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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
抒
情
詩
の
対
話
性
に
つ
い
て
論
じ
る
オ
ー
シ

プ
・
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
最
初
期
の
エ
ッ
セ
イ
「
話
し
相
手
に

つ
い
てО

 собеседнике

」（
一
九
一
三
）
を
、
詩
人
が
属
し
た
文

学
潮
流
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
セ
ル
ゲ
イ
・

ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
自
体
を
対
話

的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

の
ち
に
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ー
ン
が
「
ハ
ン
ザ
自
由
都
市
ブ
レ
ー

メ
ン
文
学
賞
受
賞
講
演
」（
一
九
五
八
）
で
提
示
し
た
「
投
壜
通
信

Flaschenpost

」
の
喩
え
の
源
泉
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
こ
と
で
有
名

な
「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
は
、
一
九
一
三
年
一
月
の
『
ア
ポ
ロ

ン
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
「
現
代
ロ
シ
ア
詩
に
お

け
る
い
く
つ
か
の
潮
流
」
と
、
い
ま
ひ
と
り
の
指
導
者
で
あ
る
ニ

コ
ラ
イ
・
グ
ミ
リ
ョ
フ
の
「
象
徴
主
義
の
遺
産
と
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
」

と
い
う
文
学
潮
流
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
ふ
た
つ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

翌
月
、
同
誌
の
次
号
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
時
空

を
潜
り
抜
け
て
紡
が
れ
て
い
く
詩
人
と
読
者
と
の
関
係
を
説
く
、

マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
詩
学
の
根
幹
を
提
示
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

だ
が
Ａ
・
メ
ー
ツ
編
の
全
集
の
註
釈
に
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
主
題
が
ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
イ
ワ
ー
ノ
フ
の
「
詩
人
と
大
衆
」、

イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
イ
・
ア
ン
ネ
ン
ス
キ
イ
の
「
抒
情
詩
人
バ
リ
モ
ン

ト
」
に
端
を
発
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
（
1
）、
こ
の

問
題
意
識
自
体
は
決
し
て
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
独
自
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
書
か
れ
る
前
年
の

一
九
一
二
年
年
頭
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
属
し
、
の
ち
に
ア
ク

メ
イ
ズ
ム
を
提
唱
す
る
詩
人
ギ
ル
ド
を
ニ
コ
ラ
イ
・
グ
ミ
リ
ョ
フ

と
と
も
に
牽
引
し
て
い
た
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
が
、
カ
フ
ェ
〈
野
良
犬
〉

で
象
徴
派
詩
人
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
バ
リ
モ
ン
ト
に
関
す
る
講
演

「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
の
話
し
相
手
に
つ
い
て

　
　

О
・
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
С
・
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ

澤
直
哉
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を
行
な
っ
て
い
る
（
2
）。
同
講
演
は
、
バ
リ
モ
ン
ト
の
詩
に
し
ば

し
ば
表
象
さ
れ
る
愚
鈍
で
詩
を
理
解
し
な
い
「
読
者
」
に
つ
い
て

の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
が
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
存
在

を
重
視
す
る
の
は
ま
ず
、
す
で
に
全
集
の
註
釈
に
お
い
て
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
こ
の
事
実
に
基
づ
く
。

　

し
か
し
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
ゴ
ロ
デ

ツ
キ
イ
の
対
話
関
係
は
、
よ
り
時
を
遡
っ
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
応
え
る
た
め
に
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ

の
第
三
詩
集
『
野
生
の
自
由Д

икая воля

』（
一
九
〇
七
年
）
劈

頭
の
連
作
「
死
の
声
た
ち
」
中
の
一
篇
「
否　

わ
た
し
は
長
く
は

生
き
な
が
ら
え
ま
い
…
」（
一
九
〇
七
年
）
と
、
同
年
に
執
筆
・

発
表
さ
れ
た
論
攷
「
明
る
い
途
上
に
：
神
秘
ア
ナ
キ
ズ
ム
か
ら
見

る
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
詩Н

а светлом пути: П
оэзия 

Ф
едора Сологуба, с точки зрения мистического анархизма

」

（『
松
明Ф

акелы

』
第
二
巻
掲
載
）
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
ふ
た
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
「
話
し
相

手
に
つ
い
て
」
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
見
ら
れ
、

ま
た
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
同
エ
ッ
セ
イ
で
、
バ
リ
モ
ン
ト
の
対

極
と
し
て
ソ
ロ
グ
ー
プ
を
称
揚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
対
話
関
係
は
、
先

述
の
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
講
演
の
主
題
で
も
あ
っ
た
バ
リ
モ
ン
ト
と
、

ソ
ロ
グ
ー
プ
を
媒
介
に
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

　

も
と
よ
り
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
か
ら
の

影
響
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
ソ
ロ
グ
ー
プ
を
熱
心
に
読
ん
で
い

た
（
3
）。
だ
が
同
時
に
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
一
九
〇
〇
年
代

か
ら
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
作
品
を
真
剣
に
読
ん
で
い
た
こ
と
も
事
実

で
あ
り
（
4
）、
幾
多
の
軋
轢
や
詩
人
ギ
ル
ド
の
空
中
分
解
な
ど
を
経

な
が
ら
も
そ
の
作
品
を
読
み
続
け
、
一
九
二
一
年
八
月
と
推
定
さ

れ
る
未
発
表
の
断
片
に
「
皆
に
、
す
べ
て
に
反
し
て
、
ゴ
ロ
デ
ツ

キ
イ
は
自
身
に
忠
実
な
ま
ま
だ
と
私
は
請
け
合
う
。
一
切
に
〈［
詩

人
］
ギ
ル
ド
〉
と
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
時
代
の
古
き
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ

が
い
る
の
を
私
は
認
め
、
愛
と
と
も
に
未
来
の
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
を

待
ち
、
見
る
の
だ
」（

5
）
と
書
き
留
め
る
ほ
ど
に
敬
意
を
保
ち
続
け

た
。
一
九
〇
七
年
と
い
う
詩
作
最
初
期
に
詩
人
が
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ

か
ら
蒙
っ
た
で
あ
ろ
う
影
響
は
、
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

付
言
す
る
な
ら
ば
、
詩
人
は
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ギ
ッ
ピ
ウ
ス
宛

の
一
九
〇
八
年
四
月
十
四
日
付
書
簡
に
お
い
て
、
ソ
ロ
グ
ー
プ
論

を
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
6
）。
そ
の
原
稿

は
残
念
な
が
ら
現
存
せ
ず
、
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
ギ
ム
ナ

ジ
ア
を
卒
業
し
た
て
の
若
き
詩
人
に
ソ
ロ
グ
ー
プ
論
を
書
か
せ
た

の
は
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
が
前
年
に
発
表
し
た
ソ
ロ
グ
ー
プ
論
で
は

な
か
っ
た
か
。

　

無
論
、
こ
れ
は
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ア
ク
メ
イ
ズ
ム

の
詩
学
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
で
あ
る
は
ず
の
ゴ
ロ
デ
ツ
キ

イ
と
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
関
係
の
研
究
は
、
わ
ず
か
な
例
外
を

除
き
（
7
）、
も
う
ひ
と
り
の
指
導
者
グ
ミ
リ
ョ
フ
と
の
関
係
に
比

し
て
、
い
ま
な
お
大
い
に
手
薄
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
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が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
試
み
の
、
小
さ
な
礎
石
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。

１

　

エ
ッ
セ
イ
「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
は
五
節
か
ら
成
り
、
本
稿

の
論
旨
に
深
く
関
わ
る
の
は
第
一
節
、
第
二
節
、
第
五
節
で
あ
る
。

ま
ず
大
前
提
で
あ
る
第
一
節
の
概
略
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第

一
節
に
お
い
て
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
人
間
が
互
い
に
関
心
を

持
ち
、
対
話
し
合
う
在
り
方
で
あ
る
。

我
々
が
狂
人
に
恐
れ
を
抱
く
の
は
主
に
、
彼
が
我
々
に
見
せ
る

あ
の
不
気
味
で
絶
対
的
な
無
関
心
ゆ
え
な
の
だ
。
人
間
に
と
っ

て
、
自
分
に
何
の
用
も
な
い
と
い
う
他
人
よ
り
恐
ろ
し
い
も
の

は
な
い
。［О

С: 49

］（
8
）

文
化
的
な
欺
瞞
行
為культурное притворство

、
す
な
わ
ち
礼

儀
作
法
は
、
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
我
々

は
互
い
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
強
調

し
合
う
の
だ
。［О

С: 49

］

　

ま
ず
狂
人
の
何
が
我
々
に
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
の
か
、
と
い
う

問
い
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
は
「
無
関
心
」
で
あ
る
、
と
い
う
回
答

が
な
さ
れ
る
。
次
い
で
、
通
常
の
人
間
は
互
い
に
関
心
を
持
ち
合

う
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
「
礼
儀
作
法
」
が

「
文
化
的
な
欺
瞞
行
為культурное притворство

」
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

通
常
の
人
間
相
互
の
こ
う
し
た
関
心
の
あ
り
方
が
提
示
さ
れ
て
の

ち
、
で
は
詩
人
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
と
い
う
本
題
に
す

ぐ
さ
ま
エ
ッ
セ
イ
の
論
旨
は
移
っ
て
ゆ
く
。

ふ
つ
う
人
は
、
何
か
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
と
き
に
は
、
人
々

の
も
と
へ
行
き
、
聞
き
手
を
探
す
も
の
で
あ
る
が

─
詩
人
と

い
う
の
は
ま
っ
た
く
反
対
に

─
「
ひ
と
気
の
な
い
波
の
岸
辺

へ
、
ひ
ろ
が
り
ざ
わ
め
く
森
へ
」
駆
け
て
ゆ
く
の
だ
。
常
軌
を

逸
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
…
狂
気
の
疑
い
が
詩
人
に
か
け

ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
ば
が
魂
の
な
い
対
象
、
自
然
に
向
け
ら
れ

て
お
り
、
生
き
た
兄
弟
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
者
に
狂
人

の
烙
印
を
押
す
と
い
う
な
ら
、
人
々
は
正
当
で
あ
る
。
ま
た
、

詩
人
の
言
葉
が
ほ
ん
と
う
に
誰
に
も
向
け
ら
れ
て
い
な
い
の
だ

と
し
た
ら
、
狂
人
か
ら
飛
び
の
い
て
離
れ
る
よ
う
に
、
恐
れ
を

な
し
て
詩
人
か
ら
飛
び
の
き
離
れ
る
こ
と
も
正
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。［О

С: 49

］

　

詩
人
は
何
か
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
と
き
、
通
常
の
人
間
の
よ

う
に
人
々
の
も
と
へ
行
く
の
で
な
く
、
プ
ー
シ
キ
ン
の
詩
「
詩
人
」

に
あ
る
よ
う
に
、「
ひ
と
気
の
な
い
波
の
岸
辺
／
ひ
ろ
が
り
ざ
わ
め

く
森
」
と
い
う
〈
自
然
〉
の
も
と
へ
駆
け
て
行
く
、
と
マ
ン
デ
リ
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シ
タ
ー
ム
は
言
う
。
こ
れ
が
通
常
の
人
間
の
「
礼
儀
作
法
＝
文
化

的
欺
瞞
行
為
」
と
対
を
な
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、「
魂
の

な
い
対
象
」「
自
然
」
に
こ
と
ば
を
向
け
て
い
る
詩
人
に
は
「
狂
人

の
疑
い
」
が
か
け
ら
れ
る
。「
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う

と
こ
ろ
に
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
主
要
問
題
が
関
わ
る
の
だ
が
、
そ
の

ま
え
に
、
詩
人
は
決
し
て
自
然
と
一
体
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

詩
人
を
「
神
の
小
鳥
」
の
よ
う
に
見
る
の
は
、
非
常
に
危
険
か

つ
根
本
的
に
誤
っ
た
見
方
で
あ
る
。［
…
］
歌
い
出
す
よ
り
も
ま

え
に
、
小
鳥
は
「
神
の
声
に
耳
傾
け
る
」
の
だ
。
小
鳥
に
歌
う

よ
う
命
ず
る
者
は
明
ら
か
に
、
そ
の
声
を
聴
く
。
小
鳥
が
「
ふ

と
は
ば
た
き
歌
う
」
の
は
、「
自
然
契
約
」
が
小
鳥
を
神
と
結
び

つ
け
て
い
る
か
ら
な
の
だ

─
最
も
天
才
的
な
詩
人
も
夢
見
る

こ
と
の
で
き
ぬ
栄
誉
で
あ
る
…
…
。［О

С: 49

］

　

詩
人
は
、
こ
れ
も
プ
ー
シ
キ
ン
の
詩
に
あ
る
よ
う
な
「
神
の
小

鳥
」
で
も
な
い
。「
神
の
小
鳥
」
は
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
言
葉

遣
い
に
よ
れ
ば
「
自
然
契
約
」
に
よ
っ
て
神
と
結
ば
れ
て
い
る
が
、

詩
人
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
こ
こ
か
ら
、「
詩
人
は
誰
を
話
し
相

手
と
す
る
の
か
」
と
い
う
「
悩
ま
し
く
、
極
め
て
現
代
的
な
問
い
」

［О
С: 49

］
が
生
ま
れ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
詩
人
は
、「
文
化
的
な

欺
瞞
行
為
」
に
妥
協
す
る
こ
と
も
、「
自
然
」
と
一
体
に
な
る
こ
と

も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
主
題

の
ひ
と
つ
は
、
明
ら
か
に
〈
文
化
と
自
然
〉、
そ
し
て
そ
の
単
純
な

対
立
の
枠
内
に
収
ま
ら
な
い
、
詩
人
と
い
う
者
の
存
在
形
式
な
の

だ
。

　

次
い
で
第
二
節
、
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ー
ン
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
投

壜
通
信
」
が
登
場
す
る
箇
所
を
見
て
い
き
た
い
。
私
見
で
は
、
こ

こ
に
至
っ
て
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
と
の
対
話
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
見
え

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
は
み
な
友
を
持
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
詩
人
は
友
ら
に
、
当

然
彼
に
近
し
い
人
々
に
話
し
か
け
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

航
海
者мореплаватель

は
危
機
に
際
し
てв критическую

 
минуту

、
自
身
の
名
と
運
命судьба

を
書
き
留
め
て
封
じ
た
壜

を
大
洋
の
水
に
投
げ
込
む
。
長
い
年
月
を
経
て
、
砂
丘
を
さ
す

ら
う
私
が
砂
の
な
か
に
そ
の
壜
を
見
つ
け
、
手
紙
を
読
み
、
出

来
事
の
日
付
と
、
死
者
の
最
後
の
意
志
を
知
る
。
私
に
は
そ
う

す
る
権
利
が
あ
っ
た
の
だ
。
私
は
他
人
の
手
紙
の
封
を
切
っ
た

の
で
は
な
い
。
壜
に
封
じ
ら
れ
た
手
紙
は
、
そ
れ
を
見
出
す
で

あ
ろ
う
者
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
見
つ
け
た
の
は
私
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
私
こ
そ
が
そ
の
秘
さ
れ
た
名
宛
人
な
の
だ
。

［О
С: 50

］

　

み
ず
か
ら
の
死
を
自
覚
し
た
船
乗
り
が
、
自
身
の
名
と
運
命
を

記
し
た
手
紙
を
壜
に
詰
め
て
海
に
投
げ
入
れ
る
よ
う
に
、
詩
人
は

同
時
代
人
に
で
な
く
、
後
世
の
読
者
に
話
し
か
け
る
の
だ
、
と
い
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う
エ
ッ
セ
イ
全
体
の
主
旨
が
こ
こ
で
示
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の

「
投
壜
通
信
」
の
源
泉
そ
の
も
の
で
な
く
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
と
の
対

話
的
関
係
を
問
い
た
い
た
め
、
一
九
〇
七
年
刊
行
の
ゴ
ロ
デ
ツ
キ

イ
の
詩
集
『
野
生
の
自
由
』
収
録
の
次
の
詩
篇
を
見
て
み
た
い
。

こ
の
詩
は
、
ロ
シ
ア
で
の
流
通
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
『
歴
史
革
命

文
集
』
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
か
ら
持
ち
込
ん
だ
廉
で
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ

が
投
獄
さ
れ
て
い
た
一
九
〇
七
年
夏
に
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。

い
や　

わ
た
し
は
長
く
は
生
き
な
が
ら
え
ま
い

早
々
に
膝
を
屈
す
る
で
あ
ろ
う

暮
れ
方
の
草
地
の
う
え
に

囚
わ
れ
の
身
か
ら
解
き
放
た
れ
る
た
め
に

す
で
に
い
ま　

生
け
る
者
ら
の
さ
な
か
で

わ
た
し
は
腐
敗
の
傷
に
気
づ
い
て
い
る

そ
し
て
宿
命
を
負
っ
た
顔
ま
た
顔
に

来
る
べ
き
裏
切
り
が
見
え
る
の
だ

だ
が
夜
の
波
の
な
か
の
船
乗
り
と
お
な
じ
く

み
ず
か
ら
に
ふ
り
か
か
る
破
滅
を
嗅
ぎ
つ
け
よ
う
と

わ
た
し
は
つ
ま
ら
ぬ
戦
い
の
な
か
で

己
の
運
命
を
愚
弄
し
た
く
は
な
い

い
や　

星
々
の
光
る
日
々
と

新
た
な
日
の
出
の
太
陽
に
微
笑
み
か
け

最
後
の
吐
息
を
わ
た
し
は
ゆ
だ
ね
よ
う

お
ま
え
に　

お
お
我
が
母　

自
然
よ
（
9
）

　

マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
微
妙
に
言
葉
遣
い
を
変
え
て
い
る
も
の

の
、
こ
の
詩
に
は
「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
と
お
な
じ
、「
死
を
前

に
し
た
航
海
者
」
と
い
う
形
象
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゴ

ロ
デ
ツ
キ
イ
の
詩
篇
に
お
い
て
「
船
乗
りморяк

」「
み
ず
か
ら
に

ふ
り
か
か
る
破
滅гибель над собою

」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、

マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
に
お
い
て
は
「
航
海
者
」「
危
機
に
際
し
て
」

と
変
換
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
に
は
「
運
命

судьба

」
と
い
う
語
が
共
通
し
て
存
在
す
る
。
次
の
引
用
に
お
い
て

マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
、
こ
の
図
式
を
微
妙
に
ず
ら
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

大
洋
が
己
の
強
大
な
自
然
力
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
てвсей своей 

огромной стихией

壜
を
助
け
に
来
た

─
壜
が
己
の
使
命
を

果
た
す
の
を
助
け
た
の
だ
。
そ
う
し
て
摂
理
的
な
も
の
の
感
覚

чувство провиденциального

が
発
見
者
を
捉
え
る
。［О

С: 
50

］

　

興
味
深
い
の
は
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
単
に
「
書
き
残
す
こ
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と
」
を
主
張
し
て
い
る
の
で
な
く
、
詩
人
は
「
大
洋
」
の
「
自
然

力
」
に
詩
を
委
ね
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
の
死
を
く
ぐ
り
抜
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
は
同
世
代

の
友
に
文
化
的
に
話
し
か
け
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
狂
人
や
神

の
ご
と
く
自
然
を
話
し
相
手
と
す
る
の
で
も
な
く
、
み
ず
か
ら
の

意
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
言
葉
を
自
然
に
経
由
さ
せ
る
こ
と
で
、
は

じ
め
て
神
意
／
摂
理
に
適
っ
た
話
し
相
手
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。
こ
う
し
て
、
既
知
の
同
時
代
人
で
な
く
未
知
の
後
世

の
読
者
を
、
す
な
わ
ち
偶
然
を
恃
む
こ
と
が
必
然
と
な
り
、〈
既
知

と
未
知
〉〈
偶
然
と
必
然
〉〈
文
化
と
自
然
〉
の
素
朴
な
対
立
群
が

一
挙
に
解
決
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
骨
子
で

あ
る
。

　

無
論
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
と
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
に
共
通
す
る

モ
テ
ィ
ー
フ
そ
の
も
の
が
特
殊
な
も
の
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
生
命
を
賭
し
た
航
海
と
い
う
主
題
や
、
死
を
自
然
へ
の

回
帰
と
捉
え
る
視
点
自
体
は
、
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
に
先
行
す
る
象
徴

主
義
の
み
な
ら
ず
、
文
学
史
上
に
無
数
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
と
い
う
流
派

が
、
個
々
の
ア
ク
メ
イ
ス
ト
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
身
の
象
徴
主

義
を
超
克
す
る
こ
と
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

象
徴
主
義
の
内
部
か
ら
発
生
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
年
少
の
ア
ク
メ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
に
お
い

て
は
と
り
わ
け
、
自
身
よ
り
も
年
長
の
ア
ク
メ
イ
ス
ト
た
ち
が
、

ど
の
よ
う
に
象
徴
主
義
の
美
学
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
乗
り
越
え
て

い
っ
た
か
が
、
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
だ
。

マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
詩
作
を
明
示
的
に
は
参

照
せ
ず
と
も
、
み
ず
か
ら
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
へ
組
み
込
ん

で
受
容
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
考
え
ら
れ
る
は
ず

で
あ
る
。

　

ま
た
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
『
野
生
の
自
由
』
に
着
目
す
る
こ
と

に
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
さ

さ
か
本
論
か
ら
脱
線
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
以
下
に
概
略
を
示

し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
第
一
に
、
そ
の
評
価
の
問
題
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
や
神
話
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
高
い
音
楽
性
に
よ
っ
て

際
立
つ
第
一
詩
集
『
ヤ
ー
リ
』
で
ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
イ
ワ
ー
ノ

フ
や
ヴ
ァ
レ
リ
イ
・
ブ
リ
ュ
ー
ソ
フ
ら
か
ら
称
賛
を
受
け
て
鮮
烈

な
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
り
な
が
ら
も
（
10
）、
投
獄
と
い
う
具
体
的
・
個

人
的
な
経
験
に
根
ざ
し
た
詩
作
を
多
く
含
む
『
野
生
の
自
由
』
の

評
価
は
、
さ
し
て
高
く
な
か
っ
た
（
11
）。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ク

メ
イ
ス
ト
た
ち
に
精
神
的
支
柱
と
し
て
仰
が
れ
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ

イ
・
ア
ン
ネ
ン
ス
キ
イ
は
、
一
九
〇
九
年
『
ア
ポ
ロ
ン
』
誌
に
掲

載
さ
れ
た
「
現
代
の
抒
情
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
先
行
す
る

二
冊
の
詩
集
と
分
け
隔
て
な
く
『
野
生
の
自
由
』
を
、
し
か
も
象

徴
主
義
詩
人
ア
ン
ド
レ
イ
・
ベ
ー
ル
イ
と
比
較
し
な
が
ら
、
極
め

て
高
く
評
価
し
て
い
る
の
だ
（
12
）。

　

第
二
に
、
取
り
上
げ
た
連
作
「
死
の
声
た
ち
」
に
含
ま
れ
る
、

の
ち
の
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
詩
学
に
繫
が
る
諸
要
素
で
あ
る
。
た
と

え
ば
第
二
篇
「
そ
れ
で
ほ
ら　

ま
た
す
っ
か
り
ひ
と
り
だ
…
」
は
、
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氷
河
に
運
ば
れ
て
き
た
「
大
丸
石
」
を
主
人
公
と
し
て
、「
わ
び
し

い
北
の
花
崗
岩
の
破
片
」
と
も
呼
ば
れ
る
そ
れ
が
大
地
に
埋
ま
っ

て
己
の
力
を
封
じ
ら
れ
、
孤
独
の
な
か
「
砕
け
散
り　

朽
ち
ら
れ

た
な
ら
！
」
と
死
を
望
み
な
が
ら
も
、
そ
も
そ
も
無
機
物
で
あ
り
、

か
つ
堅
固
な
物
質
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
が
叶
わ
な
い
、
と
い
う

詩
篇
で
あ
る
（
13
）。
こ
の
「
大
丸
石валун

」、「
花
崗
岩гранит

」

は
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
「
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
朝
」
で
ウ
ラ
ジ
ー

ミ
ル
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
に
言
及
し
な
が
ら
用
い
て
い
る
語
彙
と
同

一
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
箇
所
に
お
い
て
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム

の
〈
建
築
〉
の
理
念
が
、「
石
」
と
い
う
物
質
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ

う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
灰
色

の
大
丸
石седые финские валуны

を
ま
え
に
し
て
特
別
な
予

言
的
恐
怖
を
味
わ
っ
た
。
花
崗
岩
の
塊гранитная глыба

の
も

の
言
わ
ぬ
雄
弁
が
、
悪
し
き
魔
術
の
よ
う
に
彼
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ

た
の
だ
っ
た
。
だ
が
チ
ュ
ッ
チ
ェ
フ
の
石
、「
ひ
と
り
で
に
落
ち

た
の
か
、
あ
る
い
は
も
の
思
う
手
に
よ
っ
て
投
げ
落
と
さ
れ
た

の
か
、
山
か
ら
転
げ
落
ち
て
谷
間
に
横
た
わ
っ
た
」
石
は
、
言

葉
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
思
い
が
け
ぬ
落
下
に
際
し
て
の
物
質

の
声
は
、
は
っ
き
り
と
聞
き
取
れ
る
発
話
の
よ
う
に
響
く
。
こ

う
し
た
呼
び
か
け
に
対
し
て
は
、
た
だ
建
築
の
み
に
よ
っ
て
応

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ア
ク
メ
イ
ス
ト
た
ち
は
、
神
秘
的

な
チ
ュ
ッ
チ
ェ
フ
の
石
を
恭
し
く
持
ち
上
げ
、
み
ず
か
ら
の
建

造
物
の
土
台
に
置
く
の
だ
。
／
石
は
あ
た
か
も
他
の
存
在
〔
在

り
方
〕иное бытие

を
渇
望
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
石

そ
の
も
の
が
、
お
の
れ
の
な
か
に
潜
在
的
に
隠
さ
れ
て
い
る
動

態
の
力
能
を
あ
ら
わ
に
し
た
の
だ

─
ま
る
で
「
交
差
穹
窿
」

の
な
か
へ
入
ら
せ
て
く
れ
と
乞
う
か
の
よ
う
に

─
お
の
れ
の

同
類
た
ち
と
の
よ
ろ
こ
ば
し
き
相
互
作
用
に
加
わ
る
た
め

に
。（

14
）

　

こ
の
「
大
丸
石
」
と
「
花
崗
岩
」
に
つ
い
て
は
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ

フ
の
い
く
つ
か
の
詩
篇
へ
の
参
照
だ
と
の
指
摘
が
す
で
に
あ
る
が

（
15
）、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
の
詩
篇
に
、
こ
れ

ら
の
語
彙
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
（
16
）。
こ
の
指
摘
自
体
は
た
し

か
な
も
の
で
、
必
ず
し
も
ま
っ
た
く
同
一
の
語
彙
が
必
要
と
は
思

わ
れ
な
い
が
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
詩
篇
自
体
が
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
の

影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
大
い
に
あ
り
得
る
。
付
言
し

て
お
く
な
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
は
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
、
投
獄
中
に
連
作
「
死
の
声
た
ち
」
を
書
い

た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
こ
こ
で
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ

に
言
及
し
つ
つ
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
詩
篇
を
も
思
い
浮
か
べ
、
そ

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
拡
大
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら

れ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
詩
篇
に
現
れ
る
「
大

丸
石
」
は
、
孤
独
で
そ
の
力
能
を
行
使
で
き
ぬ
状
態
に
あ
り
、「
あ

た
か
も
他
の
在
り
方
を
渇
望
」
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、「
砕
け
散

り　

朽
ち
ら
れ
た
な
ら
！
」
と
、
本
来
有
機
物
に
し
か
許
さ
れ
な
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い
死
を
願
う
か
の
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
巨
大
な
礫
岩
で
あ
る
「
大

丸
石
」
は
、
砕
け
散
る
こ
と
で
石
材
に
な
り
、「
お
の
れ
の
同
類
た

ち
と
の
よ
ろ
こ
ば
し
き
相
互
作
用
」
た
る
建
築
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

し
か
も
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
建
築
を
「
有
機
体
」
と
し
て

捉
え
て
お
り
（
17
）、
そ
れ
は
決
し
て
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
以
上
、

無
機
物
か
ら
成
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
限
性
、
す
な
わ
ち
死
を

持
つ
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
詩
学
に
は
、
地
上

の
存
在
が
有
す
る
こ
の
有
限
性
、
死
を
ど
の
よ
う
に
肯
定
し
、
そ

の
詩
学
の
要
諦
に
組
み
入
れ
る
か
と
い
う
重
要
な
課
題
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
最
も
簡
潔
か
つ
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、
グ
ミ
リ
ョ

フ
に
よ
る
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
「
象
徴
主
義
の
遺
産

と
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
」
の
、
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
ろ
う
。

我
々
の
責
務
、
我
々
の
意
志
、
我
々
の
幸
福
と
我
々
の
悲
劇
は

─
我
々
に
と
っ
て
、
我
々
の
仕
事
〔
行
為
〕дело
に
と
っ
て
、

全
世
界
に
と
っ
て
、
次
の
時
が
ど
う
な
る
か
を
毎
分
推
し
測

り
、
そ
の
時
の
接
近
を
急
が
せ
る
。
そ
し
て
最
高
の
報
い
と
し

て
、
一
瞬
た
り
と
も
我
々
の
注
意
を
抑
え
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、

決
し
て
訪
れ
る
こ
と
の
な
い
最
後
の
時
の
形
象
が
、
我
々
の
心

に
浮
か
ぶ
の
だ
。
死
が
存
在
す
る
こ
の
場
所
〔「
現
世
」
の
意
で

あ
ろ
う
〕здесь

で
、
異
な
る
存
在
の
条
件
の
名
の
も
と
に
反
乱

を
起
こ
す
な
ど
、
囚
人
が
彼
の
前
に
開
か
れ
た
扉
が
あ
る
と
い

う
の
に
壁
を
壊
そ
う
と
す
る
の
と
同
様
に
奇
妙
な
こ
と
で
あ

る
。（

18
）

　

牽
強
付
会
の
誹
り
を
免
れ
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
「
囚
人
」

の
形
象
に
注
目
さ
れ
た
い
。
再
三
の
注
記
と
な
る
が
、「
死
の
声
た

ち
」
を
書
い
た
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
は
「
囚
人
」
の
身
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
連
作
「
死
の
声
た
ち
」
は
、
十
篇
の
「
悲
歌Элении

」
の
の

ち
「
死
の
う
た
」
と
「
子
守
唄
」
と
に
よ
っ
て
締
め
括
ら
れ
、
次

い
で
投
獄
の
経
験
を
よ
り
直
截
に
反
映
し
た
連
作
「
監
獄
の
歌

Тю
ремные песни

」
へ
と
続
く
。

　

本
論
に
戻
る
と
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
は
前
引
の
詩
篇
に
お
い
て
自

身
の
死
を
、「
最
後
の
吐
息
」
を
「
自
然природа

」
に
「
ゆ
だ
ね
」

る
こ
と
と
捉
え
て
い
る
。
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
み
ず
か

ら
の
肉
体
の
「
腐
敗
」、
朽
ち
果
て
、
死
す
べ
き
者
と
し
て
の
「
運

命
を
愚
弄
し
た
く
は
な
い
」
と
い
う
、「
運
命
＝
死
」
に
対
す
る
そ

の
態
度
な
の
だ
。
こ
の
詩
篇
の
冒
頭
に
は
、
明
ら
か
に
「
生
」
を

暗
示
す
る
「
囚
わ
れ
の
身
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に

先
立
つ
三
篇
目
に
は
「
肉
の
枷оковы плоти

」
と
い
う
表
現
が
見

ら
れ
る
（
19
）。
生
そ
の
も
の
を
虜
囚
と
捉
え
な
が
ら
も
、
死
す
べ

き
そ
の
運
命
に
正
対
し
、
生
と
死
の
両
方
を
是
と
す
る
と
い
う
ア

ク
メ
イ
ズ
ム
詩
学
の
重
要
な
主
題
が
、
す
で
に
こ
の
連
作
に
胚
胎

さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
「
肉
の
枷
」
は
や
が
て
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
ア
ク

メ
イ
ス
ト
と
し
て
の
詩
集
『
花
咲
け
る
杖
』（
一
九
一
四
）
に
収
録

さ
れ
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
「
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
朝
」
の
末
尾
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で
引
用
さ
れ
る
詩
篇
「
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
の
星
雲
よ　

わ
た
し
は
お

ま
え
を
観
照
し
た
…
」
の
一
節
、「
存
在
と
い
う
移
動
自
在
の
枷

подвиж
ные оковы бытия

」
へ
至
り
、
真
の
意
味
で
ア
ク
メ
イ
ズ

ム
の
詩
学
を
宣
す
る
も
の
と
な
る
（
20
）。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た

詩
学
の
成
立
す
る
背
景
に
関
わ
る
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
ゴ
ロ

デ
ツ
キ
イ
双
方
が
私
淑
し
た
詩
人
、
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ

の
存
在
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

２

　

続
く
「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
の
第
三
節
で
は
、
象
徴
主
義
詩

人
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
バ
リ
モ
ン
ト
の
読
者
に
対
す
る
敬
意
の
な

さ
が
批
判
さ
れ
る
が
、
こ
こ
も
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
前
年
の

ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
講
演
へ
の
、
お
そ
ら
く
は
批
判
的
応
答
と
思
わ

れ
る
部
分
で
あ
る
。
第
四
節
は
そ
の
延
長
で
、
詩
人
と
俗
衆
の
関

係
を
扱
っ
て
い
る
。
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
と
の
関
係
を
重
視
す
る
本
稿

で
注
目
し
た
い
の
は
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
非
常
に
敬
愛
し
て

や
ま
な
か
っ
た
詩
人
、
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
が
論
じ
ら
れ

る
最
後
の
第
五
節
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」

に
ソ
ロ
グ
ー
プ
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
、
第
三
節
の
末
尾
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
バ
リ
モ
ン
ト
の
「
声
高
な
個
人
主
義
」

と
対
比
さ
れ
、
ソ
ロ
グ
ー
プ
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
。

バ
リ
モ
ン
ト
の
声
高
な
個
人
主
義
は
不
快
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
誰
に
も
侮
辱
的
で
な
い
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
穏
や
か
な
独
我
論

спокойный солипсизм

で
な
く
、
他
者
の
「
我
」
を
犠
牲
に
し

た
個
人
主
義
な
の
だ
。［О

С: 51

］

　

注
目
し
た
い
の
は
、「
個
人
主
義
」
に
対
置
さ
れ
る
「
独
我
論
」

と
い
う
言
葉
遣
い
で
あ
る
。「
穏
や
か
な
」
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ

て
そ
の
特
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
「
話
し
相
手

に
つ
い
て
」
の
前
月
に
発
表
さ
れ
た
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
「
現
代

ロ
シ
ア
詩
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
潮
流
」
に
お
け
る
次
の
記
述
と

対
比
し
て
み
た
い
。

バ
リ
モ
ン
ト
の
創
造
は
、
彼
が
永
遠
に
象
徴
主
義
の
固
ま
っ
て

ゆ
く
外
殻
か
ら
脱
落
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
、〈
太
陽
〉
の

紅
焔
に
似
て
い
る
。
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
は
、
み
ず

か
ら
が
半
ば
信
奉
し
た
象
徴
主
義
者
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
、
自
分
自
身
の
独
我
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー<идеология> 

солиптическая

と
の
調
停
し
難
い
矛
盾
を
、
決
し
て
隠
し
は
し

な
か
っ
た
。（

21
）

　

ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
が
こ
こ
で
捉
え
て
い
る
の
は
、
象
徴
主
義
全
体

に
共
有
さ
れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
喩
え
と
思
わ
れ
る
「
固
ま
っ

て
ゆ
く
外
殻
」
か
ら
逸
脱
せ
ざ
る
を
得
な
い
バ
リ
モ
ン
ト
と
、
こ

ち
ら
も
や
は
り
象
徴
主
義
全
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
み
ず
か
ら
の

「
独
我
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
を
抱
え
込
ん
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だ
存
在
で
あ
る
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
特
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
比
を
マ

ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
「
声
高
な
個
人
主
義
」、「
穏
や
か
な
独
我
論
」

と
言
い
換
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
バ
リ
モ
ン
ト
を
評
す
る
際
に
用
い
た
「
個

人
主
義индивидуализм

」
と
い
う
語
彙
は
、
象
徴
主
義
内
部
で

の
議
論
に
お
い
て
す
で
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

象
徴
主
義
詩
人
た
ち
を
扱
う
な
か
で
登
場
す
る
こ
と
が
珍
し
い
も

の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
（
22
）。
ソ
ロ
グ
ー
プ
に
対
す
る
「
独
我
論

солипсизм

」
と
い
う
評
価
も
ま
た
、
イ
ワ
ー
ノ
フ
‐
ラ
ズ
ー
ム
ニ

ク
を
は
じ
め
と
し
た
論
者
た
ち
が
一
九
一
〇
年
頃
か
ら
盛
ん
に

用
い
た
も
の
で
あ
り
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
も
の
で
は
あ
っ

た
（
23
）。
し
か
し
、
象
徴
主
義
に
反
旗
を
翻
し
た
ア
ク
メ
イ
ス
ト

詩
人
ふ
た
り
が
、
主
に
イ
ワ
ー
ノ
フ
と
ベ
ー
ル
イ
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
個
人
主
義
の
超
克
を
目
指
し
た
象
徴
主
義
第
二
世
代
の

対
極
と
も
い
え
る
、
第
一
世
代
の
バ
リ
モ
ン
ト
と
ソ
ロ
グ
ー
プ
と

を
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
肯
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め

て
確
認
さ
れ
て
よ
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

い
ま
ソ
ロ
グ
ー
プ
に
注
意
を
絞
る
な
ら
ば
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー

ム
と
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
が
共
に
、
そ
の
「
独
我
論
」
を
象
徴
主
義
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
反
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
ふ
た
た
び
グ
ミ
リ
ョ
フ
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
節
で
引
用
し
た
一
節
の
直
後
に
注
目
し
た
い
。

こ
こ
で
は
倫
理
が
、
美
学
の
領
域
に
ま
で
広
が
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
美
学
と
な
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
個
人
主
義
が
、
そ
の
最
高

度
の
緊
張
状
態
に
お
い
て
社
会
性
を
創
り
だ
す
の
だ
。（

24
）

　

こ
の
よ
う
に
し
て
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
は
、
個
人
主
義
か
総
体
主
義

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
の
二
者
択
一
で
な
い
地
点
で
、「
社
会
性
」
の

問
題
を
思
考
し
て
い
た
。
三
度
グ
ミ
リ
ョ
フ
を
参
照
す
る
な
ら
、

こ
の
「
社
会
性
」
と
は
お
そ
ら
く
、
次
の
よ
う
な
内
実
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て
、
現
象
世
界
に
お
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
は
、

個
々
の
現
象
の
比
重
で
し
か
な
く
、
し
か
も
最
も
取
る
に
足
ら

な
い
そ
れ
の
重
み
で
す
ら
、
や
は
り
重
さ
の
欠
如
、
す
な
わ
ち

無небытие

と
は
通
約
不
能
な
ほ
ど
大
き
い
の
で
あ
っ
て
、
ゆ

え
に
無
を
ま
え
に
す
る
な
ら
ば

─
す
べ
て
の
現
象
が
兄
弟
な

の
だ
。（

25
）

　

こ
の
「
無
」
の
究
極
は
「
死
」
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
現
象
な

い
し
存
在
は
、「
無
＝
死
」
を
超
克
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
ま
え

に
し
て
「
兄
弟
」
の
ご
と
き
共
同
性
、
社
会
性
を
も
つ
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
が
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
「
倫
理
」
で
あ
っ
た
。
マ
ン
デ
リ

シ
タ
ー
ム
は
こ
の
倫
理
と
社
会
性
を
、「
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
朝
」
で

次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
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平
等
は
な
い
、
競
合
は
な
い
、
空
虚
と
無небытье

に
抗
し
て

結
託
す
る
存
在
者
た
ち
の
共
謀
が
あ
る
の
だ
。
／
物
自
体
よ
り

も
物
の
存
在
を
、
己
自
身
よ
り
も
己
が
在
る
こ
とбытье

を
愛

し
た
ま
え

─
こ
れ
が
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
最
高
の
戒
め
で
あ

る
。（

26
）

　

こ
の
よ
う
な
倫
理
観
に
お
い
て
、
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
「
穏
や
か
な

独
我
論
」
と
い
う
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
評
価
が
も
つ
意
味
は
、

お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と

ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
関
係
は
こ
れ
に
尽
き
な
い
。
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
詩

の
一
部
が
不
正
確
に
引
用
さ
れ
つ
つ
、「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
は

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
向
か
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
ま
ず
は
そ
の
直
前

の
文
章
に
注
目
し
た
い
。

だ
が
火
星
と
信
号
を
交
換
し
合
う
こ
と

─
も
ち
ろ
ん
、
空
想

に
耽
っ
て
で
は
な
く

─
は
、
抒
情
詩
人
に
ふ
さ
わ
し
い
課
題

で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
す
ぐ

そ
ば
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。［
…
］
バ
リ
モ
ン
ト
に
不

足
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
資
質
が
、
ソ
ロ
グ
ー
プ
に
は
あ
り
あ

ま
る
ほ
ど
見
出
さ
れ
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
話
し
相
手
に
対
す

る
愛
と
敬
意
、
そ
し
て
己
の
詩
的
正
当
性
の
意
識
で
あ
る
。
ソ

ロ
グ
ー
プ
の
詩
の
こ
の
卓
越
し
た
ふ
た
つ
の
資
質
は
、「
大
規
模

な
距
離
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
距
離
を

彼
は
、
み
ず
か
ら
と
理
想
の
友
た
る
話
し
相
手
と
の
あ
い
だ
に

前
提
と
し
て
い
る
の
だ
。［О

С: 53
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こ
こ
で
は
詩
に
よ
る
対
話
と
い
う
も
の
が
、
大
洋
を
経
由
し
て

届
く
と
い
う
水
平
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
火
星
と
の
信
号
交
換
と
い

う
垂
直
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
、
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
詩
が
引
用
さ
れ
る
。

秘
さ
れ
た
我
が
友　

遠
く
の
我
が
友
よ

見
て
お
く
れ

わ
た
し
は
冷
た
く
か
な
し
い

夜
明
け
の
光…

…

そ
し
て
冷
た
く
か
な
し
げ
に

朝
早
く

秘
さ
れ
た
我
が
友　

遠
く
の
我
が
友
よ

わ
た
し
は
死
ぬ
の
だ

お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
詩
行
が
宛
名
通
り
に
届
く
た
め
に
は
、

惑
星
が
み
ず
か
ら
の
光
を
別
の
惑
星
へ
送
り
届
け
る
の
に
必
要

な
の
と
同
等
の
、
数
百
年
を
要
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
結
果
と
し

て
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
詩
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
て
の
ち
も
、
体
験
の

痕
跡
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
出
来
事
と
し
て
生
き
続
け
る
こ
と

に
な
る
の
だ
。［О

С: 54
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こ
こ
で
は
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
が
一
九
〇
七
年
に
執
筆
・
発
表
し
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た
ソ
ロ
グ
ー
プ
論
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
お
な
じ
詩
が
引
用
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
当
時
〈
神
秘
ア
ナ
キ
ズ
ム
〉

と
い
う
思
想
潮
流
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
は
、
そ

の
機
関
誌
で
あ
る
『
松
明
』
の
第
二
号
に
、「
明
る
い
途
上
に
：
神

秘
ア
ナ
キ
ズ
ム
か
ら
見
る
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
詩
」
と

い
う
ソ
ロ
グ
ー
プ
論
を
発
表
し
て
い
た
の
だ
（
一
九
一
一
年
、
文

集
『
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
に
つ
い
て
：
批
評
、
論
攷
と
覚

書
』
に
、
こ
の
論
攷
は
再
録
さ
れ
て
い
る
）。
極
端
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム

に
よ
り
現
世
を
否
定
し
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
変
容
さ
せ
る
秘
術

と
し
て
芸
術
を
捉
え
る
思
想
潮
流
の
な
か
に
あ
っ
て
、
ゴ
ロ
デ
ツ

キ
イ
は
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
象
徴
す
る
詩
人
と
し
て
ソ
ロ
グ
ー
プ

を
捉
え
て
い
る
。

（
一
）
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
は
世
界
を
受
け
入
れ
ず
、

（
二
）
奇
跡
を
渇
望
す
る
が
、（
三
）
そ
れ
が
不
可
能
だ
と
知
っ

て
お
り
、（
四
）
死
は
彼
に
と
っ
て
幸
福
で
あ
る
。（

27
）

〔
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
同
一
の
ソ
ロ
グ
ー
プ
の
詩
の
正
確
な
引

用
〕

［
…
］
変
容
さ
れ
た
世
界
は
永
遠
に
、
空
間
の
遠
さдаль 

пространства

に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
時
間
の
深
さглубь 

времени

に
お
い
て
も
引
き
離
さ
れ
て
い
る
。（

28
）

　

マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
と
が
引
用
し
た
ソ
ロ

グ
ー
プ
の
詩
篇
は
、
彼
ら
だ
け
が
注
目
し
た
も
の
で
は
な
い
。

一
九
一
一
年
の
文
集
だ
け
で
も
、
た
と
え
ば
コ
ル
ネ
イ
・
チ
ュ
コ

フ
ス
キ
イ
が
こ
の
詩
篇
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
（
29
）。
し
か
し
本

稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
言
う
「
空
間
の
遠
さ
」

と
「
時
間
の
深
さ
」、
こ
れ
ら
が
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
「
話
し
相

手
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、「
火
星
と
信
号
を
交
換
し
合
う
こ
と
」

と
い
う
比
喩
に
収
斂
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
光
年
」、

す
な
わ
ち
「
時
間
」
に
よ
っ
て
測
ら
れ
た
「
空
間
」
の
「
大
規
模

な
距
離
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
が
「
時
間
」
を
「
深
さ
」
と
し
て
捉

え
た
か
ら
こ
そ
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
も
ま
た
「
話
し
相
手
に
つ

い
て
」
の
末
尾
で
、
突
如
と
し
て
垂
直
の
イ
メ
ー
ジ
を
発
生
さ
せ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
は
こ
こ
で
も
、

一
九
〇
七
年
当
時
の
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
深
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
、
決

し
て
否
定
す
る
の
で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
詩
学
の
対
話
的
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
へ
と
変
換
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。

　

ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

「
象
徴
主
義
と
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
と
の
闘
い
と
は
、［
…
］
な
に
よ
り

も
、
響
き
に
満
ち
色
鮮
や
か
で
、
形
態
、
重
量
と
時
間
を
有
す
る

こ
の
世
界
、
我
々
の
惑
星
地
球
〔
大
地
〕Земля

の
た
め
の
闘
い
」

で
あ
っ
た
（
30
）。
だ
が
こ
こ
に
お
い
て
も
死
は
、
超
克
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
、
ひ
い
て
は

ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
根
本
問
題
は
、
死
を
限
界
と
す
る
現
世
の
生
が
、
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同
時
代
に
対
し
て
水
平
的
に
で
な
く
、「
大
規
模
な
距
離
」
を
隔
て

た
遠
い
時
空
の
他
者
と
垂
直
的
に
、
死
を
超
え
て
で
な
く
死
を
介

し
て
対
話
関
係
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
単
な
る
現
世
肯
定
に
一

線
を
劃
す
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

死
後
の
天
上
世
界
を
夢
見
る
神
秘
主
義
を
も
退
け
、
い
わ
ば
〈
死

後
の
地
上
の
生
〉
に
賭
け
ら
れ
た
〈
美
学
‐
倫
理
〉
で
あ
っ
た
は

ず
な
の
だ
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
エ
ッ
セ
イ
「
話
し
相
手
に

つ
い
て
」
に
は
、
直
接
名
前
を
挙
げ
ら
れ
る
詩
人
の
ほ
か
、
潜
在

的
な
話
し
相
手
と
し
て
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
読
解
作
業
を
行
な
っ
て
き
た
。
こ

う
し
た
読
解
は
、
該
当
箇
所
の
源
泉
を
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
ひ
と
り
に

帰
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
他
の
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー

ム
の
テ
ク
ス
ト
同
様
、
様
々
な
テ
ク
ス
ト
と
の
複
合
的
な
対
話
関

係
が
検
討
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
両
者
の
主
題
や
モ
テ
ィ
ー
フ

の
共
有
は
、
や
は
り
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー

ム
は
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
転
換
期
で
あ
る
一
九
〇
七
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
へ
遊
学
に
出
て
し
ま
う
が
、
す
で
に
序
論
に
お
い
て
触
れ
た
よ

う
に
一
九
〇
八
年
、
現
存
し
な
い
ソ
ロ
グ
ー
プ
論
を
執
筆
し
て
い

た
。
こ
れ
は
一
九
〇
七
年
初
夏
に
発
表
さ
れ
た
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の

ソ
ロ
グ
ー
プ
論
を
受
け
て
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
大
い

に
あ
り
得
よ
う
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
ま

で
を
五
年
の
時
が
隔
て
て
い
る
が
、
本
稿
で
検
討
し
た
ゴ
ロ
デ
ツ

キ
イ
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
集
『
野
生
の
自
由
』
は
、
マ
ン

デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
『
ア
ポ
ロ
ン
』
誌
に
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
て
ロ
シ

ア
詩
の
シ
ー
ン
に
本
格
的
に
関
わ
り
は
じ
め
る
一
九
一
〇
年
に
再

刊
さ
れ
て
お
り
、
一
九
〇
七
年
に
発
表
さ
れ
た
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の

ソ
ロ
グ
ー
プ
論
も
ま
た
、
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
母
体
と
な
る
〈
詩
人

ギ
ル
ド
〉
設
立
の
年
に
文
集
『
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ
に
つ

い
て
』
に
再
録
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が

双
方
の
テ
ク
ス
ト
を
初
版
、
初
出
で
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
お
か

し
く
は
な
い
う
え
に
、
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
が
み
ず
か
ら
の
共
同
体
と

そ
の
詩
学
を
本
格
的
に
形
成
し
て
ゆ
く
期
間
に
、
こ
れ
ら
の
テ
ク

ス
ト
は
ふ
た
た
び
再
刊
と
い
う
か
た
ち
で
入
手
可
能
と
な
っ
て
い

た
の
だ
。

　

も
と
よ
り
、
ふ
た
た
び
強
調
し
て
お
く
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と

し
て
は
掲
載
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
「
ア

ク
メ
イ
ズ
ム
の
朝
」
の
結
び
に
は
、
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
の
詩
篇
「
ア

ン
ド
ロ
メ
ダ
の
星
雲
よ　

わ
た
し
は
お
ま
え
を
観
照
し
た
…
」
が

引
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
建
築
」
を
そ
の
詩
学
の
基
盤
と
す

る
同
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は
、
明
ら
か
に
の
ち
の
「
言
葉
と
文
化
」

（
一
九
二
一
）、「
言
葉
の
本
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
っ
き
り
と

前
景
化
す
る
〈
文
明
と
自
然
〉
と
い
う
主
題
へ
連
な
る
問
題
系
が

散
見
さ
れ
、
こ
の
問
題
が
「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
に
も
す
で
に
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見
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
い
に
注
目
し
て
よ
い
（
31
）。

　
「
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
朝
」
は
、
ナ
ジ
ェ
ー
ジ
ダ
・
マ
ン
デ
リ
シ

タ
ー
ム
の
回
想
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
グ
ミ
リ
ョ
フ
と
ゴ
ロ
デ
ツ
キ

イ
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
た
め
に
不
掲
載
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
（
32
）。
そ
の
理
由
を
い
ま
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
朝
」
を
精
緻
に
論
じ
た
斉
藤
毅
が
「
空
間
の
問

題
」
を
看
取
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
空
間
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
、「
時

間
」
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
す
で
に
見

た
よ
う
に
、「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
は
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
よ

う
に
し
て
、「
時
間
」
の
問
題
と
、
そ
の
究
極
と
し
て
現
れ
て
く
る

「
死
」
の
問
題
を
明
示
的
に
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
る
と
、

「
話
し
相
手
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
は
、
掲
載
を
却
下
さ
れ

た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
は
ま
た
異
な
っ
た
か
た
ち
で
、
か
つ
そ
れ
を

補
完
す
る
よ
う
に
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
の
詩

学
を
自
分
な
り
に
提
示
す
る
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
単

な
る
読
者
論
と
し
て
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
瑣
末
な
共
通
点
を
探
っ
て
ゆ
く
地
道
な
読

解
は
、
表
面
的
な
推
測
に
留
ま
る
危
険
も
大
い
に
あ
る
こ
と
は
認

め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
試
み
に
よ
っ
て
、
マ
ン
デ
リ
シ

タ
ー
ム
と
い
う
詩
人
が
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
な
い
し
詩
人
ギ
ル
ド
と
い

う
存
在
を
重
視
し
続
け
た
こ
と
の
意
味
が
、
以
前
よ
り
も
は
っ
き

り
と
見
え
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ア
ク
メ
イ
ズ
ム
と
い
う

流
派
の
対
話
的
な
性
格
は
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
が
後
年
「
言
葉

の
本
性
に
つ
い
てО

 природе слова

」（
一
九
二
一
）
で
描
く
「
互

い
を
知
り
、
名
と
父
称
で
呼
び
合
う
学
生
で
あ
る
五
人
の
人
間

が
、
自
分
た
ち
の
教
授
の
話
を
聞
く
大
学
の
セ
ミ
ナ
ー
ル
」
と
い

う
「
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
」
の
光
景
の
原
型
（「
教
授
」
が
グ
ミ
リ
ョ
フ
、

他
の
五
人
が
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
と
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
イ
を
含
む
ア
ク

メ
イ
ズ
ム
の
正
式
メ
ン
バ
ー
た
ち
で
あ
る
）
で
あ
っ
た
（
33
）。

　

す
な
わ
ち
、
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
の
詩
学
を
個
人
の
も
の
と

し
て
終
わ
ら
せ
ず
、
そ
の
詩
学
の
発
生
、
形
成
の
過
程
や
様
態

を
つ
ぶ
さ
に
追
う
こ
と
こ
そ
が
、
む
し
ろ
詩
人
自
身
の
意
志
に
沿

う
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
本
稿
は
そ
う
し
た
対

話
の
痕
跡
を
見
出
そ
う
と
す
る
、「
後
世
の
読
み
手читатель в 

потомстве

」［О
С: 50

］
に
よ
る
対
話
的
試
み
で
も
あ
る
と
、
最
後

に
明
記
し
て
お
き
た
い
。
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