
て
代
わ
り
、
主
人
公
を
取
り
巻
く
環
境
を
徹
底
し
て
管
理
す
る
社
会

に
お
い
て
「
創
造
的
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
」
を
体
現
し
た
人
間
で
し
た
。

　

私
は
笠
井
潔
氏
か
ら
、
小
林
秀
雄
や
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
描
い
た

よ
う
な
十
九
世
紀
末
的
な
自
意
識
の
屈
折
が
、
二
十
世
紀
の
世
界
戦
争
に

よ
っ
て
端
的
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
後
、「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
と
思
い
悩
む

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
姿
勢
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
無
根
拠
に
決
断
し
飛

躍
す
る
実
存
が
登
場
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、『
日

本
ア
パ
ッ
チ
族
』
で
描
か
れ
る
人マ
ン
・
マ
シ
ン
・
イ
ン
タ
フ
ェ
イ
ス

間
＝
機
械
共
生
系
の
位
相
は
、
い
わ
ば

社
会
主
義
や
全
体
主
義
を
経
た
う
え
で
訪
れ
た
二
十
世
紀
的
な
実
存
の
あ

り
方
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る
こ

と
も
可
能
だ
と
考
え
ま
す
。

　

か
つ
て
批
評
家
・
作
家
の
山
野
浩
一
氏
は
「
日
本
Ｓ
Ｆ
の
原
点
と
指
向
」

に
お
い
て
、「
体
系
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
拡
大
し
得
る
」、「
小

さ
い
な
が
ら
も
緻
密
な
イ
デ
ー
」
を
『
日
本
ア
パ
ッ
チ
族
』
に
見
出
し
て

い
ま
し
た
が
、
背
景
と
な
る
世
界
観
が
管
理
社
会
か
ら
監
視
社
会
へ
変
遷

し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
こ
の
「
イ
デ
ー
」
が
、
仮
に
四
十
年
の

時
を
経
て
伊
藤
氏
の
作
品
へ
宿
り
得
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
伊
藤
氏
の
描

こ
う
と
試
み
て
い
た
も
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
先
、
す
な
わ
ち
二
十
一
世
紀

型
の
実
存
だ
っ
た
と
仮
定
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
二
十
一
世
紀
型
の
実
存
が
い
か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る

の
か
、
い
ま
だ
私
た
ち
は
確
固
た
る
モ
デ
ル
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

は
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
祖
型
に
な
り
う
る
新
時

代
の
無
機
質
性
、す
な
わ
ち「
人
間
中
心
主
義
」の
次
に
訪
れ
る
だ
ろ
う「
鉱

物
中
心
主
義
」
の
位
相
を
、
伊
藤
氏
は
離
人
症
的
な
心
性
か
ら
転
化
さ
せ

る
形
で
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
『
日
本
変
流
文
学
』
で
の
巽
孝
之
氏
は
、花
田
清
輝
の
「
ド
ン
・
フ
ァ
ン
」

論
を
引
用
し
、「
戦
後
復
興
期
に
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
転
形
期
に
ふ
さ
わ

し
い
日
本
人
像
」
と
し
て
の
「
鉱
物
中
心
主
義
」
と
、『
日
本
ア
パ
ッ
チ
族
』

の
小
松
左
京
氏
と
の
類
似
を
見
出
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
流
れ
で
考
え

る
と
、
伊
藤
計
劃
氏
の
作
品
は
二
十
世
紀
か
ら
二
十
一
世
紀
と
い
う
転
形

期
の
、
そ
し
て
何
よ
り
顕
在
化
し
た
「
世
界
内
戦
」
の
時
代
の
「
鉱
物
中

心
主
義
」を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

近
年
、
荒
巻
義
雄
氏
は
、「
日
本
Ｓ
Ｆ
の
初
期
、
小
松
左
京
の
『
日

本
ア
パ
ッ
チ
族
』
の
衝
撃
が
わ
れ
わ
れ
を
襲
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
う

す
れ
ば
社
会
の
矛
盾
が
小
説
に
な
る
の
だ
と
、
多
く
の
人
々
が
勇
気
づ

け
ら
れ
た
も
の
だ
」
と
語
り
ま
し
た
が
（「
卑
金
属
は
卑
し
く
な
い
」、

〈Speculative Japan

〉
所
収
）
伊
藤
氏
の
小
説
も
ま
た
、
二
十
一
世
紀

型
の
世
界
観
の
矛
盾
か
ら
出
発
し
、小
説
へ
と
結
実
さ
せ
た
も
の
で
し
た
。

　

九
〇
年
代
以
降
の
Ｓ
Ｆ
シ
ー
ン
を
リ
ー
ド
し
続
け
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
作
家
、
グ
レ
ッ
グ
・
イ
ー
ガ
ン
に
「
チ
ャ
ル
マ
ー
の
岩
」（〈
Ｓ
Ｆ

マ
ガ
ジ
ン
〉
九
三
年
九
月
号
）
と
い
う
短
篇
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
で

は
、
Ｓ
Ｆ
な
ら
で
は
の
超
光
速
飛
行
を
通
じ
、
多
元
宇
宙
に
存
在
す
る
別

個
の
世
界
を
旅
し
て
回
る
親
子
の
姿
が
描
か
れ
ま
す
が
、
彼
ら
が
求
め
る

「
チ
ャ
ル
マ
ー
の
岩
」
と
は
、
さ
な
が
ら
錬
金
術
の
「
賢
者
の
石
」
の
よ

う
に
、
多
元
宇
宙
を
統
べ
る
論
理
が
物
質
と
し
て
顕
現
さ
せ
た
も
の
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
チ
ャ
ル
マ
ー
の
岩
」
を
並

べ
て
み
る
と
伊
藤
氏
は
、二
十
一
世
紀
型
の
実
存
モ
デ
ル
の
素
描
を
通
じ
、

一
足
飛
び
に
「
チ
ャ
ル
マ
ー
の
岩
」
を
幻
視
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と

思
い
た
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
彼
岸
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
伊
藤
氏
は
も
は
や
、
新
た
な

作
品
を
発
表
す
る
こ
と
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
後
は
残
さ
れ
た
者
た
ち
が
、

い
か
に
し
て
彼
の
遺
し
た
作
品
を
読
み
替
え
─
─
小
松
氏
が
体
現
し
た
よ

う
な
─
─
Ｓ
Ｆ
の
伝
統
と
革
新
へ
そ
れ
ぞ
れ
接
続
さ
せ
て
い
き
な
が
ら
、

見
つ
け
出
し
た
も
の
を
新
た
な
創
造
性
へ
転
化
さ
せ
て
い
く
の
か
が
鍵
と

な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
遺
さ
れ
た
私
た
ち
は
皆
、
Ｓ
Ｆ
と
い
う
大
き
な
世
界

の
中
に
お
け
る
、
伊
藤
氏
の
始
め
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
後
継
者
で
あ
る
と

言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
、
伊
藤
氏
が
幻
視
し
た
二
十
一
世

紀
型
の
実
存
が
い
か
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
か
、
微
力
な
が
ら
考

え
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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