
小
特
集
●
女
性
学
の
最
前
線

ポ

イ

エ
テ

ィ
ー
ク

/

ポ

リ

テ

ィ
ー
ク

書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
政
治
学

西
川

直
子

今
回
の
日
本
近
代
文
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「文
学
の
く
政
治
学
V
」

に
当
た
り
、
私
の
考
え
を

一
般
的
な
か
た
ち
で
述
べ
て
み
た
い
と
お

も
い
ま
す
。
そ
の
さ
い
、
実
例
と
し
て
、
日
本
文
学
で
は
な
く

フ
ラ

ン
ス
文
学
、
特
に

一
九
世
紀
末
の
象
徴
派
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ヌ

・
マ
ラ

ル
メ
に
か
ん
し
て
言
及
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
お
も
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
点
は
ご
容
赦
ね
が
い
た
く
存
じ
ま
す
。
あ
え
て
こ
じ

つ
け
ま
す

と
、

一
九
世
紀
末
は
日
本
近
代
文
学
の
出
発
の
時
期
で
も
あ
る
わ
け

で
し

て
、
な
ん
ら
か
の
関
連
も
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も

考
え

る
次
第
で
す
。

文
学
と
政
治
な
い
し
政
治
学
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
交
わ
り
の
関

係
性

に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
論
じ
方
が
で
き
る
で
し
ょ
う

が
、

そ
の
多
面
性
を
整
理
し
て
、
私
は
三

つ
の
レ
ヴ

ェ
ル
を
設
定
し

て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
前
も

っ
て
触

れ
て
お
き
ま
す
が
、
政
治
と
い
う
概
念
を
私
は
く
権
力

V
の
問
題
系

と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、
考
え
て
い
く
予
定
で
す
。
権
力
の
問
題
は

従
来
、
ま
さ
し
く
政
治
的
な
支
配
と
被
支
配
と
い
う
概
念

へ
と
翻
訳

さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
と
お
も
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

よ
う
な
見
方
で
は
説
明
で
き
な
い
権
力
の
あ
り
方
が
文
学
や
言
語
を

つ
う
じ
て
顕
わ
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
ひ
そ
か
に
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

*

三

つ
の
レ
ヴ

ェ
ル
の
第

一
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
文
学
と
い

う
営
為
と
、
そ
の
外
部
に
あ

っ
て
文
学
を
も
含
む
も
の
と
し
て
存
在

す
る
現
実
社
会
の
統
治
形
態
や
政
治
的
権
力
と
の
関
わ
り
と
い
う

レ

ヴ

ェ
ル
で
す
。
こ
の
レ
ヴ

ェ
ル
に
お
け
る
文
学
的
営
為
と
権
力
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
の
国
の
文
学
で
あ
れ
、
文
学
研
究
で
あ
れ
、

重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
日
本
近
代
文

学
に
お
い
て
は
、
戦
争
と
文
学
、
あ
る
い
は
戦
争
責
任
と
文
学
者
と

い
つ
た
問
題
が
設
定
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す

が
、
こ
れ
は
こ
の
第

一
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の
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
文
学
と
政
治
の
関
わ
り
を
問
う
て
い
る
と
い
え
ま

し
ょ
う
Q

フ
ラ
ン
ス
文
学
か
ら
例
を
ひ
け
ば
、
典
型
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る

の
は
、
百
年
ほ
ど
前
に
起
こ
っ
た
あ
の
ド
レ
フ

ユ
ス
事
件
で

あ
り
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
人
将
校

ド
レ
フ
ユ
ス
の
逮
捕
と
裁
判
を
め
ぐ
り
、

文
字
通

り
国
論
を
二
分
す
る
事
態
と
な
り
、
当
時

の
文
学
者
ド
レ

フ
ユ
ス
の
冤
罪
を
主
張
す
る
ド
レ
フ
ユ
ス
派
と
反
ド
レ
フ
ユ
ス
派
と

に
ほ
ぼ
色
分
け
さ
れ
ま
し
た
。

ド
レ
フ
ユ
ス
派
の
旗
頭
が
、

「我
弾

劾
す
」

の
新
聞
記
事
で
世
論
を
喚
起
し
た
自
然
主
義
作
家

エ
ミ
ー

ル
・
ゾ

ラ
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
ご
承
知

の
と
う
り
で
す
。

文
学
者

の
こ
の
よ
う
な
社
会
的

・
政
治
的
態
度
決
定

に
つ
い
て
は
、

実
存
主
義
哲
学
者
ジ

ャ
ン
ーー
ポ
ー
ル

・
サ
ル
ト
ル
の
く
ア
ン
ガ
ー

ジ

ュ
マ
ン
V
と
い
う
考
え
方
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ひ
と
は
何
人
と
い
え
ど
も
、
好
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
社
会

的
参
加
を
お
こ
な

っ
て
い
る
、
そ
し
て
特
に
作
家
や
知
識
人
は
そ
の

著
述
を

つ
う
じ
て
社
会
参
加
を
お
こ
な
う
の
だ
、
と
い
う
認
識
を
サ

ル
ト

ル
は
表
明
し
た
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
マ
ラ
ル
メ
に
つ
い
て
述

べ
て
み
ま
す
と
、
彼

は
ド

レ
フ
ユ
ス
事
件
に
関
し
て
自
分
の
立
場
を
鮮
明
に
さ
せ
る
こ
と

の
な
か

っ
た
例
外
的
な
文
学
者
の

一
人

で
あ
り
ま
し
た
。
友
人
た
ち
、

弟
子
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ド
レ
フ
ユ
ス
へ
の
支
持

・
不
支
持
を
明
確

に
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
彼
は
あ
き
ら
か
な
態
度
表
明
を

つ
い
に
お

こ
な
い
ま
せ
ん
で
し
・た
。
当
時
す
で
に
文
壇
に
地
位
を
築
い
て
い
た

詩
人
で
あ
れ
ば
、
暗
黙
の
う
ち
に
で
あ
れ
態
度
表
明
が
も
と
め
ら
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
す
。
そ
し
て
、
両
陣
営
に

別
れ
た
友
人
た
ち

・
弟
子
た
ち
と
の
関
係
は
か
わ
り
な
く
続
い
て
お

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
同
じ
く

一
九
世
紀
末

フ
ラ
ン
ス

で
吹
き
荒
れ
た
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
直
接
行
動

そ
れ
は
街
頭
テ
ロ

と
い
う
過
激
な
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
た
の
で
す
が

に
対
す
る
マ

ラ
ル
メ
の
、

い
う
な
れ
ば
煮
え
切
ら
な
い
態
度
に
も
同
様
の
形
で
あ

ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ラ
ル
メ
の
弟
子
で
、
当
時
気
鋭

の
批
評
家
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
で
も
あ

っ
た
フ
エ
リ

ッ
ク
ス

・
フ
ェ
ネ
オ
ン
と
い
う
人
物
が

お
り
ま
す
。

こ
の
フ
ェ
ネ
オ
ン
が
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
の
関
連
で
逮
捕

さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起

こ
り
、
そ
の
裁
判

に
マ
ラ
ル
メ
が
証
人
と

し
て
出
廷
す
る
と
い
う
事
態

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
の
証
言
記
録

に
よ
り
ま
す
と
、

マ
ラ
ル
メ
の
発
言
は
、

フ

ェ
ネ
オ
ン
の
温
厚
な
人

柄
や
美
的

セ
ン
ス
の
鋭
敏
さ
を
強
調
し
、
そ

の
よ
う
な
人
間
が
犯
罪

に
加
担
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
趣
旨

に
終
始
し
て
い
ま
す
。

も
と
よ
り
こ
の
発
言
内
容
は
、
弁
護
側

の
作
戦

に
沿
う
も
の
で
あ

っ

た
は
ず

で
す
が
、
同
時

に
、

マ
ラ
ル
メ
の
自
己
韜
晦

の
表
れ
で
も

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
強
調
し

て
お
き
た
い
こ
と
は
、
後
ほ
ど
詳
し
く
述

べ
る
予
定

の
も
の
を
少
し

先
取
り
し
て
言
い
ま
す
と
、
〈
書
く
V
と
い
う
文
学
的
営
為
が
含
み

も

つ
事
柄
の
重
大
さ
に
彼
が
き
わ
あ

て
意
識
的

で
あ

っ
た
と
い
う
こ

と

で
す
。
書
く
こ
と
に
く
ら
べ
れ
ば
、
現
実
世
界

の
政
治
や
権
力

の
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ゆ
く
え
は
彼
の
関
心
の
外
に
あ

っ
た
、
と
い
う
よ
り
は
、
周
到
に
そ

れ
を
関
心
の
外
に
押
し
や

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
言

い
方
を
変
え
れ
ば
、
文
学
と
権
力
の
関
係
性

の
第

一
の
レ

ヴ

ェ
ル
、

こ
れ
を

マ
ラ
ル
メ
は
自
分

の
活
動

の
範
疇

に
入
れ
て
い
な

か

っ
た

の
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
彼

の
政
治
的
な
沈
黙
や
、
核
心

に

触
れ
ぬ
お
し
ゃ
べ
り
と
い
っ
た
も
の
の
、
真

の
姿
が
浮
か
び
上
が

っ

て
く
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。

*

そ

の
姿
を
あ
ら
た
に
捉
え
る
た
め
に
、

こ
こ
で
文
学
と
権
力
の
関

係
性

に
第
二
の
レ
ヴ

ェ
ル
を
設
定
し
て
み
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
そ

れ
は
、

文
学
の
内
部
に
お
け
る
権
力
の
問
題
で
す
。
具
体
的
に
は
、

文
学
様
式
の
新
旧
対
立
な
い
し
新
旧
交
替
の
問
題
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が

っ
て
、
権
力
と
い
う
用
語
よ
り
は
、
権
威

と
い
う
単
語
の
ほ
う
が
、
よ
り
適
切
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ひ
き

つ
づ
き

マ
ラ
ル
メ
を
引
き
合
い
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
彼

の
晩
年

の
詩
論
的

エ
ツ
セ
イ
の
な
か

に

「限
定
さ
れ
た
行

動
」
と

い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
著
述
の
冒
頭
に
は
、
あ
る
い

は
先
程

の
フ
ェ
ネ
オ
ン
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
ら
れ
る
年
若
い
男

が
登
場

し
て
、
行
動
に
訴
え
る
必
要
を
話
者
に
説
く
場
面
が
あ
り
ま

す
。

そ
れ
に
対
し
て
作
中
の
話
者
は
ー

こ
れ
は
マ
ラ
ル
メ
自
身
と

解
釈

し
て
差
し

つ
か
え
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が

、
「行
動
と

は
な
に
か
」
と
自
問
し
な
が
ら
、
二
種
類
の
行
動
の
仕
方
を
提
示
し

て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ
は
、
〈
書
く

こ
と

〉
で
す
。
も
う
ひ
と

つ
は
、

文
章
を
引
用
し
ま
す
と
、
「
さ
ま
ざ
ま
に
対

立
し
て
い
る
方
向
の
う

ち
で
、
ど
れ
で
も
よ
い
、
あ
る
方
向
に
む
か
う
ひ
と

つ
の
力
を
惹
起

し
て
み
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
マ
ラ
ル
メ
の
場
合
、
詩

は
も
と
よ
り
散
文
も
、

多
義
的
な
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ

て
い
ま
し
て
、

こ
の
二

種
類

の
行
動

の
内
容
も
確
定
す
る
こ
と
が
困
難

で
は
あ
る
の
で
す
が
、

〈
書
く
こ
と
〉
に
対
比
さ
れ
て
い
る
後
者

の
あ
り
か
た
は
、

ひ
と
ま

ず
、
実
際
の
社
会
的
行
動

に
身
を
投
ず
る
こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
非
常

に
興
味
深
い
こ
と
に
、

後
者
の
な
か
に
は
、
新
聞
等
の
報
道
に
類
い
す
る
書
き
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
彼
が
い
う
書
く
行
為
は
、
文
学
言
語

の
創
出
を
意
味
し
て
お
り
、
文
学
言
語
に
関
わ
ら
な
い
書
き
も
の
は

一
般
の
世
間
的
な
行
為
の
範
囲
に
納
ま

っ
て
し
ま
う
も
の
で
し
か
な

い
の
で
す
。

文
学
言
語
の
創
出
と
い
う
行
動
に

「自
己

の
努
力
の
領
域
を
限
定

す
る
こ
と
」、

こ
の
よ
う
に
、
話
者
す
な
わ
ち

マ
ラ
ル
メ
は
、

年
少

の
友
に
語
り
か
け
ま
す
。
そ
れ
は
取
り
も
な
お
さ
ず
、
彼
自
身
の
決

意
表
明
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
す
。

「限
定
さ
れ
た
行
動
」

と
は
、

こ

の
よ
う
な
意
味
あ
い
で
用
い
ら
れ
た
表
現
だ

っ
た
の
で
す
。

マ
ラ
ル
メ
の
語

っ
た
言
葉
の
な
か
に
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「文
学
は
存
在
す
る
、

い
や
、

お
の
ぞ
み
な
ら
、
こ
う
言

っ
て
も
い
い
、
存
在
す
る
の
は
、
す
べ
て
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を
排
除
し
て
〈
文
学

〉
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
、
と
」
(「音
楽
と
文
芸
」
)。

こ
の
過
激
と
さ
え
い
え
る
発
言
か
ら
も
、

マ
ラ
ル
メ
の
関
心
が
現
実

の
政
治
や
権
力
状
況
に
は
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
、
す
く
な

く
と
も
向
け
る
こ
と
を
意
図
的
に
抑
制
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
事
実
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
他
方
に
お
い
て
、
そ
れ
と

は
裏
腹
に
、
書
く
こ
と
に
お
け
る
権
力
の
行
方
に
は
、
彼
は
き
わ
め

て
敏
感
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
自
身
が
、
文
学
様
式
の
権
力
闘

争
と
も
い
え
る
も
の
に
巻
き
込
ま
れ
た
苦
い
経
験
を
味
わ

っ
て
い
た

か
ら

で
す
。

一
八
七
〇
年
代
に
〈
パ
ル
ナ
ス
事
件

〉
と
い
う
文
学
史
上
の
出
来

事
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は

マ
ラ
ル
メ
の

「半
獣
神

の
午
後
」

(当
時

の
題
名
は

「半
獣
神
即
興
」)
と
ヴ

ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
編
が
、

詞
華
集

『
現
代
高
踏
詩
集

(パ
ル
ナ
ス
・
コ
ン
タ
ン
ポ
ラ
ン
)
』

へ

の
掲
載
を
悪
罵
の
言
辞
を
も

っ
て
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
文
学
事
件
で

す
。
当
時
、

フ
ラ
ン
ス
詩
の
主
流
は
高
踏
派
で
あ
り
、
審
査
員
た
ち

は
ア
ナ
ト
ー
ル

・
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
あ
、
高
踏
派
に
属
す
る
詩
人
た

ち
で
し
た
。
こ
の
事
件
を
分
水
嶺
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
詩
は
象
徴
派

の
時
代

へ
と
転
回
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
象
徴
派
が
社

会
的

に
認
知
さ
れ
る
に
は
、
さ
ら
に
十
年
を
ま
た
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん

で
し
た
。

高
踏
派
と
象
徴
派

の
違

い
を
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
絵
画
的
な
静
態
的
描
写
を
旨
と
す
る
高
踏
派

に
対
し
、

「言
葉

に
よ
る
音
楽
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
象
徴
派
は
、

描
写
よ

り
は
暗
示
、
静
態
性
よ
り
は
動
態
性
を
打
ち
出
し
た
、
と
要
約
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
詩
の
リ
ズ
ム
も
お
お
き

く
変
化
し
ま
し
た
。
古
典
詩
以
降
、
徐
々
に
流
動
化
さ
れ
て
き
た
伝

統
的
な
定
型
韻
律
は
、
象
徴
派
に
い
た

っ
て
根
底
的
な
掘
り
崩
し
に

見
舞
わ
れ
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
自
由
詩
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
形
式
の
権
力
交
替

の
さ
ま
を
、

マ
ラ
ル
メ

は
自
覚
的
、
意
識
的
に
体
験
し
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

自
覚
的

・
意
識
的
な
現
状
把
握
は
、
絵
画
の
領
域
に
お
け
る
反
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
新
勢
力
の
台
頭
、

つ
ま
り
印
象
派

の
出
現
に
い
ち
早
く

反
応
し
て
、
印
象
派
擁
護
論
を
最
初
期
に
発
表
し
て
い
る
こ
と
に
も

如
実
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
お
そ
ら
く
、
自
分
と
同
じ
革
新
者

の
姿
を
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
の
う
ち
に
認
め
た
の
だ
と
お
も
わ
れ

ま
す
。

「
エ
ド
ガ
i

・
ポ
オ
の
墓
」

と
い
う
作
品

の
な
か
で
は
、

詩
人
は

「種
族
の
言
語

に
い
っ
そ
う
純
粋
な
意
味
を
与
え
る
天
使
」
と
喩
え

ら
れ
ま
し
た
。
民
族
の
言
語
を
よ
り
純
粋
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

新
し
い
文
学
言
語
の
創
出
に
よ
っ
て
国
語
に
新
し
い
命
を
吹
き
込
む

こ
と
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
民
族
の
言
語
の
刷
新
は
現

実
社
会
に
お
け
る
革
命
に
も
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
、

マ
ラ
ル
メ
は
明
確

に
吐
露
し
て
い
ま
す
。

一
八
九
四
年

に
オ

ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
・
ケ
ン
ブ
リ

ッ
チ
両
大
学

で
お
こ
な

っ
た
講
演

に
は
、
次

の
よ
う
な
指
摘
が
み
ら
れ
ま
す
。

「
こ
の
う
え
な
く
驚
く
べ
き

ニ
ュ
ー
ス
、

前
代
未
聞
の
事
態
が
起
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こ
っ
て
い
る
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
詩
句
に
手
を

つ
け
て
し
ま
い

ま
し
た
。
政
府
が
次
々
と
変
わ

っ
て
も
、
今
ま
で
韻
律
の
あ
り
よ
う

は
手

つ
か
ず
の
ま
ま
で
し
た
。
度
重
な
る
革
命
の
さ
い
に
も
、
韻
律

の
あ
り
よ
う
は
見
過
ご
さ
れ
た
た
め
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は

ま
た
、
韻
律
の
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
の
残
る
最
後
の
教
義
す
ら
変
わ

り
う
る
も
の
だ
と
い
う
意
見
を
主
張
し
つ
つ
も
、
暴
力
的
な
攻
撃
が

そ
こ
に
加
え
ら
れ
る
、
と
い
う
事
態
が
な
か

っ
た
た
め
な
の
で
し
ょ

う
か
。
」

現
実
政
治
の
権
力
交
替
や
革
命
に
な
ぞ
ら
え
る
か
た
ち
で
語
ら
れ

て
い
る
新
勢
力
と
は
、

こ
の
場
合
、
自
由
詩

の
登
場
を
さ
し
て
い
ま

す
。
定
型

の
韻
律
に
か
わ

っ
て
、
各
人
が
自
分

の
内
発
的
な
リ
ズ
ム

に
合
致

し
た
音
律
を
自
由

に
駆
使
し
て
作
る
自
由
詩
は
、

こ
の
当
時
、

大
き
な
運
動
と
な

っ
て
い
た
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
も
し
ろ
い

こ
と

に
、

マ
ラ
ル
メ
自
身
は
、
生
涯
、
定
型
詩
を

つ
く
り

つ
づ
け
た

詩
人

で
し
た
。
し
か
し
彼

の
定
型
詩
は
、
定
型
と
い
う
外
枠
を
守
り

な
が
ら
も
、
内
部
の
リ
ズ
ム
は
き
わ
め
て
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
よ

り
も
、

む
し
ろ
、
き
わ
め
て
特
異
な
、
ほ
と
ん
ど
散
文
に
近
い
内
部

リ
ズ

ム
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
暴
力
的
な
攻
撃
を
加
え
な
か

っ
た
代

わ
り

に
、
定
型
を
内
側
か
ら
突
き
崩
し
た
の
だ
、
と
い
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
定
型
の
衣
を
ま
と

っ
た
自
由
詩
あ
る

い
は
散
文
詩
と
で
も
い
う
べ
き
試
み
を
、
彼
は
す
で
に
二
十
年
も
前

か
ら
お

こ
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
試
み
は
、
最
終

的
に
は
、
散
文
詩

「骰
子

一
擲
」
の
紙
面

へ
と
結
実
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

「詩
句
に
革
命
が
起
こ
っ
た
」

と
い
う
指
摘
の
裏
に
は
、

自
分
が

つ
と
に
試
み
て
き
た
書
く
行
為
に
、
今
や

っ
と
文
学

の
潮
流
が
追

い

つ
い
た
と
い
う
自
負
の
念
、

い
う
な
れ
ば
先
駆
者
と
し
て
の
矜
持
ガ

読
み
と
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
以
上
が
、
第
二
の
レ
ヴ

ェ

ル
と
し
て
私
が
考
え
る
、
文
学
と
権
力
と
の
関
係

で
す
。
時
代

の
メ

ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
要
請
と
表
現
様
式
と
の
交
点

の
上

に
描
き
出
さ
れ

る
政
治
学
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

*

さ
て
、
最
後

に
第
三
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
す
が
、

こ
れ
を
私
は
、
文
学

か
ら
さ
ら
に
目
を
ミ
ク
ロ
の
次
元

へ
と
移
し

て
、
テ
キ
ス
ト
あ
る
い

は
言
語
に
お
け
る
権
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

そ
し
て
、
個
人
的
な
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
、
こ
の
レ

ヴ

ェ
ル
で
の
権
力
問
題
こ
そ
が
、

「文
学

の
く
政
治
学

V
」

と
い
う

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

一
番
ふ
さ
わ
し
い
内
容
に
な
る
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
同
時
に
、

マ
ラ
ル
メ
が
認
識
し

た
文
学
言
語
の
革
命
の
内
実
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
第
三
の
ミ
ク

ロ
の
政
治
学
の
レ
ヴ

ェ
ル
を
ど
う
し
て
も
設
定
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。

こ
こ
で
ま
た
、

マ
ラ
ル
メ
自
身
が
詩
句
の
革
命
の
実
態
を
ど
の
よ

う
に
把
握
し
て
い
た
か
を
、
す
こ
し
眺
め
て
お
き
た
い
と
お
も
い
ま

す
。
晩
年
の
詩
論

「詩
の
危
機
」
の
な
か
に

そ
も
そ
も
、
こ
こ
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で
い
う
危
機
と
は
、
ヴ

ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
と
い
う
国
民
的
大
詩

人
な
き
あ
と
の
フ
ラ
ン
ス
詩
の
、
権
威
の
空
無
状
態
、
無
権
力
と
い

う
革
命
的
状
態
を
さ
し
て
言

っ
て
い
る
の
で
す
が
ー

、
次

の
よ
う

な
指
摘
が
み
ら
れ
ま
す
。

「詩
句
は
、

詩
句
そ
の
も
の
濡

っ
た
.」
の
巨
人

[
ユ
ー
ゴ
⊥

が
い
な
く
な
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
待

っ
て
い
た
の
だ
、
と
私
は
思
う
。

そ
れ
は
詩
句
自
身
が
引
き
裂
か
れ
る
た
め
で
あ
る
。
韻
律
学

に
合
わ

せ
ら
れ
て
い
た
言
語
の
す
べ
て
が
、

こ
こ
に
生
命

に
必
要
な
区
切
れ

を
取
り
戻
し
て
、
無
数
の
単
純
要
素

に
分
解
し

つ
つ
、

の
が
れ
去
る
。

こ
の
こ
と
を
、
私
は
次
の
よ
う
に
指
示
し
た
い
。
そ
れ
は
、

ひ
と

つ

の
管
弦
楽
編
成
に
お
け
る
音
響
の
多
様
性
に
類
似
し
て
い
な
い
こ
と

は
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
言
葉
に
と
ど
ま

っ
て
い

る
の
で
あ
る
、
と
。」

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

「詩
句
が
引
き
裂
か
れ
る
」
、

「言
語

が
無
数
の
単
純
要
素
に
分
解
し
て
、
の
が
れ
去
る
」
と
い
っ
た
表
現

で
す
。
こ
れ
ら
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
自
由
詩
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
実
際
を
、

マ
ラ
ル
メ
は
あ
ら
た
め
て
こ
の
よ
う
に

言
い
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
指
摘
は
世
紀
末
の
詩
句
の
革

命
な

る
も
の
が
、
単
に
表
現
様
式
の
権
威
の
移
行
と
い
う
限
り
で
の

権
力
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
根
底
的
な
、
言
語
そ
の
も

の
の
様
相
を
問
う
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ

う
か
。

ご
承
知

の
よ
う
に
、
ジ

ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
著
作
に

「詩

的
言
語
の
革
命
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
。

マ
ラ
ル
メ
が
い
っ
た

と
こ
ろ
の
詩
句
の
革
命
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
記
号
論

的
に
解
明
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
著
述
で
あ

り
、
分
析
の
対
象
と
し

て
、

マ
ラ
ル
メ
と

ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
と
い
う
二
人
の
前
世
紀
末
の
詩

人
を
取
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
第

一
部
で
は
、

ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
独
自
の

記
号
理
論
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
第

二
部
で
、
作
品
分
析
が

お
こ
な
わ
れ
、
最
後
に
第
三
部

で
、
社
会
と
文
学
と
の
関
係
が
論
じ

ら
れ
る
、
と
い
う
構
成
に
な

っ
て
い
ま
す
。
第

一
部
の
お
お
が
か
り

な
理
論
提
示
に

つ
い
て
は
、
邦
訳
も
出

て
い
ま
す
の
で
、
ご
存
知
の

方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
第

二
部

の
作
品
分
析
を
参

考
に
し
な
が
ら
、

「詩
句
が
引
き
裂
か
れ
る
」

様
相
を
考
え
て
み
た

い
と
お
も
い
ま
す
。

ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
は
、
主
と
し
て
二

つ
の
面

に
お
い
て
、

マ
ラ
ル
メ

の
詩
的
テ
キ
ス
ト
の
特
質
を
考
察
し
て
い
ま
す
。
ひ
と

つ
は
、
統
辞

法
の
壊
乱
と
い
う
側
面
で
す
。
単
語
を
ど
の
よ
う
に
配
置
す
る
か
に

関
わ
る
規
則
で
あ
る
統
辞
法
は
、
文
法
の
な
か
で
も
、
意
味
の
伝
達

と
理
解
に
直
結
す
る
と
り
わ
け
重
要
な
規
則
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、

マ
ラ
ル
メ
の
テ
キ

ス
ト
は
、
文
を
細
分
化
し

て
、
諸
要
素
の
順
序
を

無
秩
序
な
ま
で
に
入
れ
替
え
、
ほ
と
ん
ど
復
元
が
不
可
能
な
ま
で
の

限
界
領
域
に
至
ら
し
あ
て
い
る
、
と
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
限

界
領
域
に
お
い
て
は
、
し
か
し
統
辞
法
の
復
元
は
、
ま

っ
た
く
不
可

能

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
か
ろ
う
じ
て
最
小
限
の
理
解
可
能

性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
す
が

(そ
れ
ゆ
え
、
非
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論
理
性
に
貫
か
れ
た
狂

っ
た
言
説
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
)、

そ
の
復
元
は
決
し
て
唯

一
の
意
味
決
定

に
導
く
こ
と
は
あ
り

え
ず
、
多
数
の
意
味

へ
と
テ
キ
ス
ト
の
場
が
開
か
れ
て
い
る
、
と
い

う
事
態
が
生
じ
て
く
る
の
で
す
。
書
か
れ
た
も
の
の
意
味
決
定
の
主

導
権
は
読
む
行
為
の
側
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
読
み
手
に
応
じ
て
複

数
の
意
味
が
産
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

マ
ラ
ル
メ
の
テ
キ
ス

ト
の
意
味
の
多
元
決
定
の
様
相
の

一
端
は
、
こ
の
よ
う
に
現
出
さ
れ

る
の
で
す
。

ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
が
指
摘
す
る
も
う

一
つ
の
テ
キ
ス
ト
戦
略
は
、
音

へ
の
分
解
と
い
う
側
面
で
す
。
細
分
化
は
文
か
ら
さ
ら
に
単
語
に
お

よ
び
、
単
語
が
含
ん
で
い
る
種
々
の
音
が
物
質
的
な
音
響
性
を
獲
得

し
、
紙
面
上

へ
の
音
の
ば
ら
ま
か
れ
具
合
に
従

っ
て
、
様
々
な
形
象

を
描
き
だ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同

一
音
の
反
復
を
核
と
し
て
、
近

く
の
音
、
遠
く
の
音
が
呼
応
し
あ
い
、
そ
れ
ら
の
音
が

つ
く
り
だ
す

リ
ズ

ム
が
、
韻
律
法
と
は
別
種
の
律
動
を
産
み
だ
し
ま
す
。
ま
た
、

文
や
単
語
が
論
理
に
か
な

っ
た
意
味
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
の
に
対

し
、
音
響
が
お
こ
な
う
別
種
の
意
味
作
用

(
の
ご
と
き
も
の
)
は
、

論
理
的
な
意
味
を
補
強
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
裏
切

っ
た
り
、

さ
ら

に
は
別
の
気
分
や
情
緒
を
持
ち
こ
ん
だ
り
し
て
、
意
味
の
複
旋

律
を

テ
キ

ス
ト
に
奏

で
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
従
来

「詩
の
音
楽
性
」
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

た
だ
単
に
音
の
滑
ら
か
さ
や
心
地
よ
さ
と
い
っ
た
次
元
で

「音
楽
」

を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
文
の
線
条
性
が

つ
く
り
だ
す
論
理
的
な
意

味
作
用
に
絡
み
合

っ
て
テ
キ
ス
ト
紙
面
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
複
数
の

意
味
を
発
生
さ
せ
る
面
的
な
装
置
と
し
て
、
音
楽
が
再
把
握
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
こ
の
装
置
は
、
テ
キ
ス
ト
に
快
楽
を
導
入

す
る
契
機
と
も
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
音
楽
あ
る
い
は
ノ
イ
ズ
を

聴
き
と
る
の
は
、
読
み
手
の
耳
で
あ
り
、
書
き
手
や
書
か
れ
た
も
の

の
意
図
を
こ
え
て
、
な
い
し
は
意
図
と
は
関
わ
り
な
く
、
読
み
手

の

耳
が
過
剰
に
音
楽
や
ノ
イ
ズ
を
聴
取
す
る
と

い
う
こ
と
も
起

こ
っ
て

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
読
む
行
為

の
能
動
性
が

ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

テ
キ
ス
ト
を
読
む

こ
と
は
テ
キ
ス
ト
を
創
り
だ
す
こ
と
で
も
あ
る
と
は
、

こ
の
よ
う
な

こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「言
語
が
無
数

の
単
純
要
素
に
分
解
し
」
、
「管
弦
楽
編
成
に
お
け

る
音
響
の
多
様
性
に
類
似
」

し
な
が
ら
も
、

「あ
く
ま
で
も
言
葉

に

と
ど
ま

っ
て
い
る
」
と
い
う

マ
ラ
ル
メ
の
表

現
は
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
の

理
解
可
能
性
を
多
少
と
も
保
持
し
な
が
ら
、
音

の
戯
れ
と
多
義
性
と

快
楽
を
産
出
す
る
装
置
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
の
あ
り
か
た
を
、
み
ご

と
に
言
い
あ
て
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

言
語
の
秩
序
が
挑
戦
を

受
け
、
損
傷
を
こ
う
む
り
、
文
節
や
音
響

へ
と
細
分
化
さ
れ
、
散
り

ま
か
れ
て
、
意
味
を
結
ば
な
い
戯
れ

へ
と
分
解
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、

し
か
し
最
終
的
な
伝
達
可
能
性
を
手
放
す
ま

い
と
し
て
、
意
味
あ
る

言
葉
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
言
語

の
姿
が
、

テ
キ
ス
ト
と

い
う
装
置
に
お
い
て
は
如
実
に
顕
わ
に
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う

な
姿
は
、
日
常
言
語
に
お
い
て
も

つ
か
の
ま
露
呈
す
る
こ
と
が
あ
る

一34一



と
い
う
こ
と
は
、

フ
ロ
イ
ト
が
す
で
に
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

フ
ロ
イ
ト
は
度
忘
れ
や
言
い
間
違
い
、
洒
落
と
い

っ
た
日
常
的
な
言

語
現
象
に
、
無
意
識
の
作
用
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し

た
。

と
す
れ
ば
、

テ
キ
ス
ト
の
言
語
の
あ
り
か
た
は
、
書
き
手

・
読

惇
瑠
譱
載

騒
震
轍
嚢

稲櫃獣
麓
鬆

識
と
、
言
語
と
の
関
係
性
に

つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
立
ち
戻
る
こ
と
に

し
て
、
日
常
言
語
に
お
い
て
は
通
常
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
言
語
の
姿
が
、

詩
的
言
語
に
お
い
て
は
白
日
の
も
と
に
曝
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
こ
と
を
述

べ
て
お
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

*

と

こ
ろ
で
、

テ
キ
ス
ト
の
言
語
の
あ
り
か
た
の
〈
政
治
学
〉
を
結

論
づ

け
る
た
め
に
、

こ
こ
で
、
し
ば
ら
く

マ
ラ
ル
メ
と
ク
リ
ス
テ

ヴ

ァ
を
離
れ
、
権
力
に
つ
い
て
の
ミ
シ
ェ
ル

・
フ
ー
コ
ー
の
考
え
を

復
習
し
て
お
こ
う
と
お
も
い
ま
す
。
フ
ー
コ
ー
の
仕
事
は
権
力
と
知

を
め
ぐ
る
分
析
で
あ

っ
た
と
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
た

と
え
ば
、
『監
視
す
る
こ
と
と
処
罰
す
る
こ
と

監
獄
の
誕
生
」

の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
み
ら
れ
ま
す
。

「権
力
は
知
を
産
み
だ
す
。

…
…
権
力
と
知
は
、

直
接
的
に
お
互

い
を
含
ん
で
い
る
。
知
の

一
領
野
を
相
関
的
に
構
成
す
る
こ
と
な
し

に
権
力
関
係
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
同
時
に
、
権
力
関
係
を
前
提

も
せ
ず
、
構
成
も
し
な
い
よ
う
な
知
は
存
在
し
な
い
。」

直
接
的
に
互
い
を
含
み
合

っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
権
力
と
知
の

相
互
関
係
性
、

つ
ま
り
、
権
力
は
知
で
あ
り
、
知
は
権
力
で
あ
る
と

い
う
捉
え
方
は
、
さ
ら
に

『性
の
歴
史
1

知

へ
の
意
志
』
の
な
か

で
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
権
力
と
は

一

個
人
、

一
集
団
、

一
階
級
が
所
有
す
る
よ
う
な
所
有
物
で
は
な
く
、

社
会
体
を
通
じ
て
流
通
し
、
鎖
の
よ
う
に
つ
な
が

っ
て
機
能
し
、
す

べ
て
が
そ
こ
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま
う
網
の
目
状
の
組
織
を
通
し
て
行

使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
個
人

は
、
権
力
の
効
果
と
し

て
構
成
さ
れ
る
と
同
時
に
、
個
人
が
ま
た
権
力
の
分
節
の
場
と
も
な

る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
権
力
は
必
然
的
に
も
ろ
も
ろ
の
知
の
装
置

を

つ
く
り
出
し
ま
す
。

フ
ー
コ
ー
の
こ
の
よ
う
な
権
力
観
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

テ
キ
ス

ト
と
い
う
言
語
装
置
を
な
が
め
て
み
ま
す
と
、

こ
れ
は
権
力
が
形
成

す
る
、
か

つ
権
力
が
分
節
さ
れ
る
知

の
装
置

で
あ
る
、
書
く
主
体

・

読
む
主
体

の
権
力
が
構
成
さ
れ
、
行
使
さ
れ
る
場

で
あ
る
、
と
捉
え

な
お
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に

一
般
的

に
い
え
ば
、
人

間
の
理
性
と
知

の
根
源
的
な
支
え
で
あ
る
と

こ
ろ
の
、
言
語
活
動
と

い
う
知
的
営
為
そ
の
も
の
が
、
権
力

の
効
果

に
よ
る
産
物

で
あ
る
と

同
時

に
、
権
力
が
行
使
さ
れ
る
場

で
あ
る
、

と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

精
神
分
析
学
で
は
、
自
我

の
成
立
を
、
母

の
身
体
か
ら
の
分
離
と

し
て
、
ま
た
〈
去
勢
〉
と
し
て
記
述
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
取
り

も
な
お
さ
ず
、
〈
父
の
名
V
と
い
う
法
と
秩
序
の
審
級
、
要
す
る
に
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知
目
権
力
の
網
の
目
状
組
織
の
場

へ
の
主
体
の
登
場
を
意
味
し
て
い

ま
す
。
ま
た
精
神
分
析
学
で
い
う
〈
フ
ァ
ル
ス
〉
は
、
知
11
権
力
の

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
言
語

学
的
観
察
に
よ
れ
ば
、
〈
去
勢
V
を
契
機
と
し
て
、
幼
児
は
論
理
性

を
そ
な
え
た
伝
達
可
能
な
言
語
活
動
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

さ
れ

て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
と
い
う
理
性
的
存
在

の
基

.盤

で
あ
る
言
語
と
、
そ
の
行
使
者
、
語
る
主
体
を
、
権
力
と
の
相
関

関
係

に
お
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
を
、
私
た
ち

は
持

た
ざ
る
を
え
な
い
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
フ
ー
コ
ー
は
ま
た

一
方

で
、
権
力
が
十
全

に
効
果
を
収
あ

る
こ
と
は
け

っ
し
て
な
い
、
と
も
述

べ
て
い
ま
し
た
。
権
力
が
す

べ

て
を
覆

い
つ
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
事
実
上
あ
り
え
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

『知

へ
の
意
志
』

の
な
か
で
は
、
権
力
と
い
う
項
に

対
し

て
も
う

一
方

の
項
を
な
し
、
一け

っ
し
て
権
力
に
還
元

・
回
収
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
〈
抵
抗

〉
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
言
及
に
私
は
注
目
し
た
い
と
お
も

っ
て
い
ま
す
。
権
力
が
あ
る

と
こ
ろ
に
は
抵
抗
が
あ
る
、
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
逆
に
、
も
ろ
も

ろ
の
多
様
な
抵
抗
点
の
存
在
こ
そ
が
、
権
力
の
存
在
を
可
能
な
ら
し

め
て
い
る
、
と
い
う
認
識
を

フ
ー
コ
ー
は
示
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
認
識
と
の
関
連
で
、
人
間
と
い
う
語
る
主
体
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
す
と
、
こ
の
主
体
が
全
面
的
な
知
的
H
権
力
的
主
体
で
あ

る
と
す
る
こ
と
は
、
幻
想
な
い
し
虚
構
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

肥
す
ぐ
気
づ
く
は
ず
で
す
。
〈
去
勢

V
を
経
て
誕
生
す
る
主
体
は
、

無
意
識
と
い
う
他
者
の
領
域
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
抱
え
、
断
裂
を

こ
う
む

っ
て
い
ま
す
。
語
る
主
体
は
、
意
識
的
な
知
的
主
体

で
あ
る

と
同
時
に
、
性
的
身
体
を
も

っ
た
情
動
的
主
体

で
も
あ
る
の
で
す
か

ら
、
ひ
と
ま
ず
優
勢
を
保

っ
て
い
る
知

11
権
力
と
い
え
ど
も
、
い

つ

な
ん
ど
き
突
き
崩
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
脅
威
に
脅
か
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
権
力
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
抵
抗
が
作
用
す

る
仕
方
は
様
々
で
し
ょ
う
が
、
言
語
お
よ
び
語
る
主
体
に
関
し
て
い

え
ば
、
無
意
識
と
か
身
体
的
欲
動
、
情
動
と
い

っ
た
言
語
化
さ
れ
え

な
い
も
の
が
知
11
権
力
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
そ
こ
に
穴
を
穿

つ
機

を
う
か
が

っ
て
い
る
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
知

11
権
力
の
危
機
で
あ
る

と
同
時
に
、
言
語
お
よ
び
語
る
主
体
に
快
楽
を
も
た
ら
す
要
因
で
も

あ
る
、
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

マ
ラ
ル
メ
の
い

っ
た
文
や
単
語
の
細

分
化
が
、
言
語
の
秩
序
に
挑
戦
し
テ
キ
ス
ト
に
快
楽
を
導
入
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
作
用
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
、

あ
き
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。

ふ
た
た
び
ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
に
戻
り
ま
す
が
、
彼
女
は
言
語
活
動
を
、

法
と
秩
序

の
領
域

の
様
態

で
あ
る
サ
ン
ボ
リ

ッ
ク
と
、
身
体

・
欲

動

・
無
意
識
の
次
元
に
属
す
る
様
態
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
、
ふ

た
つ
の
様
態
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
合
わ
せ
と
み
な
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

詩
的
言
語
に
お
い
て
は
、
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
の
再
活
性
化
が
昂
進
し
、

二
様
態
の
せ
め
ぎ
合
い
が
テ
キ
ス
ト
上
で
種

々
の
形
を
描
き
な
が
ら
、

目
に
み
え
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。
言
語

一
般
活

動
を
、
そ
し
て
と
り
わ
け
典
型
的
な
も
の
と
し
て
詩
的
言
語
を
、
権
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力
と
そ
れ
に
還
元
さ
れ
な
い
抵
抗
と
の
多
数
の
結
節
点
か
ら
成
る
も

の
と
み
な
し
て
い
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

と

こ
ろ
で
ク
リ
ス
テ
ヴ

ァ
は
、
思
弁
的
虚
構
で
あ
る

一
枚
岩
的
な

〈
モ
ノ
ロ
ゴ
ス
〉

(単

一
論
理
、
独
言
)
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
、

〈
ポ

リ
ロ
ゴ
ス
〉
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

ま
さ
し
く

マ
ラ
ル
メ
の
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
な
状
況
、
細
分
化
さ
れ
多

数
化

さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
ー

そ
し
て
ロ
ゴ

ス
が
言
語
、
論
理
、
知
、
権

力
等
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
ー

の
状
況

を
い

っ
て
い
ま
す
。
詩
句
の
危
機
、
詩
句
の
革
命
と
は
、
ポ
リ
ロ
ゴ

ス
状
態
の
出
現
で
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の

ポ
リ

ロ
ゴ

ス
は
、
寸
断
さ
れ
、
砕
け
散
り
、
粉
々
に
な

っ
て
い
る
と

は
い
え
、

ロ
ゴ

ス
で
あ
る
い
じ
ょ
う
は
、
や
は
り
意
味
と
論
理
の
伝

達
可
能
性
を
保
持
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
多
数
の
ロ
ゴ
ス
、

多
数

の
権
力

で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
意
味
は
唯

一
の
絶
対
的
な
意

味
に
収
斂
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
す

が
、
多
数
の
意
味
が
同
時
に
成
り
立

つ
、
読
む
行
為
に
よ

っ
て
そ
の

つ
ど
異
な

っ
た
意
味
が
産
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
わ
け
で

す
。
書
く
行
為

の
み
な
ら
ず
、
読
む
行
為
も
作
品
の

(複
数
の
)
意

味

の
生
産

に
参
加
す
る
、
読
み
手
も
権
力
と
抵
抗
の
作
用
の
場
と
な

り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

読
み
手
の
存
在
を
も
含
み
い
れ
た
作
品
と
い
う
構
想
も
、
じ

つ
は

マ
ラ
ル
メ
が
思
い
描
い
て
い
た
も
の
で
し
た
。
ひ
と
こ
と
触
れ
る
だ

け
に
と
ど
あ
ま
す
が
、
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
書
物
の
夢
に

取
り
つ
か
れ
て
い
た
詩
人
で
も
あ

っ
た

マ
ラ
ル
メ
は
、
そ
の
書
物
の

計
画
草
稿
の
な
か
に
、
聴
衆
な
い
し
大
衆
と

い
う
か
た
ち
で
書
物
の

聞
き
手

・
読
み
手
の
場
を
設
定
し
、
そ
の
人
数
す
ら
、
幾
通
り
に
も

計
算
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
音
楽
会
の
聴
衆
、
演
劇
の
観
客
、
ミ

サ
の
参
列
者
、
祝
祭
の
参
加
者
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
書
物
の
読

み
手
は
、
書
物
の
成
立
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
作
品
に
参
加
す
る

こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
双
方
向
性
を
も

つ
開
か
れ
た
言
語
活
動
は
、
文
学
言

語

・
詩
的
言
語
の
専
売
特
許

で
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常

の
言
語
活
動

の
あ
り
か
た
自
体
が
、
そ
も
そ
も
双
方
か
ら
の
働
き
か

け
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
も
す

で
に
述

べ
ま

し
た
が
、
口
頭

で
の
伝
達

に
は
、
意
思

の
疎
通
も
あ
れ
ば
、
誤
解
も

あ
る
、
意
味

の
取
り
違
え
も
あ
れ
ば
、
言

い
間
違

い
も
あ
る
、
と
い

う
具
合

で
す
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
け
手
が
意
味
形
成

に
参
加
し
て
い

る
、
と
い
う
の
が
、
通
常

の
言
語
伝
達

の
姿

で
あ
る
わ
け
で
す
。
ま

た
現
在
発
展
し

つ
つ
あ
る

マ
ル
チ

・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
も
の
が
、
あ

ら
た
め
て
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
双
方
向
性
を
考

え
さ
せ
る
も
の
と
な

っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
学
が
素
材
と
し
て
い
る
言
語
そ
の
も
の
、
そ
し
て
何
よ
り
も
人

間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
言
語
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
権
力
に
か

か
わ
る
政
治
学
的
ド
ラ
マ
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
政
治

学
と
は
我
々
ひ
と
り
ひ
と
り
の
き
わ
あ
て
ミ
ク
ロ
な
レ
ヴ

ェ
ル
で
も

機
能
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
強
調
し
た
い
と
お
も
い

一37一



ま
す
。

こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
近

・
現
代
の
日
本
文
学
は
ど
の

よ
う

に
考
え
て
お
ら
れ
る
か
、
そ
の
あ
た
り
を
ぜ
ひ
お
聞
か
せ
ね
が

え
れ
ば
、
と
存
じ
ま
す
。

(注
)

本
稿
は
、

一
九
九
六
年
十
月
二
十
七
日
、

大
東
文
化
大
学

に
お

い
て
開
催
さ
れ
た
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
の
口
頭
発
表
を
整
理
し
て
ま
と
あ
た
も
の
で
す
。
当
日
、
時
間

の
関
係
か
ら
割
愛
し
た
り
、
大
幅
に
簡
略
化
し
た
り
し
た
部
分
も
、

本
稿

で
は
補

っ
て
あ
る
こ
と
を
、
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
文
中
の

マ
ラ
ル
メ
の
引
用
は
筑
摩
書
房

『
マ
ラ
ル
メ
全
集
』
に
拠
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
訳
語
を
変
更
し
た
部
分
が
あ
る
こ
と
も
、
併
せ

て
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
本
文
学
に
は
ま

っ
た
く
門
外
漢
の
私
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
あ
た

た
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
つ
い
て
話
す
こ
と
を

許
し

て
く
だ
さ

っ
た
司
会
の
岩
見
照
代
、
林

浩
平
の
両
先
生
と
事

務
局

の
藤
井
淑
禎
先
生
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
発
表

で
啓
発
し
て
く
だ

さ

っ
た

パ
ネ
リ
ス
ト
の
紅
野
謙
介
、
中
山
昭
男
、
村
井

紀
の
諸
先

生
に
、

こ
の
場
を
借
り
て
、
あ
ら
た
め
て
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

の
出
会

い
、

女
性

に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ー

マ
で
講
演
を
し

て
く
だ

さ

っ
た
多
数

の
学
外
講
師

の
先
生
方
と

の
出
会

い
を
通
し

て
、

語
学
や
文

学
を
教
え

る
こ
と
だ

け
で
は
得

ら
れ
な
い
た
く
さ
ん

の
こ
と
を
学
ば
せ

て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
場
を
与

え
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、

ほ

ん
と
う

に
幸
せ

で
し
た
。

今
回

の
原
稿

は
、
女
性
論

と
は
直
接

の
関
係

は
あ

り
ま
せ
ん
が
、

し
か

し
女
性
問
題
も

さ
ま
ざ

ま
な

レ
ヴ

ェ
ル
で
の
権

力
関
係

の
問
題

で
あ
る
と

い
う

こ
と

に
お

い
て
は
、

言
語
と
女
性
は
深
く
関
わ
り
あ

っ
て
い
る
と

い

わ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

授
業

で
は
簡
単

に
触
れ

ま
し
た
が
、

「
女
性

の

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
」

と
い

っ
た
テ
ー

マ
を

た
て
れ
ば
、

両
者
は
即
座

に

結
び

つ
い
て
く

る
は
ず

で
す
。

最
後

に
、

こ
の
春
学
園
を
去
ら
れ
る
川
本
先
生

の
ま
す
ま
す

の
ご
活
躍

と
、

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
化
学
科

の
さ
ら
な
る
ご
発
展
を
お
祈
り
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、

フ
ラ
ン
ス
語

の
授
業
は

ひ
き

つ
づ
き
担

当
さ

せ

て
い
た
だ
く
予
定

で
す

の
で
、
皆

さ
ん
、

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願

い

い
た
し
ま
す
。

(
に
し
か
わ

な
お

こ

・
本
学
兼
任
講

師
/

東
京
都
立
大
学

・
フ
ラ
ン
ス
文
学
)
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(付
記
)

三
年

間
担
当

さ
せ

て
い
た
だ
い
た
総
合
科

目

「女
性
論
」

を
去

る

に
あ
た
り
、

共
同
担
当
と
し

て
お
呼
び
く
だ
さ

っ
た
川
本
隆
史
先
生

に

感
謝

の
念
を
捧
げ
ま
す
。
力
不
足

の
私

で
し
た
が
、

受
講
生

の
皆
さ

ん
と


