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『
真
夏
の
死
』

肉
体
と
精
神
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー

『
真
夏
の
死
』
（
昭
和
27
年
10
月
）
は
、
「
中
篇
小
説
の
う
ち
で
、
も
っ

(
1
)
 

と
も
芸
術
的
に
完
成
し
た
作
品
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
素

材
に
関
し
て
三
島
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
昭
和
26
年
の
「
今
井

浜
で
起
っ
た
溺
死
事
件
は
（
中
略
）
こ
の
小
説
と
同
様
の
経
過
を
辿
り
、

主
人
の
妹
に
対
す
る
蘇
生
の
甲
斐
な
い
努
力
に
と
り
ま
ぎ
れ
て
、
母
親
そ

の
人
ま
で
が
、
我
子
二
人
の
溺
死
に
気
が
つ
か
ず
に
ゐ
た
」
（
昭
和
28
年

11
月
「
あ
と
が
き
〔
『
三
島
由
紀
夫
作
品
集
』

1
S
6
〕
」
決
定
版
全
集
28

巻
―
―
―
頁
）
と
い
う
。
『
金
閣
寺
』
（
昭
和
31
年
）
・
『
宴
の
あ
と
』
（
昭

和
35
年
）
・
『
絹
と
明
察
』
（
昭
和
39
年
）
な
ど
で
行
わ
れ
る
、
実
在
す
る

事
件
の
デ
ー
タ
を
用
い
つ
つ
も
事
件
の
真
相
解
明
や
解
釈
を
目
指
す
の
で

は
な
く
、
三
島
自
身
の
モ
チ
ー
フ
に
基
づ
い
た
独
自
の
作
品
世
界
を
作
り

上
げ
る
方
法
を
、
『
真
夏
の
死
』
で
も
用
い
て
い
る
が
、
心
理
小
説
化
を

主
眼
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
主
人
公
朝
子
を
「
や
さ
し
い

単
純
な
」
（
全
集
18
巻
六
六
二
頁
）
心
の
持
ち
主
と
し
て
「
皮
肉
な
タ
ッ

(

2

)

(

3

)

 

チ
」
で
描
く
語
り
手
に
は
「
女
性
嫌
悪
傾
向
」
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
、(

4
)
 

「
朝
子
や
勝
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
シ
ニ
カ
ル
な
視
線
で
浮
彫
り
に
さ
せ
て
」

い
る
。
こ
の
作
品
の
問
題
点
は
、
そ
の
「
単
純
な
」
は
ず
の
朝
子
を
語
り

三
島
由
紀
夫

手
が
、
そ
の
単
純
さ
に
見
合
わ
ず
に
裏
表
か
ら
複
雑
に
心
理
分
析
し
て
い

る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
問
題
点
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
次
の
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。

一
っ
目
は
、
構
成
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
三
島
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
、
〈
忘
却
〉
の
性
差
と
い
う
観
点
か
ら
語
り
手
の
心

理
分
析
の
複
雑
さ
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
だ
。

．．．．．．．．．．． 

眼
目
は
最
後
の
一
行
に
あ
る
。
（
中
略
）
通
常
の
意
味
で
の
破
局
が

冒
頭
に
あ
り
、
し
か
も
そ
の
破
局
に
は
何
の
必
然
性
も
な
い
。
そ
の

必
然
性
と
し
て
の
宿
命
が
暗
示
さ
れ
る
の
は
最
後
の
一
行
で
あ
り
、

••••.•••••••••••••••• 

（
中
略
）
生
き
残
っ
た
女
主
人
公
朝
子
が
、
こ
の
全
く
理
不
尽
な
悲

••••••••••••••••••••••••• 
劇
か
ら
い
か
な
る
衝
撃
を
受
け
、
し
か
も
徐
々
た
る
時
の
経
過
の
恵

••••••••••••••.•••••••••• 
み
に
よ
っ
て
い
か
に
こ
れ
か
ら
癒
え
、
癒
え
き
っ
た
の
ち
の
お
そ
る

••••••••••••••••••••••••• 
べ
き
空
虚
か
ら
、
い
か
に
し
て
ふ
た
た
び
宿
命
の
到
来
を
要
請
す
る

•••••••••••••• 
か
、
と
い
ふ
の
が
一
編
の
主
題
で
あ
る
。
或
る
苛
酷
な
怖
ろ
し
い
宿

命
を
、
永
い
時
間
を
か
け
て
、
や
う
や
く
日
常
生
活
の
こ
ま
か
い
網

目
の
中
へ
融
解
し
去
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
き
、
人
間
は
再
び
宿
命

吟
n岡

福

井

慎
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に
飢
ゑ
は
じ
め
る
。

（
昭
和
45
年
7
月
「
短
編
集
『
真
夏
の
死
』
解
説
」
全
集
36
巻
二

0
五
頁

傍
点
引
用
者
以
下
同
じ
）

(
5
)
 

こ
れ
ま
で
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
、
「
近
親
の
死
」
や
「
『
一
刻
一
刻
が
人

生
の
終
末
の
時
刻
』
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
、
人
を
自
由
に
し
、

(
6
)
 

か
つ
現
在
の
一
瞬
を
充
実
さ
せ
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い

は
「
極
限
状
況
に
於
け
る
生
の
実
在
感
で
あ
り
、
死
を
描
く
事
に
よ
っ
て

(
7
)
 

生
の
現
象
的
な
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
」
な
ど
の
形
で
捉
え
ら
れ
て

(
8
)
 

き
た
。
ま
た
こ
の
作
品
は
「
日
本
の
敗
戦
の
イ
メ
ー
ジ
の
再
確
認
」
や

(
9
)
 

「
三
島
の
半
生
、
そ
の
『
戦
争
時
と
戦
後
の
心
理
』
を
暗
喩
し
た
作
品
」

と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
も
き
た
。
果
し
て
三
島
が
「
眼
目
は
最
後
の
一

行
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
か
否
か
は
、
実
の
と
こ
ろ
三
島
の
言
う

よ
う
な
テ
ー
マ
と
連
動
し
て
い
る
。
「
眼
目
は
最
後
の
一
行
に
あ
る
」
と

い
う
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
、
〈
忘
却
〉
の
性
差
と
い
う
観
点
か
ら
語
り
手
の

心
理
分
析
の
複
雑
さ
を
、
本
稿
第
一
節
で
確
か
め
て
み
る
。

二
つ
目
の
観
点
は
、
ギ
リ
シ
ア
体
験
の
反
映
ぶ
り
を
基
に
語
り
手
の
心

理
分
析
の
複
雑
さ
を
意
味
づ
け
て
み
る
こ
と
だ
。
執
筆
事
情
と
し
て
は
、

三
島
は
昭
和
26
年
12
月
か
ら
翌

27
年
5
月
ま
で
、
ギ
リ
シ
ア
な
ど
へ
の
海

外
旅
行
に
出
掛
け
、
「
当
時
流
行
し
て
ゐ
た
外
国
旅
行
お
土
産
小
説
に
反

抗
し
、
絶
対
に
日
本
の
題
材
で
、
帰
朝
最
初
の
小
説
を
書
か
う
と
決
心
」

（
昭
和

40
年

6
月
「
あ
と
が
き
〔
『
三
島
由
紀
夫
短
篇
全
集
』

1
ー

6
〕」

全
集
33巻
四
一

0
頁
）
し
て
書
い
た
の
が
、
こ
の
『
真
夏
の
死
』
で
あ
る
。

こ
の
海
外
旅
行
で
の
ギ
リ
シ
ア
体
験
は
三
島
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お

り
、
そ
の
影
響
が
『
潮
騒
』
（
昭
和
29
年
6
月
）
と
並
ん
で
『
真
夏
の
死
』

に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
が
、
作
品
史
上
で
の
問
題
点
の
一
っ
と
な
っ

て
い
る
。
「
単
純
な
」
朝
子
を
語
り
手
が
複
雑
に
心
理
分
析
し
て
い
る
こ

と
を
、
肉
体
と
精
神
と
の
関
係
の
観
点
か
ら
、
本
稿
第
二
節
で
意
味
づ
け

て
み
る
。

〈
忘
却
〉
の
性
差

そ
も
そ
も
こ
の
小
説
は
、
子
供
の
死
の
も
た
ら
し
た
悲
し
み
を
時
間
が

癒
し
、
忘
却
と
い
っ
た
解
決
を
も
た
ら
す
と
い
う
平
凡
な
プ
ロ
セ
ス
を
描

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
磯
田
光
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
小
説
の
も
っ
て
い
る
面
白
さ
の
中
心
は
、
『
死
」
と
い
う
事
件

が
人
間
の
心
に
も
た
ら
す
悲
し
み
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）
人
間
が
本
当
に
求
め
て
い
る
の
は
、
悲
し
み
を
忘
れ
る
こ

と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
悲
し
み
の
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
な
の
か
。

そ
う
い
う
人
間
存
在
の
根
源
に
か
か
わ
る
問
い
が
、
い
つ
し
か
読
者

の
心
に
も
湧
き
起
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
相
当
に
毒
を
含
ん
だ
こ
の

(JO) 

小
説
の
き
わ
め
て
逆
説
的
な
性
格
が
あ
る
。

果
し
て
「
悲
し
み
を
忘
れ
る
こ
と
」
よ
り
も
、
死
の
与
え
る
「
悲
し
み
の

リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
方
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
む
し
ろ
次
の
よ
う
な

忘
却
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち

作
中
で
朝
子
が
獲
得
し
た
〈
忘
却
〉
と
は
、
清
雄
・
啓
子
と
い
っ
た
〈
固
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有
名
詞
の
死
〉
を
生
物
の
〈
死
〉
一
般
に
変
え
、
そ
の
死
が
生
の
一
部
に

ほ
か
な
ら
ず
、
死
こ
そ
生
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
と
い
う
認
識
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
認
識
を
あ
え
て
〈
忘
却
〉
と
呼
ぶ
の
は
、
〈
固
有
名
詞
の

死
〉
を
〈
死
〉
一
般
に
変
え
る
と
い
っ
た
形
で
、
〈
固
有
名
詞
〉
を
忘
却

す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
生
物
は
死

ぬ
と
い
っ
た
陳
腐
な
認
識
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
〈
忘
却
〉
と
い
っ
た
言

ゎ
ば
詐
術
自
体
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
後
述
し
よ
う
。
三
島
は
こ
の
認
識

を
「
宿
命
」
（
前
出
）
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
子
供
が
死
ぬ
と
い
う

事
件
を
運
命
視
す
る
の
と
は
異
な
る
。
〈
忘
却
〉
の
性
差
と
は
、
勝
・
朝

．．．．．．．． 

子
の
夫
婦
の
間
で
の
認
識
の
仕
方
の
差
異
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
を
最
も

鮮
明
に
示
す
の
が
「
最
後
の
一
行
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
差
異
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
語
り
手
の
執
拗
な
心
理
分
析
の
手
つ
き
を
押
さ
え
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
心
理
分
析
か
ら
浮
か
び
上
が
る
朝
子
の
心
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
、
次
の
三
つ
の
要
素
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
子
供
の
死
を
運
命
と
し
て
受
人
れ
諦
め
る
こ
と
を
拒
み
、
あ
く
ま

で
も
不
当
な
仕
打
ち
と
捉
え
る
気
持
ち

②
安
枝
を
憎
悪
す
る
こ
と
で
自
分
の
責
任
を
感
じ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と

③
死
を
生
の
一
部
と
し
て
認
め
、
死
こ
そ
生
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え

る
と
い
う
認
識
と
し
て
の
〈
忘
却
〉
を
受
け
入
れ
る
こ
と

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
朝
子
の
心
の
状
態
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下

田
か
ら
③
ま
で
詳
し
く
見
て
い
く
。

先
ず
田
子
供
の
死
を
運
命
視
し
な
い
不
当
感
は
、
次
の
文
章
に
端
的
に

表
れ
て
い
る
。

•
こ
れ
ほ
ど
の
悲
し
み
を
味
は
っ
た
身
に
は
、
ど
ん
な
非
道
の
権
利
も

備
は
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
（
全
集
18
巻
六
三
五
頁
）

•
朝
子
は
徐
々
に
あ
の
や
う
な
大
き
な
怖
ろ
し
い
事
件
に
出
会
ふ
だ
け

．．
 

の
資
格
が
自
分
た
ち
夫
婦
に
在
っ
た
か
ど
う
か
を
、
疑
は
し
く
思
ふ

や
う
に
な
っ
た
。
（
六
四
一
頁
）

不
当
な
事
件
だ
か
ら
こ
そ
、
子
供
を
失
う
不
幸
な
目
に
あ
う
「
資
格
」
は

な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
不
当
な
目
に
あ
っ
た
か
ら
ど
ん
な
「
非
道
」
な
こ

と
を
し
て
も
許
さ
れ
る
べ
き
権
利
を
与
え
ら
れ
な
く
て
は
割
に
合
わ
な
い

と
い
う
不
満
が
見
て
取
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
諦
念
」
を
恐
れ
て
さ
え
い

る
。
諦
念
に
抵
抗
す
る
不
当
感
は
、
事
件
の
記
憶
を
忘
れ
去
ろ
う
と
す
る

心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
当
然
対
立
す
る
が
、
そ
の
対
立
の
中
か
ら
死
を
生
の

一
部
と
し
て
捉
え
る
認
識
と
し
て
の
〈
忘
却
〉
が
生
じ
る
こ
と
に
、
こ
の

作
品
の
核
心
の
所
在
が
あ
る
。

あ
ん
な
怖
ろ
し
い
事
件
を
か
う
し
て
徐
々
に
日
常
生
活
の
中
へ
融
か

し
込
ん
で
し
ま
ふ
成
行
に
は
、
自
分
た
ち
の
犯
し
た
罪
が
た
う
と
う

露
は
れ
ず
じ
ま
ひ
に
な
っ
た
や
う
な
、
羞
恥
の
ま
じ
っ
た
別
の
恐
怖

も
あ
っ
た
。
（
六
五
0
頁）

罪
の
比
喩
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
事
件
の
記
憶
を
忘
れ
去
る
こ
と
は
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望
ま
し
い
反
面
拒
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
根
拠
は
、
次
の
引
用
に
見
ら

れ
る
母
親
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
ん
な
に
愉
し
い
気
持
で
目
を
さ
ま
し
た
か
が
わ
か
っ
た
の
で

あ
る
。
今
朝
は
じ
め
て
、
死
ん
だ
子
供
た
ち
の
夢
を
見
な
か
っ
た
。

毎
晩
欠
か
さ
ず
に
見
て
ゐ
た
の
に
、
昨
夜
は
そ
れ
ら
し
い
夢
が
な
か

っ
た
。
（
中
略
）
そ
れ
に
気
づ
く
と
、
今
度
は
自
分
の
忘
れ
つ
ぽ
さ

•••••••• 

と
薄
情
が
お
そ
ろ
し
く
な
つ
て
、
母
親
に
あ
る
ま
じ
き
こ
ん
な
忘
却

と
薄
情
を
、
子
供
た
ち
の
霊
に
詫
び
て
泣
い
た
。
（
六
四
一
頁
）

し
か
し
次
の
よ
う
な
述
懐
は
、
運
命
視
し
な
い
不
当
感
と
忘
れ
去
ろ
う

と
す
る
こ
と
と
の
対
立
と
は
別
次
元
の
状
態
（
先
の
要
素
の
③
）
に
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三
人
の
死
者
が
家
族
の
中
に
欠
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
の
不
断
の
感
じ

．．． 

は
、
あ
る
時
に
は
そ
の
こ
と
自
体
が
ふ
し
ぎ
な
充
実
感
を
以
て
生
活

を
支
へ
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
た
。
一
家
は
気
も
狂
は
な
け
れ
ば
、

自
殺
者
も
出
さ
な
か
っ
た
。
病
気
に
さ
へ
罹
ら
ず
に
す
ん
だ
。
あ
れ

だ
け
の
悲
惨
事
が
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、
何
も
起
ら
ず
に
す

ん
だ
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
っ
た
。
す
る
と
朝
子
は
退
屈
し
た
。
何

事
か
を
待
つ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
六
五
0
ー
六
五
一
頁
）

子
供
の
死
に
「
充
実
感
」
を
感
じ
る
の
は
、
死
こ
そ
生
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を

与
え
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
別
の
箇
所
の
表

失
は
れ
た
二
人
の
寝
顔
を
思
ひ
出
し
、
こ
ん
な
気
散
じ
に
う
つ
つ
を

現
で
言
い
換
え
れ
ば
、
「
死
の
強
ひ
た
一
瞬
の
感
動
が
、
意
識
の
中
に
い

か
に
完
全
に
生
き
た
か
」
（
六
六
二
頁
）
と
朝
子
が
自
問
自
答
す
る
の
は
、

死
を
生
の
一
部
と
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
認
識
を
な
ぜ
〈
忘

却
〉
と
呼
ぶ
の
か
。
そ
れ
は
前
述
の
通
り
死
を
生
の
一
部
と
認
め
、
死
こ

そ
生
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
と
認
識
し
た
以
上
は
、
も
は
や
〈
固
有
名

詞
の
死
〉
を
忘
却
し
て
も
よ
い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
〈
固
有
名
詞
の
死
〉
を

抽
象
的
な
〈
死
〉
と
し
て
一
般
化
す
る
形
で
〈
忘
却
〉
し
て
も
、
あ
く
ま

で
も
死
は
生
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
ず
、
死
を
忘
れ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
運
命
視
し
な
い

不
当
感
と
忘
れ
去
ろ
う
と
す
る
朝
子
の
心
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
調
停
と
し
て
、

こ
の
〈
忘
却
〉
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
事
件
に
よ
っ

て
、
そ
の
直
前
ま
で
平
凡
な
幸
福
を
味
わ
っ
て
い
た
朝
子
は
、
死
を
生
の

一
部
と
す
る
認
識
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
い
、
死
を
忘
れ
る
ど
こ
ろ
か
「
朝

(11) 

子
が
待
っ
て
い
る
の
は
新
し
い
子
供
た
ち
の
水
死
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る
。

む
ろ
ん
朝
子
の
待
つ
死
と
は
、
新
た
に
〈
忘
却
〉
さ
れ
る
べ
き
子
供
の

〈
固
有
名
詞
の
死
〉
で
あ
る
。
も
っ
と
も
朝
子
自
身
は
何
を
待
っ
て
い
る

の
か
自
覚
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
明
ら
か
と
な
る
の
が
、
実
の
と
こ
ろ

作
品
の
最
後
の
一
行
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
朝
子
が
自
覚
し
て
い
な

い
と
は
言
え
、
洋
裁
を
習
っ
て
「
悲
し
み
を
忘
れ
た
」
（
六
五
八
頁
）
よ

う
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
時
間
が
癒
し
忘
却
さ
せ
た
り
、
運
命
と
諦
め
る

こ
と
と
は
全
く
異
な
る
。
自
覚
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
朝
子
は
倒
錯
的
な

足
掻
き
方
を
す
る
。
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抜
か
し
て
ゐ
る
己
れ
を
責
め
る
気
持
ち
で
一
杯
に
な
っ
た
。
時
に
は

•••.•••••••••• 

彼
女
の
享
楽
欲
は
、
か
う
し
た
良
心
の
苛
責
を
不
断
に
醸
成
し
て
お

••••••••••• 
く
方
便
の
や
う
で
も
あ
っ
た
。
（
六
五
三
頁
）

遊
び
呆
け
て
気
分
転
換
し
、
事
件
の
記
憶
を
忘
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
逆
に
忘
れ
去
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
良
心
を
剌
激
す

る
べ
く
遊
び
呆
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

別
の
或
る
も
の
に
打
込
ん
で
悲
し
み
を
忘
れ
る
と
い
ふ
常
套
手
段
に

は
、
自
分
を
欺
す
こ
と
の
卑
し
さ
が
あ
っ
た
。
享
楽
欲
は
と
い
ふ
と
、

そ
こ
に
断
じ
て
熱
中
は
な
い
。
先
立
つ
も
の
は
空
し
さ
で
あ
る
。
促

し
て
鞭
打
つ
も
の
は
空
し
さ
で
あ
る
。
（
六
五
四
頁
）

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
享
楽
に
耽
る
と
い
う
よ
り
は
、
享
楽
に

耽
る
こ
と
自
体
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
か
の
よ
う
に
朝
子
に
は
感
じ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
死
こ
そ
生
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
と
い
う
認
識
を
朝
子

が
ま
だ
自
覚
的
に
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
子
供
の
死
に
感
じ
る
「
充
実
感
」
が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
思

い
至
ら
ず
、
感
覚
的
に
感
じ
て
い
る
ば
か
り
だ
。
そ
れ
ゆ
え
倒
錯
的
な
足

掻
き
方
を
し
て
い
る
の
だ
。

「
良
心
の
苛
責
」
を
常
に
感
じ
る
た
め
に
享
楽
に
耽
る
と
い
う
こ
と
は
、

事
件
自
体
に
朝
子
が
何
ら
責
任
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
ば
か
り
で

な
く
、
実
の
と
こ
ろ
安
枝
を
憎
悪
す
る
こ
と
で
朝
子
は
責
任
を
感
ぜ
ず
に

済
ん
で
い
る
こ
と
（
先
の
要
素
の
②
）
が
暴
露
さ
れ
る
。

子
供
が
一
人
海
で
溺
れ
れ
ば
、
（
中
略
）
事
実
ら
し
い
と
思
ふ
で
あ

ら
う
。
し
か
し
三
人
と
な
る
と
滑
稽
だ
。
（
中
略
）
一
人
の
死
は
厳

粛
で
あ
り
、
百
万
人
の
死
は
厳
粛
で
あ
る
。
一
寸
し
た
過
度
、
こ
れ

が
曲
者
な
の
で
あ
る
。
朝
子
の
心
は
、
実
は
、
今
ま
で
こ
の
悲
嘆
の

．．．．．．．．．．．．． 

尺
度
に
迷
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
た
め
安
枝
の
死
を
除
外
し
て
考
へ
た
り
、

清
雄
と
啓
子
を
双
児
の
死
の
や
う
に
結
び
つ
け
て
考
へ
た
り
し
た
。

（
六
四
八
頁
）

三
人
と
い
う
中
途
半
端
な
数
の
死
を
本
当
に
「
滑
稽
」
に
感
じ
て
算
術
を

駆
使
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
は
安
枝
を
憎
悪
し
、
彼
女
の
死
を
家
族

の
死
か
ら
除
外
す
る
の
を
正
当
化
す
る
た
め
に
理
屈
を
ひ
ね
り
出
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
引
用
中
の
理
屈
が
朝
子
の
無
意
識
の
自
己
欺
職
に

ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
冷
た
く
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
語
り
手

の
指
摘
か
ら
明
ら
か
と
な
る
は
ず
だ
。

朝
子
は
自
分
が
既
に
少
し
も
安
枝
の
死
を
悲
し
ん
で
ゐ
な
い
の
に
気

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

が
つ
い
た
。
善
良
な
朝
子
は
、
そ
れ
を
少
し
も
憎
悪
だ
と
思
つ
て
ゐ

．．．． 

な
か
っ
た
。
（
六
三
六
頁
）

と
こ
ろ
で
三
島
は
「
眼
目
は
最
後
の
一
行
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。

無
意
識
の
自
己
欺
曝
を
演
じ
、
何
を
待
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
朝
子

を
尻
目
に
、
待
望
し
て
い
る
も
の
の
正
体
を
読
者
に
突
き
つ
け
、
朝
子
の

•••••••• 

欺
隔
と
夫
と
の
認
識
の
仕
方
の
差
異
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
暴
く
の
が
「
最

後
の
一
行
」
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
眼
目
」
と
な
る
の
だ
。
そ
し
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て
語
り
手
の
心
理
分
析
の
手
つ
き
の
複
雑
さ
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

『
お
前
は
今
、
一
体
何
を
待
つ
て
ゐ
る
の
だ
い
』
勝
は
さ
う
気
軽
に

訊
か
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
そ
の
言
葉
が
口
か
ら
出
な
い
。
そ
の
瞬

間
、
訊
か
な
い
で
も
、
妻
が
何
を
待
つ
て
ゐ
る
か
、
彼
に
は
わ
か
る

•••••• 

や
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
勝
は
棟
然
と
し
て
、
つ
な
い
で
ゐ
た

•••••••••• 
克
雄
の
手
を
強
く
握
っ
た
。
（
六
七
0
頁）

勝
が
手
を
強
く
握
っ
た
の
は
、
朝
子
が
子
供
の
死
を
再
び
望
ん
で
い
る
の

が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
勝
が
死
を
生
の
一
部
と
認
め

る
認
識
と
し
て
の
〈
忘
却
〉
を
理
解
し
た
こ
と
に
等
し
い
、
と
言
え
る
。

一
方
朝
子
は
認
識
と
し
て
の
〈
忘
却
〉
を
認
識
・
言
葉
の
形
で
は
な
く
、

感
覚
的
に
理
解
し
感
じ
続
け
る
こ
と
に
な
り
、
夫
婦
の
間
の
鮮
や
か
な
対

比
・
性
差
を
な
す
幕
切
れ
と
な
っ
て
い
る
。
「
眼
目
は
最
後
の
一
行
に
あ

る
」
と
い
う
こ
と
に
従
っ
て
捉
え
て
み
る
と
、
こ
の
〈
忘
却
〉
の
性
差
を

浮
き
彫
り
に
す
べ
く
、
語
り
手
の
心
理
分
析
が
複
雑
に
行
わ
れ
て
い
る
の

が
見
て
取
れ
る
。

肉
体
と
精
神
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー

こ
こ
で
は
、
こ
の
作
品
に
ギ
リ
シ
ア
体
験
が
如
何
に
反
映
さ
れ
て
い
る

の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
作
品
の
問
題
点
で
あ
る
、

「
単
純
な
」
は
ず
の
朝
子
を
語
り
手
が
複
雑
に
心
理
分
析
し
て
い
る
こ
と

の
意
味
づ
け
を
し
て
み
る
。
『
真
夏
の
死
』
の
作
品
世
界
に
即
し
て
具
体

的
に
言
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
体
験
の
反
映
は
次
の
二
つ
の
点
か
ら
考
え
ら
れ
、

相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
即
ち
一
っ
目
は
、
感
受
性
に
寄
り
か
か
ら
な
い

知
的
な
文
体
の
創
出
で
あ
る
。
も
う
―
つ
は
肉
体
と
精
神
と
の
関
わ
り
で

あ
り
、
そ
の
関
係
づ
け
か
ら
こ
の
作
品
を
読
み
直
す
こ
と
で
、
「
単
純
な
」

朝
子
を
語
り
手
が
複
雑
に
心
理
分
析
す
る
こ
と
の
意
味
づ
け
が
可
能
と
な

る
。
む
ろ
ん
感
受
性
に
寄
り
か
か
ら
ぬ
知
的
な
文
体
を
前
提
に
し
て
こ
そ

複
雑
な
心
理
分
析
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
関
連
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

先
ず
文
体
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
の
変
化
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
先
ず
『
中

世
』
（
昭
和
20
、
21
年
）
や
『
岬
に
て
の
物
語
』
（
昭
和
21
年
）
で
は
悲
劇

的
感
性
を
感
傷
的
か
つ
陶
酔
的
に
描
い
て
い
た
。
『
中
世
』
で
は
美
1
1
不

吉
・
破
滅
と
す
る
感
性
が
陶
酔
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

美
の
い
か
な
る
片
鱗
も
予
兆
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
（
洵
に
予
兆

が
美
の
凡
て
で
あ
っ
た
、
）
西
空
に
立
つ
夕
栄
え
の
美
し
さ
が
少
し

で
も
甚
だ
し
い
と
、
人
々
は
こ
れ
を
仰
ぐ
や
畏
怖
棟
憚
し
て
祈
る
の

だ
っ
た
。
（
全
集
1
6
巻
一
六
九
ー
―
七
0
頁）

美
1
1
不
吉
・
破
滅
と
す
る
感
性
は
、
作
中
の
人
々
が
備
え
て
い
る
か
の
よ

う
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
語
り
手
自
身
の
感
性
を
一
般
化
し
て
語
っ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
突
然
出
現
し
た
大
亀
の
こ
と
を
家
臣
達
が

「
瑞
祥
」
（
一
七
六
頁
）
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
語
り
手
は
大
亀
に
「
無
常

を
催
ほ
す
美
し
さ
」
（
一
七
六
頁
）
を
認
め
る
よ
う
な
ズ
レ
が
存
在
す
る
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
感
性
を
相
対
化
す
る
ど
こ
ろ
か
、
一
般
化
し
て
語
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
陶
酔
性
の
所
在
が
あ
る
。
あ
る
い
は
『
岬
に
て
の
物
語
』

に
お
け
る
悲
劇
的
感
性
の
描
か
れ
方
は
、
次
の
通
り
だ
。
即
ち
主
人
公
の

少
年
は
、
海
に
つ
い
て
「
何
も
の
か
が
あ
そ
こ
で
求
め
誘
ひ
呼
ば
は
つ
て

ゐ
る
と
私
は
真
率
に
感
ず
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
存
分
に
応
へ
る
こ
と
は

何
か
極
め
て
美
し
い
こ
と
然
し
人
間
の
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
」
（
全

集

16
巻
二
七

0
頁
）
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
憧
れ
の
成
就
は
禁
じ
ら
れ

た
美
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
岬
で
出
会
っ
た
「
眩
ゆ
い

ほ
ど
美
し
く
み
え
た
」
（
二
七
三
頁
）
少
女
の
笑
顔
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
。
「
も
し
成
長
し
た
直
感
力
が
私
に
与
へ
ら
れ
て
ゐ
た

と
す
れ
ば
、
一
見
磐
り
の
な
い
そ
の
微
笑
に
、
名
状
し
難
い
悲
劇
的
な
も

の
を
読
ま
ず
に
ゐ
ら
れ
た
筈
が
あ
ら
う
か
」
（
二
七
四
頁
）
と
。
禁
じ
ら

れ
た
美
を
表
す
少
女
に
「
悲
劇
的
な
も
の
」
を
読
み
取
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
『
中
世
』
の
美
1
1
不
吉
・
破
滅
と
す
る
感
性
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
い
っ
た
感
性
を
相
対
化
し
て
い
な
い
点
で
陶
酔
的
で
あ
る
こ
と
に
お

い
て
も
『
中
世
』
と
似
る
。
し
か
し
『
真
夏
の
死
』
に
な
る
と
一
転
し
て

執
拗
に
理
屈
っ
ぼ
く
、
観
念
的
な
心
理
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
文
体
は
全

く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
節
の
種
々
の
引
用
か
ら
明
ら
か
だ
。
む
ろ

ん
朝
子
の
心
理
分
析
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
行
っ
て
い
る
以
上
、
陶
酔
的
な

文
体
は
あ
り
得
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
『
潮
騒
』
で
は
、
三
島
自
身
「
強
引

に
、
人
工
的
に
、
単
純
で
古
典
的
な
文
体
を
作
っ
た
」
（
昭
和
31
年

8
月

『
自
己
改
造
の
試
み
重
い
文
体
と
鴎
外
へ
の
傾
倒
』
全
集

29
巻
二
四

五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
平
易
で
含
み
の
な
い
文
体
と
な
っ
て
、

『
真
夏
の
死
』
と
対
照
的
と
な
っ
て
い
る
。
『
真
夏
の
死
』
の
知
的
な
文
体

は
、
「
私
は
ま
づ
自
分
の
文
体
か
ら
感
じ
や
す
い
部
分
を
駆
逐
し
よ
う
と

試
み
た
。
感
受
性
に
腐
蝕
さ
れ
た
部
分
を
剪
除
し
た
」
（
昭
和
27
年
10
月

『
ア
ポ
ロ
の
杯
』
全
集
27
巻
五
―
―
頁
）
と
述
べ
た
通
り
の
結
果
で
あ
り
、

悲
劇
的
感
性
を
陶
酔
的
に
描
く
こ
と
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
体
験
を
境
に
文

体
を
大
幅
に
変
え
て
い
る
こ
と
が
、
見
て
取
れ
よ
う
。

次
に
ギ
リ
シ
ア
体
験
に
お
け
る
精
神
と
肉
体
の
関
係
づ
け
を
確
認
し
て

お
く
。

希
臓
人
は
外
面
を
信
じ
た
。
そ
れ
は
偉
大
な
思
想
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
が
「
精
神
」
を
発
明
す
る
ま
で
、
人
間
は
「
精
神
」
な
ん
ぞ
を

必
要
と
し
な
い
で
、
衿
ら
し
く
生
き
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
希
臓
人
の

考
へ
た
内
面
は
、
い
つ
も
外
面
と
左
右
相
称
を
保
つ
て
ゐ
た
。

（
『
ア
ポ
ロ
の
杯
』
六

0
六
頁
）

ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
外
面
と
内
面
の
「
左
右
相
称
」
即
ち
シ
ン
メ
ト
リ
ー

は
、
外
面
と
内
面
の
バ
ラ
ン
ス
で
は
な
く
、
外
面
と
内
面
と
が
同
一
の
も

の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
外
面
は
内
面
の
表
れ
で
あ
り
、
内
面
は
外
面
の

表
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
外
面
と
内
面
の
バ
ラ
ン
ス

と
は
、
相
互
補
完
に
よ
っ
て
一
定
の
状
態
を
保
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
さ

に
字
義
通
り
左
右
同
形
を
意
味
す
る
シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
は
異
な
る
。
三
島

は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
「
精
神
」
と
は
別
概
念
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人

の
外
面
と
内
面
と
の
関
係
を
捉
え
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
あ
え
て
外
面

と
内
面
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
精
神
と
肉
体
の
関
係
に
当
て
は
め
て
み
る
な

ら
ば
、
精
神
1
1
肉
体
と
い
う
〈
質
〉
的
な
関
係
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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む
ろ
ん
精
神
1
1
肉
体
の
図
式
で
用
い
て
い
る
「
精
神
」
は
、
『
ア
ポ
ロ
の

杯
』
で
言
う
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
「
精
神
」
と
は
異
な
る
。
そ
の
後
三
島

の
肉
体
と
精
神
の
関
係
づ
け
は
、
〈
質
〉
（
シ
ン
メ
ト
リ
ー
）
か
ら
〈
量
〉

（
バ
ラ
ン
ス
）
へ
転
換
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。
三
島
に
は
次

の
引
用
の
通
り
肉
体
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
り
、
肉
体
1
1
精
神
と
い
っ

た
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
考
え
る
こ
と
は
本
来
矛
盾
し
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
は

ず
だ
。・

十
八
歳
の
と
き
、
私
は
夭
折
に
あ
こ
が
れ
な
が
ら
、
自
分
が
夭
折
に

ふ
さ
は
し
く
な
い
こ
と
を
感
じ
て
ゐ
た
。
な
ぜ
な
ら
私
は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
死
に
ふ
さ
は
し
い
筋
肉
を
欠
い
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
昭
和
40
年
11
月

s43年
6
月
『
太
陽
と
鉄
』
全
集
33
巻
五
二
三
頁
）

・
大
そ
う
蒼
ざ
め
て
痩
せ
て
ゐ
た
か
ら
、
肉
体
が
私
の
固
定
観
念
に
な

っ
た
。
私
自
身
に
お
け
る
肉
体
は
、
い
や
な
、
唾
棄
す
べ
き
、
目
を

そ
む
け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
ゐ
て
芸
術
は
肉

体
的
劣
等
感
と
離
れ
が
た
い
も
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
ど

う
に
か
し
て
自
分
の
一
生
の
仕
事
で
あ
る
芸
術
を
憎
み
た
く
な
い
と

思
つ
て
、
私
の
範
疇
と
は
ち
が
っ
た
文
学
を
求
め
て
、
ギ
リ
シ
ア
の

健
康
な
天
オ
を
あ
が
め
る
に
い
た
っ
た
。

（
昭
和
31
年
10
月
『
或
る
寓
話
』
全
集
29
巻
二
八
九

S
二
九

0
頁）

夭
折
す
る
だ
け
な
ら
健
康
な
筋
肉
は
邪
魔
に
な
る
ば
か
り
で
、
む
し
ろ
繊

細
な
少
年
三
島
の
青
白
く
痩
せ
た
体
は
う
っ
て
つ
け
と
も
言
え
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
肉
体
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
肉

体
1
1
精
神
と
考
え
る
ギ
リ
シ
ア
体
験
は
一
大
転
機
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

つ
ま
り
肉
体
1
1
精
神
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
意
味
す
る
も
の
は
、
次
の
通
り

だ
。
即
ち
引
用
通
り
三
島
に
と
っ
て
芸
術
が
「
肉
体
的
劣
等
感
と
離
れ
が

た
い
も
の
だ
」
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
文
学
だ
け
で
な
く
実
生
活
さ
え
も
積

極
的
に
変
革
す
る
た
め
の
操
作
と
し
て
、
肉
体
1
1
精
神
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー

を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
を
取
る
こ
と
に
な
る
と
、
意
味
づ
け
る
こ

と
が
出
来
る
。

私
は
自
分
の
古
典
主
義
的
傾
向
の
帰
結
を
こ
こ
に
見
出
し
た
。
そ
れ

は
い
は
ば
、
美
し
い
作
品
を
作
る
こ
と
と
、
自
分
が
美
し
い
も
の
に

な
る
こ
と
と
の
、
同
一
の
倫
理
基
準
の
発
見
で
あ
り
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
人
は
そ
の
鍵
を
握
つ
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
の
だ
っ
た
。

（
昭
和
3
8
年
1
ー

5
月
『
私
の
遍
歴
時
代
』
全
集
32
巻
三
一
九
頁
）

美
し
い
作
品
を
書
く
こ
と
が
同
時
に
作
者
も
美
し
く
な
る
こ
と
だ
と
い
う

の
は
、
肉
体
1
1
精
神
の
発
想
の
表
れ
で
あ
り
、
「
芸
術
は
肉
体
的
劣
等
感

と
離
れ
が
た
い
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し

て
必
然
的
に
こ
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
発
想
は
、
「
外
面
」
を
重
視
す
る
三

島
に
ボ
デ
ィ
ビ
ル
を
習
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
ボ
デ
イ
ビ

ル
を
始
め
て
一
年
程
で
肉
体
的
「
劣
等
感
は
治
つ
て
、
今
で
は
全
快
に
近

い
」
（
昭
和
31
年
9
月
『
ボ
デ
ィ
ビ
ル
哲
学
』
全
集
29
巻
二
八
四
頁
）
と

三
島
は
宣
言
し
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
解
消
し
反
動
的
に
自
信
過
剰
と
な

る
こ
と
で
、
三
島
の
肉
体
と
精
神
の
関
係
づ
け
は
、
〈
質
〉
（
シ
ン
メ
ト
リ
ー
）

か
ら
〈
量
〉
（
バ
ラ
ン
ス
）
へ
転
換
す
る
。
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知
性
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
そ
れ
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
だ
け
の
量
の

肉
が
必
要
で
あ
る
ら
し
い
。
知
性
を
精
神
と
い
ひ
か
へ
て
も
い
い
。

（
中
略
）
肉
体
と
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
、
バ
ラ
ン
ス
の
勝

っ
た
は
う
が
負
け
た
は
う
を
段
々
喰
ひ
つ
ぶ
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
坂
口
安
吾
や
田
中
英
光
の
人
並
外
れ
た
巨
躯
は
も
と
よ
り
、

太
宰
治
も
か
な
り
頑
丈
な
長
身
で
あ
っ
た
。
三
人
と
も
体
に
は
か
な

り
自
信
が
あ
っ
た
の
で
、
肉
体
蔑
視
の
思
想
に
と
ら
は
れ
、
自
分
た

ち
の
か
な
り
頑
丈
な
肉
体
に
敵
意
を
燃
や
し
、
こ
の
肉
体
を
喰
ひ
つ

ぶ
す
ほ
ど
の
思
想
を
発
明
す
る
た
め
に
、
生
活
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に

し
て
し
ま
っ
た
。
（
『
ボ
デ
イ
ビ
ル
哲
学
』
二
八
五
頁
）

＝
一
島
の
主
張
の
当
否
は
別
と
し
て
、
そ
の
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
次

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
三
島
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
太
宰
の
場
合
丈

夫
で
立
派
な
肉
体
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
精
神
が
そ
れ
に
見
合
わ

ず
ァ
ン
バ
ラ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
肉
体
の
〈
量
〉
を
減
ら
し
て

精
神
の
〈
量
〉
と
同
じ
に
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
い
っ
た
形
で
の
「
肉

体
蔑
視
」
の
方
向
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
一
方
三
島
自
身
の
場
合
肉
体
が

貧
弱
で
人
並
み
で
な
い
た
め
、
精
神
と
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
関
係
と
な
る
。

そ
の
解
決
法
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
精
神
の
〈
量
〉
を
減
ら
し
て
肉
体
の

〈
量
〉
と
同
じ
に
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
知
性
蔑
視
の
方
向
か
、
あ
る
い

は
肉
体
の
〈
量
〉
を
増
や
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
方
向
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
。
肉
体
1
1
精
神
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
発
想
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
文
学
だ

け
で
な
く
実
生
活
も
変
革
す
べ
く
ボ
デ
イ
ビ
ル
を
始
め
、
結
果
的
に
は
肉

体
の
〈
量
〉
を
増
や
せ
た
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

註
(
1
)
吉
村
貞
司
『
三
島
由
紀
夫
の
美
と
背
徳
』
（
現
文
社

―
二
六
頁

(
2
)
田
坂
昂
『
増
補
三
島
由
紀
夫
論
』
（
風
濤
社

昭
和
5
2
年）

一七

昭
和
4
1
年）

あ
た
か
も
初
め
か
ら
精
神
と
肉
体
の
〈
量
〉
（
バ
ラ
ン
ス
）
の
発
想
に
立
っ

て
い
た
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
で
、
〈
質
〉
か
ら
〈
量
〉
へ
発
想
を
た
や
す

く
転
換
し
た
と
こ
ろ
に
三
島
の
自
信
過
剰
さ
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
「
単
純
な
」
朝
子
を
語
り
手
が
複
雑
に
心
理
分
析
し
て
い
る
の

を
、
精
神
と
肉
体
の
関
係
と
し
て
意
味
づ
け
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
な

る
の
か
。
既
に
見
た
通
り
『
真
夏
の
死
』
の
知
的
な
文
体
は
、
「
感
受
性

に
腐
蝕
さ
れ
た
部
分
を
剪
除
し
た
」
（
前
出
）
と
い
う
。
ギ
リ
シ
ア
体
験

を
境
に
し
て
の
文
体
の
変
化
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ
の
「
感
受
性
」
と

は
肉
体
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
「
感
受
性
」
を
「
剪
除
」
す
る
こ
と
は
、
肉
体
1
1
精
神
の

シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
成
立
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
作
者
が
そ
の
知
的
文
体
に
よ
っ
て
、
朝
子
の
無
意
識
や
無
自

覚
を
暴
き
、
〈
忘
却
〉
の
性
差
を
示
す
こ
と
に
は
、
精
神
と
肉
体
と
の
シ

ン
メ
ト
リ
ー
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
後
の
〈
量
〉
の
バ
ラ
ン
ス

の
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
知
的
文
体
は
知
性
の
優
越
を
示
す
こ
と
に
な
る
は

ず
だ
。
が
、
精
神
と
肉
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
図
式
を
『
真
夏
の
死
』
に
当
て

は
め
る
の
は
難
し
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
『
真
夏
の
死
』
は
シ
ン
メ

ト
リ
ー
の
発
想
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
作
品
だ
か
ら
だ
。
肉
体
と
精
神
の

関
係
づ
け
に
お
い
て
『
潮
騒
』
も
扱
う
必
要
が
あ
る
が
、
別
稿
に
譲
る
。
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（
ふ
く
い
し
ん
じ
／
大
阪
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
）

七
頁

(
3
)
H
.
S
・
ス
ト
ー
ク
ス
『
三
島
由
紀
夫

平
成
10
年
）
一
八
八
頁

(
4
)
西
本
匡
克
『
三
島
由
紀
夫
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
の
文
芸
世
界
』
（
双

文
社
出
版
平
成
11
年
）
四
四
頁

(
5
)
(
l
)

―
二
八
頁

(
6
)
松
本
徹
『
三
島
由
紀
夫
論
失
墜
を
拒
ん
だ
イ
カ
ロ
ス
』
（
朝
日

出
版
社
昭
和
48
年
）
一

0
九
頁

(
7
)
(
4
)
四
七
頁

(
8
)

（

4
)
四
0
頁

(
9
)
栗
栖
真
人
「
『
真
夏
の
死
』
|
|
そ
の
構
成
と
創
作
動
機
に
つ
い

て
」
（
日
本
大
学
『
語
文
』

45
輯

昭

和

53
年
）
三
二
頁

(10)
「
戦
後
的
反
逆
の
文
学
三
島
の
代
表
作
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
磯

田
光
一
著
作
集
ー
』
小
沢
書
店
平
成
2
年
九
ニ
・
九
三
頁
）

(11)
野
口
武
彦
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』
（
講
談
社
昭
和
43
年
）
一

五
二
頁

生
と
死
』
（
清
流
出
版

〔
付
記
〕

テ
キ
ス
ト
は
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
（
新
潮
社
平
成
12
年
S
)

を
使
用
。
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
点
は
削
除
し
て
引
用
し

た。
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