
ソ
連
に
お
け
る
三
島
由
紀
夫
の
受
容

|

|
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
期
・

革
命
の
ア
イ

コ
ン
と
し
て
の
ミ
シ
マ
|

|

は
じ
め
に

二
O
二
二
年
六
月
十

一
日
、
ロ
シ
ア
連
邦
議
会
下
院
に
お
い
て
、

同
性
愛
宣
伝
必
需
止
法
案
は
圧
倒
的
多
数
の
賛
成
で
可
決
さ
れ
た
。

「
非
伝
統
的
な
性
的
関
係
」
を
未
成
年
に
宣
伝
す
る
こ
と
を
禁
じ

た
も
の
で
あ
る
。

-
J
-
J
 

令
/
ナ
J
1
L

ど
の
よ
う
な
行
為
が

「宣
伝
行
為
」

に
な
る
の
か
は
具
体
的
に
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず、

当
局
の
恋
意
的

な
介
入
を
許
す
恐
れ
が
大
い
に
あ
る
。
「
同
性
愛
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
作
家
、
三
島
由
紀
夫
の
作
品
も
ロ
シ
ア
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
ゆ
く
の
か
、
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
は

ロ
シ
ア
に
お
い
て
安
部
公
一房

・
村
上
春
樹
と

並
ん
で
最
も
人
気
の
あ
る
日
本
の
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

そ
し

て
三
島
の
ロ
シ
ア
で
の
受
容
に
お
い
て
ユ
ニ

ー
ク
な
の
は
、

ソ
連

時
代
に
発
禁
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
因
は
そ
の

村
上

智
子

生
の
終
わ
ら
せ
方
に
よ
っ
て
フ
ァ
シ
ス
ト
だ
と
認
識
さ
れ
た
こ
と

と
、
同
性
愛
的
な
表
現
が
元
々
同
性
愛
へ
の
偏
見
が
強
い
ロ
シ
ア

で
は
よ
し
と
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
検
閲
を
通
ら
な
か

っ

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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ソ
連
で
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
三
島
作
品
が
は
じ
め
て
公
に

出
版
さ
れ
た
の
は
、

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
矧
で
あ
る
。

に
、
雑
誌
『
外
国
文
学
』
に
、
若
き
日
本
文
学
研
究
者
で
あ
り
『
外

一
九
八
八
年

国
文
学
』
の
編
集
者
で
も
あ
っ
た
グ
リ
ゴ

l
リ
イ
・

チ
ハ
ル
チ
シ

ヴ
イ
リ
に
よ
る
三
島
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
風
の
評
論
「
聖
セ
パ
ス

チ
ャ
ン
の
殉
教
、
あ
る
い
は
死
に
魅
せ
ら
れ
し
者
」
と
と
も
に
、

彼
の
手
に
な
る
『
憂
国
』
の
ロ
シ
ア
語
訳
が
掲
載
さ
れ
た
。
翌
年

一
九
八
九
年
五
月
に
は
同
誌
に
、

チ
ハ
ル
チ
シ
グ
イ
リ
訳
の
『
金

閣
寺
』
が
掲
載
さ
れ
た
。
三
島
作
品
に
対
す
る
ソ
連
の
読
者
の
反



響
は
大
き
な
も
の
で
、
ミ
ン
ス
ク
の
刑
務
所
で
は
『
憂
国
』
に
影

響
を
受
け
た
囚
人
が
割
腹
自
殺
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
チ
ハ
ル

チ
シ
ヴ
イ
リ
の
翻
訳
・
紹
介
の
仕
方
が
、
ソ
連
(
ロ
シ
ア
)
に
お
け

る
三
島
の
受
容
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

と
、

o

f
(
し木

論
で
は
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
が
こ
の
評
論
に
お
い
て

島

を
ど
の
よ
う
に
形
容
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
着
目
す
る
。
彼
は
、

二
島
(
作
口
問
)
を
形
容
す
る
際
の
形
容
詞
と
し
て

「
魔
術
的
」
「
神

秘
」
な
ど

人
智
を
越
え
る
も
の
を
表
現
す
る
際
に
使
わ
れ
る
よ

う
な
単
語
を
こ
と
さ
ら
に
選
ん
で
い
る
。
作
品
が
発
禁
扱
い
を
受

け
る
な
ど
、
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
三
島
に
対
し
盲
目
的
崇
拝

の
姿
勢
を
表
明
し
読
者
に
見
せ
つ
け
る
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
語

り
方
に
は
、
彼
の
「
戦
略
性
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

何
故
な
ら
「
宗
教
は
ア
ヘ
ン
だ
」
と
断
じ
る
ソ
連
体
制
下
で

智
を
超
え
た
神
秘
に
ひ
れ
伏
せ
、

と
語
る
こ
と
は
ブ
ル
ガ
|
コ
ブ

の
『
巨
匠
と
マ
ル
ガ
リ
l
タ
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ソ
連
抵
抗

文
学
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
彼
は
評
論
の
中
で
『
憂
国
』
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
り
、
『
憂

国
』
の
登
場
人
物
を
「
殉
教
者
」
だ
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
期
に
お
い
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ

る
。
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
評
論
に
こ
め
ら
れ
た
戦
略
性
を

同

時
代
の
ソ
連
文
学
と
の
比
較
か
ら
考
察
し
た
い
。

ソ
速
に
お
け
る
日
本
近
代
文
学
の
受
容

i
l雑
誌

『
外
国
文

学
』
を
中
心
に
l

|

三
島
由
紀
夫
は
ソ
連
に
お
い
て

「
そ
の
思
想
の
た
め
に
、
禁
止

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
通
り
、
彼
は
そ
の
晩
年
に
フ
ア
シ
ス

ト
に
な
っ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
、
例
え
ば
そ
の
初
期
の
小
説
は
、
晩
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年
の
思
想
と
あ
ま
り
関
係
が
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
禁
止
さ
れ

{
4

]
 

て
い
ま
し
た
。
」
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル

・
A

・
ド
l
リ
ン
氏
(
ソ
連

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
上
級
研
究
員
)
は
述
べ
て
い
る
。

九

人

六
九
年
に
ソ
連
共
産
党
の
機
関
紙
「
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
カ
ヤ
・
ロ
シ
ア
」

「
楯
の
会
」
を
批
判
し
、
ソ
ビ
エ

ト
大
百
科
事
典
に
お
い
て
も
三

カ2島
に
関
し
て
は
否
定
的
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

国
家
当
局
に
よ
っ
て
三
島
作
品
が

雇
用
書
」
扱
い
と
な
っ
て
い
た
と

し
で
も
不
自
然
で
は
な
い
。
で
は
、

三
島
作
品
は
ど
の
よ
う
な
過
程

を
経
て

雇
用
書
」
と
な
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



ソ
連
に
お
い
て
出
版
物
が
刊
行
さ
れ
る
し
く
み
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

出
版
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
原
稿
は
検
閲
官
が
掲
載
禁
止
リ
ス

ト
や
最
新
の
プ
ラ
ウ
ダ
の
論
説
(
昨
日
の
英
雄
が
今
日
は
人
民
の
敵
に

な
る
と
い
う
政
治
的
潮
流
の
激
変
に
適
応
す
る
必
要
が
め
っ
た
)
等
と
照

合
、
修
正
を
要
求
す
る
か
ま
た
は
掲
載
を
却
下
し
、
問
題
が
な
け

れ
ば
出
版
を
許
可
す
る

そ
し
て
、
検
閲
は
グ
ラ
グ
リ
ト
と
呼
ば
れ
る
検
閲
機
闘
が
行

っ
て
い

た
。
ソ
連
機
関
紙
に

「楯
の
会
」
を
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

グ
ラ
ヴ
リ
ト
に
託
さ
れ
た

「
掲
載
禁
止
リ
ス
ト
」

の
中
に
三
島
由
紀

夫
の
名
が
連
ね
ら
れ
て

い
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
ス
タ
ー
リ
ン

政
権
下
な
ど
、
表
現
に
よ
っ
て
命
そ
の
も
の
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
事
態
も
実
際
に
発
生
し
て
い
た
た
め

そ
れ
を
考
慮
し
表
現
者

自
身
が
翻
訳
な
ど
を
含
む
表
現
を
自
粛
し
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
考

え
ら
れ
る
。

「社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
文
学
も
体
現
す
る
べ
き
で

あ
る
、
と
さ
れ
厳
し
い
検
聞
が
行
わ
れ
て
い
た
ソ
連
で

日
本
の
文

学
は
ど
の
よ
う
に
翻
訳

・
紹
介
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
二

0
1
三
0
年
代
に
は
林
一
房
雄

・
宮
本
百
合
子
な
ど
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
の
作
品
ば
か
り
が
翻
訳
さ
れ
、
「
日
本
文
学
」
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
、

そ
れ
ま
で
出
版
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
日
本
の
古
典
文
学
が
翻
訳
さ
れ
出
版
さ
れ
る
よ
う

こ
ょ
っ
こ
o

J
v
，y
ペ
ナ
J

一
九
五
四
年
に
は
、
『
万
葉
集
』
か
ら
近
代
ま
で
の
日
本

の
韻
文
作
品
の
ロ
シ
ア
語
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ

l
が
出
版
さ
れ
た
。
六

O

年
代
で
は
芭
蕉
の
句
集
が
翻
訳
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

九

七
一
年
に
は
『
万
葉
集
』

全
訳
が

一
九
七

O
年
終
わ
り
ご
ろ
か
ら

八

0
年
代
に
か
け
て
、
『
平
家
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
と
は
ず
が
た
り
』

{
7

}
 

な
ど
が
翻
訳

・
出
版
さ
れ
た
と
い
う
。

古
典
に
お
い
て
、
散
文
の
作
品
よ
り
も
ま
ず
俳
句
や
短
歌
な
ど
、
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韻
文
の
作
品
が
翻
訳
出
版
さ
れ
た
背
景
に
は
、
韻
文
が
主
流
で
あ
っ

た
ロ
シ
ア
の
文
学
的
伝
統
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

思
想
的
に

「禁
書
」
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
に
く
い
と
い
う
点
も
あ
る
。

日
本
は
資
本
主
義
国
で
あ
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
経
済
的
な

結
び
つ
き
が
強
く
天
皇
も
現
存
し
て
い
る
な
ど
、
社
会
主
義
国
ソ
連

と
は
相
容
れ
な
い
点
が
多
く
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
を
除
く
日
本
近
代
文
学
を
研
究

・
翻
訳
す
る
と
い
う
行
為
は
リ

ス
ク
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



文
学
作
品
の
出
版
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
、
大
き
く
流
れ
が
変

わ
っ
た
の
は

ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
期
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
に
ゴ
ル

パ
チ
ヨ
フ
書
記
長
が
就
任
し
、
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
政
策
が
始
ま
っ
た
。

そ
し
て

一
九
八
六
年
の
第
二
七
回
党
大
会
に
お
い
て
検
閲
に
対
す

る
批
判
が
集
中
し
た
た
め
、
検
閲
の
厳
し
さ
も
緩
和
さ
れ

そ
れ
ま

で
制
限
さ
れ
て
い
た
表
現
を
持
つ
作
品
が
世
に
出
る
よ
う
に
な

っ
た
。

雑
誌
『
外
国
文
学
』
は

ソ
連
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る

「
西
側
」

文
化
を
紹
介
す
る
雑
誌
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

ば
か
ら
後
半
(
す
な
わ
ち
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
)
に
は
、
ナ
ボ
コ
フ
や
ブ

一
九
八

0
年
代
半

ロ
ッ
キ
ー
な
ど
、
「
亡
命
ロ
シ
ア
人
」
の
作
品
も
掲
載
さ
れ
た
。
日
木

文
学
の
作
品
で
は

一
九
八
五
年
一
月
か
ら
一

九
八
八
年
九
月
ま
で

の
聞
に
、
安
部
公
一房

『
方
舟
さ
く
ら
丸
』
、
井
上
靖
『
愛
』
、
林
京
子

開
高
健
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
末
育
』
、

津
島
佑
子
『
夜
の
光
に
追
わ
れ
て
』
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
チ
ハ

『
同
期
会
』
の
ロ
シ
ア
語
訳
や
、

ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
訳
『
憂
国
』
と
、
彼
に
よ
る
評
論
は
こ
の
よ
う
な
流

れ
の
中
で
世
に
出
た
も
の
で
あ
る
。

ミ
シ
マ
滅
び
ず

l
lチ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
戦
略
性

l
l

ま
ず

チ
ハ
ル
チ
シ
、
ヴ
イ
リ
が
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
持
つ
人
物
な

の
か
述
べ
て
お
き
た
い
。
彼
は

一
九
五
六
年
に
ト
ビ
リ
シ
(
現
在
の

グ
ル
ジ
ア
の
首
都
)
で
生
ま
れ

モ
ス

ク
ワ
大
学
で
日
本
文
学
を
専
攻

し
た
。
大
学
卒
業
後
は
、
雑
誌
『
外
国
文
学
』
の
編
集
に
た
ず
さ
わ

り
な
が
ら

日
本
文
学
の
翻
訳
を
行

っ
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
の
作

品
が
発
禁
扱
い
だ
っ
た
時
代
か
ら
ひ
そ
か
に
彼
の
作
品
の
翻
訳
を
行

。〉

ぃ、

ペ
レ
ス

ト

ロ
イ
カ
期
に
翻
訳
し
た
も
の
を
世
に
発
表
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ソ
連
(
ロ
シ
ア
)
に
お
い
て
三
島
由
紀
夫
を
広
く
知
ら
し

め
る
の
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
人
物
と
い
え
る
。
そ
し
て
彼
の
三
島

観
が
ロ
シ
ア
に
お
け
る
三
島
由
紀
夫
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
た
と
も
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考
え
ら
れ
る
。

「
辺
境
」

の
地
で
あ
っ
た
グ
ル
ジ
ア

ソ
連
に
お
い
て

で
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
事
実
と

日
本
と
い
う
極
東
の

「
辺
境
」

の
文
学
に
興
味
を
持
ち、

そ
の
特
殊
性
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が

ち
な
三
島
由
紀
夫
に
深
く
関
わ
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
は
な
い
と
も

考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
彼
の
三
島
へ
の
関
心
の
持
ち
方
、
現
在
の
政

治
的
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一
四
歳

の
時
に
三
島
の
割
腹
自
殺
を
知
り
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
原
体
験
を

き
っ
か
け
に
し
て

一
九
九
九
年
に
自
殺
し
た
作
家
た
ち
に
つ
い
て

論
じ
た
『
自
殺
の
文
学
史
』
を
出
版
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
ボ
リ
ス



ア
ク

l
ニ
ン
と
い
う
筆
名
で
探
偵
小
説
を
発
表
し
、
数
々
の
賞
を
受

賞
し
て
い
る
。

二
O
O
五
年
に
は
丸
山
健
二
の
短
篇
集
の
ロ
シ
ア
語

訳
を
刊
行
し

二
O
O
七
年
に
は
第
一
六
回
野
間
文
芸
翻
訳
賞
を
受

賞
し
て
い
る
。

ソ
連
で
発
禁
だ
っ
た
三
島
の
作
品
を
粘
り
強
く
翻
訳

し
続
け
た
姿
勢
が
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
に
関
す
る

発
言
も
目
立
っ
て
お
り
、
プ

l
チ
ン
が

「
正
し
い
」
歴
史
を
教
科
書

に
載
せ
よ
う
と
す
る
風
潮
に
危
慎
を
覚
え
て
自
ら
「
ロ
シ
ア
史
」

編
纂
に
あ
た
っ
て
、
政
府
側
と
は
違
う
歴
史
観
を
提
示
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

先
述
の
通
り
、

一
九
八
八
年
十
月
の
『
外
国
文
学
』
に
は
『
憂
国
』

の
ロ
シ
ア
語
訳
と
と
も
に
、
翻
訳
者
の
グ
リ
ゴ

l
リ
イ

・
チ
ハ
ル
チ

シ
ヴ
イ
リ
に
よ
る
評
論
(
エ
ッ
セ
イ
風
の
も
の
)
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
に
よ
れ
ば

試
み
」
の
後
、
念
願
か
な
っ
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
何
回
か
の
不
成
功
に
終
わ
っ
た

タ
イ
ト

ル
は
、
『
聖
セ
パ
ス
チ
ャ
ン
の
殉
教
、
あ
る
い
は
死
に
魅
せ
ら
れ
し
者
』

(
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
一
三
島
作
品
に
お
け
る
自
己
崩
壊
に
関
す
る
論
考
)
で
あ

り
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
は
こ
の
論
考
に
お
い
て

主
に
「
死
」

の
モ
チ
ー
フ
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
は
ま
ず
、
三
島
の
切
腹
事
件
に
つ
い
て

「
市
ヶ
谷
の
自
衛
隊
駐

屯
地
で
起
こ
っ
た
流
血
劇
の
後
、

以
前
に
は
理
解
で
き
な
い
と
見
ら

れ
て
い
た
多
く
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
全
て
を
あ
る
べ
き
と
こ
ろ

に
配
置
し
た
こ
の
一
日
の
屈
折
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
三
島
と
い

う
存
在
に
つ

い
て
見
極
め
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
は
三
島
の
作
品
を
紹
介
す
る
際
に
、
読
者
の
興

味
を
ひ
き
つ
け
る
方
法
と
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
っ
た
彼
の

。コ

切
腹
事
件
を
引
き
合
い
に
出
す
の
で
は
な
く
、
三
島
の
創
作
生
活
と

実
生
活
の
す
べ
て
の
結
晶
と
し
て
三
島
の
死
に
方
を
提
示
し
、
作
品

が
内
包
し
て
い
る
性
質
と
彼
の
死
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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三
島
の
死
を
彼
の
美
学
の
結
晶
と
す
る
考
え
方
そ
の
も
の
は
、

チ

ハ
ル
チ
シ
グ
イ
リ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
被
爆
龍
彦
の
三
島
観
に

も
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
あ
る
。
溢
爆
は
「
三
島
由
紀
夫
覚
書
」
の

中
で

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
と
よ
り
三
島
氏
は
特
殊
な
感
覚
、
特
殊
な
噌
好
、
特
殊
な
信

念
、
特
殊
な
哲
学
を
い
だ
い
て
い
た
ひ
と
で
あ
る
。
存
在
の
確
証

が
、
た
だ
存
在
の
破
壊
さ
れ
た
瞬
間

死
の
瞬
間
の
み
に
よ
っ
て

保
障
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
哲
学
は
、
少
な
く
と
も
万
人
向
け
の



哲
学
で
は
な
い
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
検
証
不
可
能
な
哲
学
と
言
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
は
神
秘
主
義
と
呼
ぶ
ほ
か
は

な
い
だ
ろ
う
。
(
中
略
)
要
す
る
に
三
島
は
死
ん
だ
。
そ
の
余
は
文

学
の
み
だ
。
残
さ
れ
た
三
島
の
文
学
的
存
在
論
を
私
た
ち
が
読
む

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
が
特
殊
を
普
遍
に
転
換
す
る
だ
ろ
う
。

三
向
島
が

「
特
殊
な
哲
学
」
を
持
っ
て
お
り
そ
れ
は
作
品
の
中
に
も

表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
「
特
殊
な
哲
学
」
を
体
現
す
る
も
の

と
し
て
彼
の
死
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
チ
ハ
ル
チ
シ

ヴ
イ
リ
と
焼
却
停
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
紘
揮
は
文
学
に
よ
っ
て
三

島
の
哲
学
を
「
普
通
」
に
転
換
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
旋
律
は

「
特
殊
」
な
立
場
か
ら
、
傍
観
者
的
に
友
人
三
島
由
紀
夫
を
語
っ
て

い
る
。
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
は
対
照
的
に
、

二
島
の
哲
学
の
特
殊
性

を
「
神
秘
的
」
な
も
の
と
し
て
持
ち
上
げ
て
い
る
。
盲
目
的
崇
拝
と

も
と
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
を
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
の
ソ
連

で
打
ち
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
彼
の
戦
略
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
は

三
島
の
切
腹
事
件
が

日
木
で
は

右
ま
が
い
の
政
治
的
な
行
動
」
と
み
な
さ
れ
、
「
三
島
の
生
前
は
彼
の

著
作
を
読
ま
ず
、
疑
念
や
敵
意
さ
え
持
っ
て
彼
に
接
し
て
い
た
国
粋

三
島
を
す
ぐ
に
『
本
当
の
侍
精
神
』
の
持
ち
主
と

し
て
認
め
、
毎
年
彼
の
命
日
を
記
念
し
て
い
る
。
」
と
憂
国
忌
に
つ
い

主
義
者
た
ち
は
、

て
分
析
し
て
い
る
。

二
島
を
い
わ
ば
「
右
翼
の
ア
イ
コ
ン
」
と
し
て
祭
り
上
げ
た
右
翼

主
義
者
た
ち
の
行
動

・
反
応
が
ソ
連
の
文
学
研
究
者
た
ち
に
さ
え
影

響
を
与
え
て
し
ま
っ
た
と
チ
ハ

ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
は
述
べ
る
。
政
治
的

な
立
場
で
の
み
文
学
を
評
価
す
る
と
い
う
ソ
連
の
立
場
に
よ
っ
て

ニ
島
は

「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ

ソ
連
の
読

者
の
三
島
作
品
を
読
む
機
会
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
彼
は
嘆
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い
て
い
る
。
三
島
の
作
品
を
出
版
す
る
こ
と
を
タ
ブ
ー
と
し
て
き
た

ソ
連
の
政
治
体
制

・
そ
れ
を
甘
受
す
る
し
か
な
か
っ
た
ソ
連
文
学
界

へ
の
批
判
が
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
。

ソ
連
で
三
島
が

「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ

彼
の
作
品
が
発
禁
に
な
り
ソ
連
の
読
者
へ
三
島
由
紀
夫
の
作
品
が
行

き
渡
ら
な
か
っ
た
歴
史
を
振
り
返
っ
た
後
で
、
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ

極

は
現
在
は
「
矯
正
や
暴
露
な
し
に
、
文
学
的
分
析
を
単
純
化
さ
れ
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
図
式
と
取
り
違
え
ず
に
」
三
島
の
創
作
と
人
生
を

務
ち
着
い
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
。
へ
、

そ
こ
か
ら
評
論
の
話



題
は
三
島
(
ま
た
は
三
島
作
品
)

の
持
つ
特
徴
的
な
性
質
に
移
る
。
彼

は
、
三
島
を
形
容
す
る
際
の
形
容
詞
と
し
て
「
魔
術
的
」
「
神
秘
」
「
宿

命
」
な
ど

人
智
を
越
え
る
も
の
を
表
現
す
る
際
に
使
わ
れ
る
よ
う

な
単
語
を
こ
と
さ
ら
に
選
ん
で
い
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
文
章
か

ら
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。

疑
い
よ
う
の
な
い
作
家
(
三
島

・
引
用
者
注
)

の
才
能
、
無
論
病

的
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
(
病
的
で
あ
る
の
と
・
引
用
者
注
)
同
じ
く
ら
い

明
ら
か
で
鮮
や
か
な
才
能
だ
。
天
才
、

そ
れ
は
常
に
奇
跡
で
あ
り

自
然
の
神
秘
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
普
通
の
も
の
さ
し
を
使
っ
て

奇
跡
に
近
づ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
っ
そ
の
よ
う
な
人
の
魂

は
特
別
で
唯

一
無
二
の
イ
メ
ー
ジ
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
、

-
比
二
-
つ

苛
HI
J
j
+
h
t

つに
と は
めそ
る の
だ魂
け7の
だと半Ij
。断

は
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
し、

な
し、

理
解
し
よ
う
と

実
際
、
彼
の
全
人
生
は
、
彼
の
作
品
に
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
血
み
ど
ろ
の
終
末
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
衝
撃
を
受
け

た
同
時
代
人
の

「
な
ぜ
?
」
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
全
面
的
な
回

答
は
三
島
の
作
品
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
の
作
品
は
不
吉
で

魔
術
的
な
輝
き
を
帯
び
た
死
の
美
学
的
概
念
だ
。

こ
こ
で
彼
は
三
島
を

「
人
智
を
超
え
た
も
の
」
と
し
て
表
現
し

「
普
通
の
」
人
聞
が
理
解
で
き
な
い
境
地
に
三
島
は
い
る
の
だ
、

と

崇
拝
に
近
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
長
ら
く
ソ
連
で
作
品
が
発
禁
と

さ
れ
て
き
た
作
家
を
人
智
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
崇
め
る
姿
勢
を

と
る
こ
と
は

原
則
宗
教
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
ソ
連
に
お
い
て
暗
に

体
制
を
批
判
す
る
性
質
を
帯
び
る
。

ソ
連
時
代
の
反
体
制
的
な
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
帯
び
た
文
学
作
品
の

金
字
塔
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
ミ
ハ

イ
ル
・
ブ
ル
ガ
1

コ
フ

作
の
『
巨
匠
と
マ
ル
ガ
リ

l
タ
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
説
家
の
「
巨
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匠
」
と
そ
の
愛
人
マ
ル
ガ
リ
l
夕
、
悪
魔
た
ち
、
巨
匠
の
摘
く
小
説

の
登
場
人
物
(
イ
エ

ス
・
ピ
ラ
ト

J

が
登
場
し
、
時
間

・
空
間
を
越
え

て
活
躍
す
る
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」

の
小
説
で
あ
る
。
悪
魔
た
ち

は
、
反
宗
教
的
な
考
え
方
を
す
る
ソ
連
の
知
識
人
た
ち
を
剛
笑
う
よ

う
な
言
動
を
繰
り
返
す
。

人
智
を
超
え
た
「
魔
術
的
な
る
も
の
」

よ
っ
て
、
当
時
(
一
九
三
0
年
代
、
す
な
わ
ち
ス
タ
ー
リ
ン
の
大
粛
清
が

行
わ
れ
て
い
た
時
期
)
の
ソ
連
社
会
へ
の
批
判
と
菰
刺
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。



物
語
の
第
一
章
で

教
授
に
扮
し
た
悪
魔
が
無
神
論
者
の
雑
誌
編

集
者
と
詩
人
に
こ
う
言
い
放
つ
箇
所
が
あ
る
。

「
よ
く
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ

い

イ
エ
ス
は
存
在
し
て
い
た
の

で
す
」

「
い
い
で
す
か

教
授
」

無
理
に
作
り
笑
い
を
浮
か
べ
て

fえ

/レ

リ
オ
l
ズ
は
言

い
返
し
た
。

「
あ
な
た
の
該
博
な
知
識
に
は
敬
意

を
払
っ
て
お
り
ま
す
が

そ
れ
で
も
、
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
は

別
の
見
解
を
も
た
な
い
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
」

「ど
ん
な
見
解
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
1

」
と
奇
妙
な
教
授
は
答
え

た
。
「
と
に
か
く
イ
エ
ス
は
存
在
し
て
い
た
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
す
」

「
し
か
し

そ
う
は
い
っ
て
も
、
な
ん
ら
か
の
証
拠
が
要
求
さ
れ

ま
す
:::」

と
ベ
ル

リ
オ
l
ズ
は
言
い
か
け
た
。

「
い
か
な
る
証
拠
も
要
求
さ
れ
ま
せ
ん
」
と
教
授
は
答
え
、
低
い

声
で
語
り
は
じ
め
た
が

こ
の
と
き
に
は
奇
妙
な
靴
り
は
な
ぜ
か

な
く
な
っ
て
い
た
。

絶
対
的
な
も
の
を
信
ず
る
べ
き
で
あ
っ
て

そ
こ
に
理
屈
は
い
ら
な

ぃ
、
と
い
う
こ
の
教
授
(
実
際
は
悪
魔
だ
が
)

の
姿
勢
は
、

三
島
由
紀

夫
を

「
凡
人
の
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
神
秘
的
存
在
日
天
才
」
と

持
ち
上
げ
て
、

い
わ
ば
神
格
化
す
る
よ
う
な
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の

姿
勢
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
『
巨
匠
と
マ
ル
ガ
リ

l
タ
』
は
悪
魔
の
「
原
稿
は
燃
え
な
い」

と
い
う
台
詞
で
有
名
な
小
説
で
あ
り

ソ
連
時
代
の
知
識
人
た
ち
は

こ
の
台
詞
を
合
言
葉
に
し
て
地
下
出
版
な
ど
を
重
ね
体
制
の
圧
力
に

耐
え
て
き
た
と
い
う
背
景
も
あ
る
。

ソ
連
当
局
の
検
閲
を
経
な

い
文

書
は
、
「
サ
ミ
ズ
ダ
l
卜
」
と
呼
ば
れ
た
。
検
閲
で
「
ノ

l
」
を
突
き

つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
書
物
が
タ
イ
プ
さ
れ
、
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コ
ピ
ー
さ
れ

手
か
ら

手
へ
と
伝
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
当
局
に
ス
パ
イ
の
嫌
疑

サ
ミ
ズ
ダ
l
ト
文
書
は
押
収
さ
れ
た
が
、
人
々
は
監

を
か
け
ら
れ
、

視
の
自
を
く
ぐ

っ
て
サ
ミ
ズ
ダ
|
ト
文
書
を
手
に
し
て
い
た
と
い
う
。

例
え
ば

ソ
ル
ジ
エ
ニ

l
ツ
イ
ン
の
作
品
は
、
『
ガ
ン
病
棟
』
『
収
容
所

群
島
』
な
ど
、
密
か
に
タ
イ
プ
さ
れ
国
外
で
出
版
さ
れ
て

い
た。

島
の
作
品
が
サ
ミ
ズ
ダ

l
卜
文
書
に
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か

で
は
な
い
が
、
検
閲
な
ど
で
出
版
不
可
に
な
り
押
収
さ
れ
た
作
品
は

図
書
館
で
非
公
開
扱
い
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
事
実
が
あ
る
た
め
、

三
島
作
品
そ
の
も
の
は

一
部
の
人
間
の
目
に
触
れ
、

日
本
語
を
読
め



る
者
の
あ
い
だ
で
密
か
に
読
ま
れ
て
き
た
可
能
性
は
あ
る
。

三
島
の
作
品
を
公
に
出
版
す
る
こ
と
が
タ
ブ
!
と
さ
れ
る
中
で
、

は
っ
き
り
し
た
発
表
の
あ
て
も
な
く
作
品
を
翻
訳
し
続
け
て
き
た
チ

ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
も
、
「
原
稿
は
燃
え
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
胸
に
秘

め
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た

[
1
9
]
 

一
九
八

0
年
代
後
半
に
は
当
局
の
思
想
的
締
め
付
け
の
ゆ

る
み
を
反
映
し
て
か
、
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
宗
教
的
な
要
素
を

も
つ
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
八
五
年
一
二
月
に
は

『
文
学
新
聞
』
が
神
秘
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
ヒ
ツ
ピ

l
族
が
ソ
連

に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

一
九
八
八
年
に
は
問

紙
に
こ
れ
ま
で
反
動
的
と
さ
れ
て
き
た
宗
教
者

・
哲
学
者
の

一ペ

ー

ジ
全
面
の
紹
介
欄
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
宗
教
的
な
記
事
は
、

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し

て
、
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
評
論
も
こ
の
流
れ
の
中
に
組
み
込
ま
れ

る
も
の
だ
と
い
え
る
。

そ
の
政
治
的
な
理
由
で
三
島
の
作
品
が
ソ
連
で
ほ
ぼ
読
ま
れ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
憂
え
て
い
る
な
ら
、
三
島
の
政
治
的
主
張
を
連
想

さ
せ
る
も
の
は
見
て
み
ぬ
ふ
り
を
し
て
、
政
治
色
の
な
い
作
品
を
紹

介
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
明
ら
か
に
ソ
連
の
体
制

と
は
対
立
す
る
よ
う
な
主
張
を
自
衛
隊
駐
屯
地
で
行
っ
て
割
腹
自
殺

し
た
三
島
の
行
為
を
あ
え
て
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
彼
の
作
品
に
登

場
す
る
「
特
殊
な
哲
学
」
と
彼
の
死
を
結
び
つ
け
て
論
じ
紹
介
し
た

ニシ」、

そ
し
て
三
島
を
盲
目
的
と
も
い
え
る
態
度
で
も
っ
て
称
え
る

と
い
う
こ
と
は

「
宗
教
的
」
な
色
彩
を
術
び
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
ソ
連
に
お
い
て
は
長
ら
く
続
い
た
政
治
体
制
へ
の

「
革
命
」
的

行
為
と
し
て
機
能
し
う
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

『
憂
国
』
が
遺
ば
れ
た
理
由
と
は

l
l
「
美
学
の
殉
教
者
」
と
し

て
l
l
t
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そ
し
て
、

ソ
連
で
は
じ
め
て
大
々
的
に
紹
介
さ
れ
る
三
島
作
品
の

ロ
シ
ア
語
訳
が
『
憂
国
』
だ
っ
た
こ
と
は
、

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
が

三
島
を
宗
教
的
な
ア
イ
コ
ン
と
し
て
紹
介
し
よ
う
と
す
る
戦
略
と
大

い
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
評
論
の
第
6
章
で
『
憂

国
』
に
つ
い
て
、
あ
ら
す
じ
を
述
べ
た
後
に
次
の
よ
う
に
記
述
し
て

、

〉

O

し
7

三
島
は
、
彼
が
考
え
る
真
の
日
本
的
魂
の
所
有
者
を
摘
き
出
し
た



い
と
望
ん
で
い
た
が
、
彼
の
才
能
は
強
固
な
作
者
の
た
く
ら
み
を

明
る
み
に
し
て
い
る
。
話
が
進
む
に
つ
れ
て
出
来
事
は
後
景
に
し

り
ぞ
き
、
悪
夢
の
よ
う
な
儀
式
の
思
想
的
な
内
容
は
忘
れ
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
突
然
、
悲
劇
的
な
喪
失
の
耐
え
難
い
病
的
な
感
覚

が
、
二
人
の
若
者
の
全
人
生
と
愛
の
破
滅
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
結
末
の
感
覚
は
主
観
的
な
も
の
だ
。
や
は
り
作
者
は

露
骨
に
全
く
別
の
効
果
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
こ
に
生
じ
て
い
る

高
尚
な
理
由
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
な
喪

失
の
感
覚
に
は
、
作
為
的
で
時
と
し
て
馬
鹿
げ
た
セ
ン
ス
に
似
る

よ
う
な
様
式
で
邪
魔
を
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
こ
れ
は
以

前
に
は
洗
練
さ
れ
た
唯
美
主
義
者
の
三
島
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。

三
島
は

「
日
本
的
魂
」

天
皇
制
を
か
か
げ

の
持
ち
主
を
称
揚
し

る
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
ソ
連
政
府
の
見
解
を
ひ
っ
く
り
返
す

よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
高
尚
な
理
由
に
よ
っ
て
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
喪
失
の
感
覚
」

の
具
体
例
に

つ
い
て
、
武

山
中
尉
が
切
腹
す
る
場
面
で
の
執
槻
な
摘
写
が
、
彼
の
「
皇
軍
万
歳
」

と
い
う
「
大
義
」
よ
り
も
目
立

っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
「
若
々
し
く

美
し
い
身
体
の
苦
し
み
に
満
ち
た
死
こ
そ
、

ま
さ
に
聖
セ
パ
ス
チ
ヤ

ン
の
宿
命
だ
、
そ
し
て
三
島
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
幸
福
の
最
た
る
も

の
だ
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
二

・
二
六
事
件

直
後
の
武
山
中
尉
と
そ
の
萎
麗
子
の
儀
式
め
い
た
死
を

「セ
パ
ス
チ

ヤ
ン
の
殉
教
」
に
た
と
え
て
い
る
。
天
皇
制
と
い
う
イ
デ
オ
口
、
キ

l

そ
の
も
の
よ
り
も
自
身
の
特
殊
な
美
学
に
殉
ず
る
者
の
避
け
が
た
い

宿
命
を
、
政
治
的
権
力
を
帯
び
て
い
な
い
宗
教
的
な
も
の
に
た
と
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
前
景
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
チ
ハ
ル

チ
シ
グ
イ
リ
は
「
ま
だ
感
じ
ら
れ
な
い
死
苦
、
こ
の
遠
い
死
苦
は
、

彼
ら
の
快
感
を
精
錬
し
た
」

と
い
う
『
憂
国
』
の
一
節
を
引
き
な
が

ら
、
「
運
命
の
鎖
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
と
、
三
島
が
持
っ
て
い
る
、
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苦
し
み
こ
そ
が
エ
ロ
テ
イ
シ
ズ
ム
を
引
き
立
た
せ
る
の
だ
と
い
う
美

学
が
中
尉
と
一
麗
子
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。

武
山
中
尉
と
一
麗
子
と
い
う
『
憂
国
』
の

二
人
の
登
場
人
物
は
、
三
島

美
学
の
殉
教
者
だ
と
彼
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

時
に
そ
れ
が
体
制
に
背
く
こ
と
で
あ
っ
て
も
自
ら
の
信
念
に
殉
ず

る
者
を
、
宗
教
と
い
う
枠
組
み
を
使
っ
て
描
き
出
す
こ
と
が
、
こ
の

評
論
と
同
時
代
の
ソ
連
の
文
学
作
品
に
も
み
ら
れ
る
。
ペ

レ
ス
ト
ロ

イ
カ
文
学
の
旗
手
と
呼
ば
れ
て
い
た
チ
ン
ギ
ス

・
ア
イ
ト
マ

l
ト
フ



の
小
説
『
処
刑
台
』

で
は

持
ち
前
の
無
垢
さ
と
強
固
な
信
念
で
も

っ
て
教
会
内
部
や
麻
薬
売
買
な
ど
の
不
正
を
告
発
す
る
主
人
公

の
元
神
学
生
ア
ヴ
ジ
イ
の
傑
子
が
拙
か
れ
て
い
る
。

「
わ
が
教
会
は
つ
ね
に
私
と
共
に
あ
る
で
し
ょ
う
」

ア
ヴ
ジ

イ
・
カ
リ
ス
ト
ラ
|
卜
フ
は
譲
ら
な
か
っ
た
。
「
わ
が
教
会
は
私

自
身
で
す
。
私
は
神
殿
を
認
め
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
僧
侶
、
特

に
今
日
の
よ
う
な
性
質
の
僧
侶
を
認
め
ま
せ
ん
」
(
中
略
)

に
な
っ
て
ア
ヴ
ジ
イ
は
実
際
に
こ
の
戒
め
を
幾
度
と
な
く
思
い

出
し
た
も
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
度
に
ア
ヴ
ジ
イ
・
カ
リ
ス
ト

一フ
|
卜
フ
は
、
彼
の
使
命
の
主
要
な
も
の
、

あ
る
最
高
の
意
味

は
か
な
た
に
見
え
る
地
平
線
の
輪
郭
の
よ
う
に
も
っ
と
先
に
あ

り
、
そ
こ
へ
至
る
途
中
で
起
こ
る
ど
ん
な
不
慮
の
自
体
も
生
活

上
の
困
苦
も
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
彼
の
示
し
た
模
範
に

多
く
の
人
々
が
倣
う
日
が
や
が
て
は
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

し
て
自
分
は
こ

の
為
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
思
う
の
だ
っ
た
。

彼
が
麻
薬
を
扱
う
者
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
「
際
刑
」

の
よ
う
な

形
で
死
ぬ
場
面
は

ア
ヴ
ジ
イ
の
姿
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
節
く
れ
だ
っ
た
サ
ク
サ
ウ
ル
に
手
足
を
縄
で
く
く
り
つ
け
ら
れ

た
ア
ヴ
ジ
イ
は
、

吊
さ
れ
て
乾
か
さ
れ
て
い
る
毛
を
剥
が
れ
た
生

皮
の
よ
う
に
、
吊
さ
れ
た
。
(
中
略
)
酔
っ
て
虐
待
す
る
男
た
ち
は

ア
ヴ
ジ
イ
の
足
元
で
火
を
焚
こ
う
と
あ
せ
っ
て
い
た
が
、
彼
は
も

後

う
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
(
中
略
)
胸
は
激
し
く
痛
み
、
耐
え
が

た
い
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
痛
み
が
傷
め
つ
け
ら
れ
た
腹
を
掻

き
む
し
っ
た
・

。
そ
し
て
雪
融
け
の
洪
水
に
浸
さ
れ
、
沈
ん
で
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ゆ
く
小
島
の
よ
う
に
意
識
が
遠
の
い
て
い
っ
た
。

『
オ
カ
川
の
僕
の
小
島
;
・
・
・
・
。
師
よ
、
あ
な
た
を
お
救
い
す
る
の

は
誰
ワ
』
彼
の
最
後
の
意
識
が
火
花
の
よ
う
に
燃
え
あ
が
っ
て
、

出
問
、

ζ

こ

o

t
J
1
 

そ

暴
力
を
振
る
わ
れ
て
、
「師」

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
呼
ん
で
最

期
を
遂
げ
る
と
こ
ろ
は
、
新
約
聖
書
の

「
使
徒
言
行
録
」

に
登
場
す

る
殉
教
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
無
神
論
者
で
あ
り
、

ソ
連
共
産

党
員
で
も
あ
っ
た
著
者
ア
イ
ト
マ

l
ト
フ
が
ソ
連
体
制
下
で
見
過
ご



さ
れ
て
い
る
不
正
の
告
発
者
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
選
ん
だ
と
い
う
こ

と
に
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
い
て
宗
教
性
を
担
ぎ
出
す
と
い
う

明
確
な
戦
略
性
が
見
て
取
れ
る
。

つ
ま
り
、
体
制
に
対
抗
で
き
る
絶

刻
的
な
も
の
と
し
て
宗
教
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

宗
教
を
利
用
し
て
体
制
を
批
判
す
る
文
学
者
た
ち
の
系
譜
は
、
先

述
の
ブ
ル
ガ

l
コ
フ
や
、
信
仰
心
を
貫
い
た
ソ
ル
ジ
エ
ニ

|
ツ
イ
ン

な
ど

ス
タ
ー
リ

ン
時
代
か
ら
脈
々
と
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
彼
ら
は

作
品
が
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
も
作
品

を
執
筆
し
続
け
た
。
ま
た

ソ
ル
ジ
エ
ニ
|
ツ
イ
ン
は
フ
ル
シ
チ
ヨ

フ
の

雪
解
け
」

の
時
代
が
は
じ
ま
る
と
す
ぐ
に

体
制
を
批
判
す

る
小
説
を
発
表
し
た
。
共
産
党
員
で
あ
り
な
が
ら
麻
薬
問
題
と
い
う

ソ
連
の
タ
ブ
ー
を
「
元
神
学
生
」

の
視
点
か
ら
告
発
し
た
ア
イ
ト
マ

ー
卜
フ
も
、
身
を
賭
し
て
体
制
批
判
を
行
う
ソ
連
の
文
学
者
た
ち
の

系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て

「
日
本
語
の
原
木
や
翻
訳
原
稿
な

ど
を
非
常
に
注
意
深
く
隠
す
必
要
が
あ
っ
た
」
中
で
、
着
々
と
三
島

作
品
の
翻
訳
を
進
め
、

言
論
に
関
す
る
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
と
同
時

に
宗
教
を
担
ぎ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
体
制
を
批
判
す
る
評
論
を
世
に

出
し
た
チ
ハ
ル
チ
シ
グ
イ
リ
も
、

同
じ
系
譜
に
数
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
『
憂
国
』
に
関
す
る
評
論

は
、
三
島
由
紀
夫
と
『
憂
国
』
の
登
場
人
物
た
ち
を
宗
教
性
と
強
く

結
び
つ
け
、
体
制
に
対
す
る

「
革
命
」

の
ア
イ
コ
ン
と
し
て
の
三
島

像
を
強
固
に
し
た
。
さ
ら
に
、
『
憂
国
』
を
体
制
に
対
す
る
抵
抗
の
テ

ク
ス

卜
と
し
て
提
示
す
る
た
め
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、

ソ
連
に
お
け
る
日
本
文
学
の
出
版
事
情
を
ふ
ま
え
た

柚
つ
、
え
で
、

チ
ハ
ル
チ
シ
グ
イ
リ
の
経
論
と
『
憂
国
』
の
翻
訳
が
雑
誌
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『
外
国
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
、

ペ
レ
ス

ト

ロ
イ
カ
期
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。

チ
ハ
ル
チ

シ
ヴ
イ
リ
の
評
論
に
は
、

三
島
由
紀
夫
を
「
神
縦
性
を
帯
び
た
天
才
」

と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
三
島
と
い
う
存
在
に
「
宗
教
性
」
を
付
与

し
よ
う
と
す
る
戦
略
性
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
『
憂
国
』

論
に
お
い
て
は
、
小
説
の
中
で
自
害
す
る
二
人
の
登
場
人
物
を
殉
教

者
聖
セ
パ
ス
チ
ャ
ン
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
、
『
憂
国
』
を
ペ
レ
ス
卜

ロ
イ
カ
期
の
ソ
連
文
学
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
。



本
論
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

以
上
の
よ
う
な
チ
ハ

ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
戦
略
性
が
ど
の
よ
う
に
『
憂
国
』
ロ
シ
ア
語
訳
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ

リ
の
『
憂
国
』
ロ
シ
ア
語
訳
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は

ノ¥

〉ノ

ム

・
ブ
シ
マ
キ
ン
氏
の

見 島
る 由
主 紀
人夫
公 の
と『
見 憂
ら国
'ー 色=

ると
主 大
人三江
公工健

が郎

の
『
セ
ヴ
ン
テ
ィ
ー
ン』

あ
る
。
氏
は
ロ
シ
ア
語
訳
に
お
い
て
、
検
閲
等
の
関
係
で
い
か
に
政

治
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
な
く
な
っ
た
か
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
て
い

る
。
し
か
し
、
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
『
憂
国
』
論
を
参
照
す
れ
ば
、

天
皇
制
な
ど
の
政
治
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
よ
り
も
、
「
美
学
の
殉
教
者
」
と

し
て

の
武
山
中
尉
と
麗
子
を
強
調
し
た
い
と
い
う
彼
の
意
図
が
あ
る

こ
と
は
明
縦
で
あ
る
。
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
、
考
察
を

一7

、二、
0

4
T
lv
ナ
'
し

ま
た
、
先
述
の
ブ
シ
マ
キ
ン
氏
の
論
文
に
は

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ

リ
の
『
憂
国
』

ロ
シ
ア
語
訳
に
対
し
て
当
時
の
ソ
連
メ
デ
ィ
ア
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
評
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。
『
憂
国
』
の

開
訳
に
お
け
る
チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
戦
略
性
は
ど
こ
ま
で
有
効
だ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
『
憂
国
』

の
映
画
を
三
島
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身
が
監
督

・
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演
し
て
い
る
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い
う
こ
と
や
実
際

に
彼
が
割
腹
自
殺
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
三
島
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身
の
生
の
終
わ

ら
せ
方
や
彼
の
政
治
思
想
と
か
ら
め
て
語
ら
れ
が
ち
な
こ
の
小
説
の

新
た
な
読
み
方
を
、

チ
ハ
ル
チ
シ
ヴ
イ
リ
の
戦
略
性
か
ら
示
し
て
ゆ

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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サ
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刊
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現
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一
九
五
五
年
か
ら
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あ
る
。

現
在
で
も
月
一
回
発
行
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
お
よ
び
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
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る
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の
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あ
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二島
由
紀
夫
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ル
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国
際
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文
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訳
事
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古
山
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近
代
ま
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(
一
九
九
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日
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文
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寺
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述
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検
閲
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(
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世
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ロ
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史
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日
銀
関

係
の
展
望
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議
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究
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前
線
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O
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0
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三
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九
州
大
学

出
版
会
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4
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山
恭
輔
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ン
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代
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被
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自
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検
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検
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検
閲

の
賜
物
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
」
と
あ
る
。

7 

注
4
に
同
じ
。

8 

田
村
充
正
「

ロ
シ
ア
の
三
島
文
学
」
(
『
ユ
リ
イ
カ
』

二

0
0
0
・
一

9 

注
3
に
同
じ。

1 
0 

，
 

p、円
H
OL
VA
T且

qaν
n
"
“
nn

n
u
n
v
p
L
n
“
ρL 

K

P

O

B

a

8

0

「

O

y

c

T

P

O

E

H

H

o

r

o

 

B

o

e

H

H

O

M

 

6

a

3

E

 

1-1 

a 

M

T

H

r

a

H

 

y
wA
E
 

H

E

E

0

3

M

O

M

M

O

 

p

a

C

C

M

a

T

P

H

B

a

T

b

φ

E

H

O

M

E

H

M

M

C

M

M

M

 

u
n
H
a
q
E
 

q

e

p

E

3

 
n

p

H

3

M

Y

 
3
4
Ta
nv
pla
nv 

H

a

k

 

，

:

，

 

且

H

H

K

O

T

O

P

N

M

p

a

3

b

n

c

H

H

1

M

H

o

r

o

E

K

8

3

a

日

山

e

e

c

n

:

，
 

H

E

H

O

H
兄

T

H

M

M

H

P

E

A

X

E

 

p

a

c

c

r

a

B

M

1

B

C

E

口

O

C

B

0

M

M

M

E

C

T

a

M
・

1 
1 

「三
島
由
紀
夫
覚
書
」
初
出
は
『
海
』

引
用
は

一
九
七
六

・
十

『
三
島
由
紀
夫
お
ぼ
え
が
き
』
(
一
九
八
六

・
一
て

中
公
文
庫
)
所
収

の
も
の
に
よ
っ
た
。

242 

1 
2 

H

a

u

H

0

H

a

I

M

C

T

M

，
 n

u
n
u・M
M

w
m
M
3
H
M
 

M

M

C

M

M

H

 

O

T

H

O

C

H

B

山

H

E

C

H

1< 

H

E

M

y

c

 

日

O

且

O

ヨ
P

E

H

M

E

M

且

a
wA
E

日

B

p

a

H

A

E

6

H

O

C

T

b

ω

，
H

E

u
・
H

T

a

B

凶

M

E

t

r

o

K

H

H

r

 

H

E

M

E

A

Z

E

H

H

O

 
O

戸

O
も

兄

B

H

1

M

H

M

c

a

T

E
且

兄

H

0

C

M

T

E

Z

E

M

 

《

un
C
丁

目

H

H

O

c

a

M

y

p

a

H

M

C

K

o

r

o

A

y

x

a
》

H
E
V
A
E

r

o

A

H

O

 

O

T

M

E

可

a

m

T

「

O

A

O

日

以

H

H

Y

E

r

o

C
M
E
D
-
r

H

 



1 
3 

c
n
p
-
兄

M
』

E
H
M
H
M

，
 

o
κ
v
Z
M
U
1
E
H
H
"
H
 

κ
u
e
3
 

H 

H 

e 

口

O

且

M

E

H

H

n

』

M

T

E

D

-

a

T

Y

P

H

H

M

a

H

a

n

H

3

 

y

n

p

o

以

E

H

H

O

M

M

A

e

O

A

O

山

M

q

E

C

H

O

M

C

X

E

M

O

M

 

1 
4 

，
 

H

E

O

C

口

O

P

M

M

M

H

M

l

a

A

a

H

T

口

M

c

a

T

E

且

只

，

，

 

T

a

n

a

H

T

ど

U

E

3

v
d

C

I

O

B

H

O

J

，
 

戸

O

O

Z

E

3

H

E

H

H

M

H

H 

o 

O

T

T

o

r

o

 

H 

E 

M

E

H

E

E

 

o

q

a

E

B

H

A

H

M
HH
 
日

日

D
・
K

M

M

P
』

e

H

M

M

l

l

B

C

E

r

A

a

q
v
d
且

O

3

a

r

a

A

K

a

 

:， 

口

P

M

P

O

且

M

JI 

H 

r

a

k

 
H

a

A

O

 

H

O

X

O

A

M

l

b
 

。戸O
M

q

N

M

M

M

J{ 

q

y

A

y

c

 

M

E

P

H

a

M

H

ワ

円

以

y
山

a

1

0

H

O

「

O

uh
E
』

O

B

E

M

a

o

c

o
，O

M

M

 

y

c

r

p

o

E

H

a

 

，
 

H

E

口

O

B

T

O

P

M

M

H

"

H

O

，o

p

a

3

0

M

H

a

M

H

E
 

A

a

H

O

C

Y

A

M

-

b

e

e

-
-
』

日

山

b

日

制

T

a

T

b

C

H

n
u
n
u
u
u
o
n
T
a
L
U
 

1 
5 

B

C

H

 
V
A
H
3
H
b
 

，
 

n

H

c

a

T

巴

』

日

O

T

p

a

w

A

e

H

H

a

H

 
E 

ρ
L
F
A
n
u
 

，

:

，

 

H

P

O

H

3

B

E

A

E

H

M

H

X

，O

H

λ

a

 

日

O 

c

y

T

H

 

A

e

』

日

口

O

A

r

o

T

O

B

K

D

M

K

K

P

O

B

a

B

O

M

Y

φ

M

H

a

』

Y

M

c

q

e

P

H

M

H

a

ω

山

H

H

nv
叩
』

R
M
O
L

-
a

H 

a 

日

O

T

P

H

C

E

H

H

H

X

日

O

口

p

o

c

C

O

B

p

e

M

E

H

H

H

K

O

B

 

《
口

o

q
・
E
M
Y
ワ

》

A

a

H

H 

a 

C

T

p

a

H

H

H

a

x

 

H

a

n

M

C

a

H

H

M

X

 

M

M

C

M

M

O

J

M

 
K

H

M

r

T

B

o

p

q

・
E

C

T

8

0

H

H

c

a

T

E

』

H

O

C

B

E

山

e

H

D

3

Z

O

B

E

山

H

M

M

M

a

r

M

可

E

C

K

M

M

C

M

冗

日

目

E

M

E

「

O

ヨ
c

r

e

T

H

q

E

C

H

O

"
日

H

O

日

比

E

日

日

目

H

C

M

E

P

T

H

 

243 

1 
6 

引
用
部
分
は
水
野
忠
夫
訳
『
巨
匠
と
7

ル
ガ
リ
|
夕
』
(
二

O
O
八

回
、
河
出
書
一房
新
社
)

1 
7 

ユ
リ
ウ
ス
・
テ
レ
シ
ン
「
検
閲
に
抗
し
て
|
ソ
連
の
「
自
立
出
版
」
の

内
幕
」
(
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

一
九
七
三

・
凹

1 
8 

兎
内
勇
律
流
「
ソ
連
の
非
公
開
資
料
群
の
公
開
|
図
書
館
の
グ
ラ
ス

ノ
ス
チ
|
」
(
『
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
エ
ア
ネ
ス
』

一
九
八
九

・
七

1 
9 

ソ
連
憲
法
に
お
い
て
は
信
仰
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
た
が
、
ソ
連

中
央
政
府
は
無
神
論
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
を

は
じ
め
と
す
る
宗
教
団
体
は
ひ
っ
そ
り
と
活
動
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く



さ
れ
た
。
レ

|
ニ

ン

・
ス
タ
ー
リ
ン

・
フ
ル
シ
チ
ヨ
フ
時
代
に
は
教
会

の
爆
破
や
閉
鎖
、
坐
職
者
の
逮
捕

・
殺
害
な
ど
、
宗
教
弾
圧
が
行
わ
れ

て
い
た
。

ロ
シ
ア
正
教
と
ソ
連
政
府
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
腐
岡
正
久

『
ロ
シ
ア
正
教
の
千
年

山市一と
俗
の
は
ざ
ま
で
』
(
一
九
九

日
本
放
送
出
版
協
会
)
に
詳
し
い
。ペ

レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
い
て
は
、

宗
教
弾
圧
も
緩
和
さ
れ
た
。

2 
0 

源
貴
志
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
文
化
略
年
譜
」
(
『
ユ
リ
イ
カ
』

九
九

玉

2 
1 

M

M

C

M

M

a

 

，
 

日

O

K

0

3

a

T

b

k

a

K

M

X

 

X

O

T

E

A

 

A

m

且

e

M

FL
u
-
u
n
T且

9
u
O
L
ra

日

O

C

M

-

e

A

n

M

M

O 

H 

M
H
F
L
Ta
M
H
M
H
H
H
nu 

兄

H

O

H

C

K

O

「

O

，
 

A

y

x

a

 

H 

G 

Ta
q
a
"
“
qa
u
H
τ
a
 

nuν
ハ

9
u
q
d
g
u
n
H
P
、
q“

P
L
M
H
H“
L
U
U
H
O
L
ρ
L
 

a

B

r

o

p

c

k

o

r

o

 

3

8

M

M

c

n

a

n

o

 

M

E

P

E

 

n
μ
-
q
a
q
d
n
u
u
n
T且

M
N
G
A

C
O
K
U
H
T
M
e
M
 
O

T

n

y

c

k

a

E

r

 

3

a

6

H

B

a

E

T

C

H

 

M

且

E

H

H

a

兄

日

O

A

o

n

A

E

H

a

K

O
山

M

a

p

H

O

F

O

，
 

P

H

T

y

a

λ

日

H 

B

A

p

y

r

 

p
o
w
A
且

a

E

T

C

H

V

A

r

y

n
・
e

e

，
6

0

A

E

3

H

E

H

H

O

E

0
山

y
山

E

M

M

E

T

p

a

r

M

q

E

C

H

O

M

 

:， 

y

T

p

a

T

M

 

H

a

H

p

a

c

H

0
・M
r

H

κ

U

E

Z

M

A

B

Y

X

M

o

n

o

A

M

X

日

O
』

H

M

X

w
m
M
3
H
M
 
H 

』

市

山

6
日

目

q

E
』

O

B

E

n

-

e

C

K

M

X

c

y

以

E

C

T

B
，

ー

ー

，
 

B

n

p
O
U
A
E
M
 

T

a

k

O

E
 
日

O
C
H
n
v
u
n
η

I

H

E

φ

H

H

a

I

a

 
C

Y

6

b

E

K

T

M

B

H

o

，
B

O

 
B

c

n

k

O

M

 

，
 

C

A

y

q
・
a

E

a

日

T

o

p

n

n

B

H

o

p

a

c

c

可

日

T

M

B

a

λ

H 

a 

C

O

B

E

p

m

e

H

H

O

 

M
H
O
H日

ヨ
φ

φ

E

K

T

B

0

3

H

M

K

a

m

山

E

M

Y

可

Y

B

C

T

B

Y

，
 

H

O

T

E

P

M
 

K

O

T

o

p

y
ω
 

H

E

B

0

3

M

O

K

H

O

 

O

H

p

a

B

A

a

l

b

 

H

H

K

a

K

M

M

M

 

B

H

C

0

K

M

M

M

 

，
 

P

E

3

0

H

a

M

M

H

E

C

n

O

C

0

6

E

H

H

O

M

E

山

a

T

b

244 

A

a

x

e

 

，
 

H

P

巴

T

E

H

M

U

H

0

3

H
H
H
M

B
P
-
E
M
E
H
a
M
M
 
r
p
a
T
U
n
-
a
山

M

l

M

C

A

y

p

H

M

M

B

K

Y

C

O

M

 

，
 

c

T

M

Z

b

 

H 

E 

H

P

E

X

A

E

 

C

H

O

M

C

T

B

E

H

H

H

，H
 
y

T

O

H

H1

e

H

H

O

M

Y

 

ヨ
C

T

E

1

y

M

M

C

M

M

E

2 
2 

M

y

q

H

T

E

A

b

H

a

兄

C

M

E

P
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「
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T
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H

B

λ

e

H

H

E
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c

T

b

H

 

2 
3 

初
出
は
『
小
説
中
央
公
論
』
(
一
九
六

二
、
引
用
は
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二

O
巻

(
二
O
O
二

・
七
、
新
潮
社
)
に
よ
っ

た

2 
4 

P

O

K

O

B

a

H

U

E

n

o

q

k

a

B

M

C

T

P

O

M

n

a

c

b
 

2 
5 

引
用
部
分
は
佐
藤
祥
子
訳
『
処
刑
台
』
(
一
九
八
八

・
三
、
群
像
社
)

2
6
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
は
、
検
閲
の
緩
み
が
関
係
し
て
か
、
ソ
連
社
会

の
暗
部
を
告
発
す
る
小
説
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
体

制
批
判
的
な
小
説
で
は
、
様
々
な
テ
ー
マ
・
モ
チ
ー
フ
が
扱
わ

れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
宗
教
(
主
に
キ
リ
ス
ト
教
)
的
な
も
の

が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
体
制
批
判
的
な
小
説
に
は
、

本
論
で
あ
げ
た
ア
イ
ト
マ
l
ト
フ
『
処
刑
台
』
の
他
に
は
、

V

-
エ
ロ

フ
エ

|
エ
フ
『
ヴ
ア

ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
、
あ
る
い
は
石
像
の
弦
音
』

(
一

九
八
五
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
精
神
病
院
の
患
者

が
看
護
師
に
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
で
も
十
字
を
切
り
続
け
た
り
す
る
場
面

ゃ
、
患
者
内
で
の
「
い

じ
め
」
と
し
て
「
祈
り
の
言
葉
」
を
す
べ
て
ソ

連
政
府
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
し
て
「
お
祈
り
」
を
さ
せ
る
な
ど
の
場
面
が

拙
か
れ
て
い
る
。
宗
教
を
通
し
て
強
烈
な
体
制
批
判
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

2 
7 

『
人
聞
社
会
環
境
研
究
』

二
O
二

一
・
三
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