
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-06-18

寺山修司作戯曲「阿呆船」論 : 演劇の不毛性

(Citation)
國文論叢,55:78-91

(Issue Date)
2020-03-31

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(JaLCDOI)
https://doi.org/10.24546/E0042058

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/E0042058

劉, 夢如



寺
山
修
司
作
戯
曲
「
阿
呆
船
」
論

ᴷ
ᴷ
演
劇
の
不
毛
性
ᴷ
ᴷ

劉

夢

如

一

は
じ
め
に

寺
山
修
司
作
・
演
出
（
岸
田
理
生
台
本
協
力
）
の
戯
曲
「
阿あ

呆ほ
う

船せ
ん

」
は
、

一
九
七
六
年
七
月
、
劇
団
天
井
桟
敷
に
よ
り
東
京
大
映
調
布
第
四
ス
タ
ジ
オ

で
公
演
さ
れ
た
。「
盲
人
書
簡
」（
一
九
七
四
・
七
、
於
法
政
大
学
）、「
疫
病

流
行
記
」（
一
九
七
六
・
三
、
於
渋
谷
エ
ピ
キ
ュ
ラ
ス
）
に
次
ぎ
、
本
作
は

「
密
室
三
部
作
」
の
三
作
目
に
あ
た
る
。
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
か

ら
タ
イ
ト
ル
を
と
っ
た
作
品
で
あ
る
。
寺
山
の
自
作
解
説
に
よ
れ
ば
、「
盲

人
書
簡
」
は
「
肉
眼
で
見
え
な
い
も
の
」
を
「
想
像
力
」
に
よ
っ
て
見
る
こ

と
を
提
示
し
、「
疫
病
流
行
記
」
は
「
集
団
の
妄
想
」
を
主
題
化
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、「
阿
呆
船
」
公
演
後
、
寺
山
は
そ
の
試
み
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

三
作
目
の
「
阿
呆
船
」
に
於
て
、
僕
た
ち
は
前
二
作
の
問
題
の
原
点

に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
訳
で
す
。
肉
体
と
そ
れ
を
む
し
ば
む
疫
病
、

見
え
て
い
る
も
の
と
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
、

そ
う
し
た
対
立
を
と
り
あ
げ
て
い
る
僕
ら
の
主
体
自
体
が
、
き
わ
め
て

理
性
的
、
言
語
的
で
あ
り
は
し
な
い
か
、
と
。
少
な
く
と
も
僕
ら
は
そ

う
い
う
テ
ー
ゼ
を
言
葉
の
中
で
つ
く
り
出
し
て
き
た
の
だ
、
と
。
し
か

し
言
葉
に
よ
っ
て
呼
び
出
し
た
世
界
の
人
達
と
し
か
出
会
っ
て
い
な
い

演
劇
の
不
毛
性
と
い
う
も
の
も
あ
る(⚑

)。

寺
山
作
「
阿
呆
船
」
が
演
劇
と
い
う
形
式
を
通
じ
て
問
い
直
す
の
は
、

「
理
性
」
と
「
言
葉
」
の
問
題
で
あ
る
。
理
性
や
言
葉
は
、
演
劇
に
お
い
て

想
像
力
や
妄
想
を
喚
起
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
右
に
寺
山
の
言
う
「
主

体
」
は
、
理
性
に
基
づ
く
言
葉
を
通
し
て
し
か
意
識
し
、
思
考
し
、
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
寺
山
は
本
作
を
公
演
す
る
劇
団
天
井
桟

敷
を
「
理
性
が
ま
だ
極
化
に
及
ん
で
い
な
い
砂
ば
く
の
地
」
に
お
い
て
「
狂

気
」
を
唱
え
つ
づ
け
る
「
流
れ
者
の
伝
道
集
団
」
と
し
て
捉
え
て
い
た(⚒

)。

「
阿
呆
っ
て
い
う
の
は
も
と
も
と
言
語
的
な
存
在
だ
」
と
語
る
寺
山
は
、「
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
汎
言
語
の
装
備
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
存
在
に
す
ぎ

な
か
っ
た
も
の
を
、
逆
手
に
と
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ(⚓

)、「
阿
呆
」
を
非

言
語
的
な
存
在
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
の
ち
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く

が
、「
阿
呆
船
」
が
提
起
す
る
の
は
、
理
性
と
言
葉
の
限
界
の
突
破
を
志
向

す
る
演
劇
世
界
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
言
葉
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の

で
し
か
な
い
と
い
う
「
不
毛
性
」
で
あ
る
。

ᴷ 78 ᴷ



「
密
室
三
部
作
」
の
一
作
目
の
「
盲
人
書
簡
」
に
つ
い
て
、
斉
藤
正
治
は

「
目
を
失
っ
た
者
」
を
「
幻
想
の
世
界
を
も
て
る
特
権
者
と
し
て
登
場
さ
せ

る
こ
と
で
、
逆
に
不
可
視
の
空
間
を
透
視
で
き
る
」
と
評
価
し
て
い
る(⚔

)。
清

水
義
和
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
原
著
『
盲
人
書
簡
』（
吉
村
道
夫
・
加
藤
美
雄
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
九
四
九
・
一
〇
）
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
闇
」
を
通
し
て

観
客
と
役
者
に
「
想
像
力
」
を
意
識
さ
せ
る
寺
山
作
「
盲
人
書
簡
」
の
方
法

を
評
価
し
て
い
る(⚕

)。
三
部
作
に
共
通
し
て
い
る
、「
想
像
力
」
や
「
幻
想
」

が
ど
の
よ
う
に
主
体
に
作
用
し
う
る
か
と
い
う
問
い
直
し
が
本
作
で
も
劇
中

に
試
み
ら
れ
て
い
る
。

「
阿
呆
船
」
公
演
当
時
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
、「「
阿
呆
船
」
と
は
、
中

世
に
〝
実
在
〟
し
た
と
さ
れ
る
船
で
、
あ
ら
ゆ
る
阿
呆
が
収
容
さ
れ
て
寄
港

地
の
な
い
大
航
海
に
出
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
提
出
さ
れ
る
の
は
、
理
性

（
狂
気
も
含
め
て
）
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
劇
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る(⚖

)。

「
阿
呆
船
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
は
、
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
の
『
阿

呆
船
』（
尾
崎
盛
景
訳
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
八
・
八
）
に
よ
っ
て
知
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
諷
刺
長
編
詩
の
「
序
詩
」
に
見
ら
れ
る
「
俺
は
賢
者
で
阿

呆
じ
ゃ
な
い
、
な
ど
と
誰
も
言
え
ぬ
は
ず
」
と
い
う
句
は
、「
賢
者
」
と

「
阿
呆
」
と
の
分
化
に
た
い
す
る
懐
疑
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る(⚗

)。
訳
者
で

あ
る
尾
崎
盛
景
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
人
間
の
弱
点
や
過
失
を
知
恵
と
か
理

性
と
か
の
欠
如
に
求
め
る
合
理
主
義
的
倫
理
観
」
は
「
中
世
末
期
の
一
般
風

潮
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
ブ
ラ
ン
ト
が
言
う
「
理
性
」
も
ま
た
こ
の
風
潮
を

背
景
に
し
て
い
る
。

た
だ
彼
〔
ブ
ラ
ン
ト
〕
が
知
恵
と
い
い
、
理
性
と
い
い
、
ま
た
真
理

と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
決
し
て
近
代
的
合
理
主
義
に
お
け
る
意
味
で

の
そ
れ
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
真
理
は
伝
統
的
権
威
に
も
と
づ

く
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
過
去
の
書
物
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
真
理
で

あ
っ
た
。
為
す
べ
き
こ
と
を
延
期
し
た
り
、
借
金
を
し
た
り
、
贅
沢
な

物
を
食
べ
た
り
す
る
こ
と
が
愚
か
な
行
為
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
聖
書

に
そ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
聖
者
が
そ
う
い
ま
し
め

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
教
会
法
や
ロ
ー
マ
法
が
そ
れ
を
禁
じ
て
い
る
か

ら
な
の
で
あ
っ
た(⚘

)。

訳
者
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
ト
の
『
阿
呆
船
』
は
、
理
性
や
真
理

が
「
伝
統
的
権
威
」
や
「
過
去
の
書
物
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
し
か
な
く
、

愚
か
な
行
為
が
「
愚
か
」
で
あ
る
所
以
は
権
威
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る

か
ら
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
露
わ
に
す
る
。
六
八
年
に
現
代
思
潮
社
の
「
古
典

文
庫
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
一
五
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
伝
統
文
学

と
い
う
よ
り
、
六
〇
年
代
の
日
本
で
は
真
理
と
愚
か
さ
と
分
割
す
る
「
権

威
」
へ
の
批
判
の
書
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
澁
澤
龍
彥
が
企
画
の
中
心
を
担
っ
た
現
代
思
潮
社
刊
行
の
「
古
典

文
庫
」
か
ら
は
、
寺
山
が
題
を
と
っ
た
三
部
作
の
う
ち
、『
阿
呆
船
』
の
ほ

か
に
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
疫
病
流
行
記
』（
泉
谷
治
訳
、
一
九
六
七
）

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
同
文
庫
で
は
、
ブ
ラ
ン
キ
『
革
命
論
集
』（
加
藤
晴

康
訳
、
一
九
六
七
）、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
『
幻
視
者
あ
る
い
は
社
会
主
義
者
の
先

駆
者
た
ち
』（
入
沢
康
夫
訳
、
一
九
六
八
）、
フ
ー
リ
エ
『
四
運
動
の
理
論
』

（
巖
谷
國
士
訳
、
一
九
七
〇
）
な
ど
、
革
命
や
理
性
批
判
に
関
す
る
書
物
が

数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ト
『
阿
呆
船
』
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ

る
「
六
八
年
革
命
」
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
文
脈
に
置
か
れ
た
書
物
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
末
よ
り
、
寺
山
は
演
劇
季
刊
誌
『
地
下
演
劇
』（
全
一
四
号
、

一
九
六
九
・
五
～
一
九
七
九
・
一
〇
）
の
編
集
に
着
手
し
て
い
る(⚙

)。
そ
の
創

刊
号
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
政
治
的
な
社
会
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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わ
れ
わ
れ
は
劇
的
な
社
会
を
構
想
し
、
現
実
原
則
の
上
に
、
エ
ロ
ス
的
な
変

革
の
立
地
条
件
を
見
出
そ
う
と
す
る
」
と
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
掲
げ
ら
れ(10

)、

演
劇
を
通
し
て
社
会
を
劇
的
な
も
の
と
し
て
変
革
す
る
と
い
う
目
的
が
提
起

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
演
劇
理
念
の
中
心
を
な
す
の
は
、
現
実
が
虚
構
と
同
じ

く
、
想
像
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
観
点
で
あ

る
。本

誌
第
一
一
号
（
一
九
七
七
・
五
）
で
は
、「
阿
呆
船
」
に
関
す
る
特
集

が
組
ま
れ
て
い
る
。
執
筆
者
の
大
半
が
天
井
桟
敷
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
が
、

あ
わ
せ
て
人
類
学
者
の
山
口
昌
男
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
て
い
る
。

山
口
は
そ
こ
で
、「
阿
呆
」
や
「
道
化
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
、「
秩
序
の
内

側
で
眠
り
こ
け
て
い
る
常
人
を
挑
発
し
、
秩
序
が
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秩
序
に
対
す
る
醒
め
た
信
頼
を

取
り
戻
す
」
可
能
性
を
語
っ
て
い
る
。
山
口
に
よ
れ
ば
、「
阿
呆
」
や
「
道

化
」
は
「
相
対
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
秩
序
」
へ
の
不
信
を
駆
り
立
て
る

存
在
ᴷ
ᴷ
山
口
の
用
語
で
い
え
ば
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
存
在
ᴷ
ᴷ
で
あ
り
、

「
現
実
」
の
絶
対
性
を
懐
疑
し
よ
う
と
も
せ
ず
「
秩
序
の
内
側
」
に
安
住
す

る
人
々
を
挑
発
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
寺
山
作
の
「
阿
呆
船
」
は
「
阿
呆
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
い

か
に
利
用
し
、「
阿
呆
ᴷ
理
性
」
と
い
う
秩
序
を
解
体
す
る
可
能
性
を
い
か

に
問
う
て
い
る
か
。
秩
序
の
内
に
い
る
者
は
、
自
分
が
そ
れ
に
従
属
し
て
し

て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
か
。
幻
覚
を
見
て
い
る
者
は
、
自
分
が
そ
れ
を
見

て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
か
ᴷ
ᴷ
寺
山
が
「
阿
呆
船
」
に
お
い
て
問
い
か
け

る
の
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
。
本
稿
は
、
寺
山
作
の
「
阿
呆

船
」
の
戯
曲
に
基
づ
き
、
こ
の
作
品
が
理
性
の
限
界
を
突
破
す
る
可
能
性
を

ど
の
よ
う
に
模
索
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

二
『
狂
気
の
歴
史
』
と
「
外
の
思
考
」

本
作
が
公
演
さ
れ
た
前
年
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
『
狂
気
の
歴
史
』

（
田
村
俶
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
五
・
二
）
の
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
。
七
六

年
四
月
、
寺
山
は
『
情
況
』
誌
上
で
フ
ー
コ
ー
と
対
談
を
行
な
っ
て
い
る
。

寺
山
は
こ
の
対
談
で
「
さ
し
あ
た
っ
て
《
阿
呆
船
》
と
い
う
劇
を
準
備
し
て

い
る
私
に
と
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
の
狂
気
論
、
と
り
わ
け
、
阿
呆
船
に
関
す
る

省
察
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言
及
し
た(11

)。「
阿
呆
船
」
の
作
品

ノ
ー
ト
で
は
「
こ
の
作
品
の
主
題
は
、「
理
性
」
の
歴
史
へ
の
疑
い
と
、
そ

こ
か
ら
の
人
間
の
解
放
で
あ
り
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
「
狂
気
の
歴

史
」
の
演
劇
化
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る(12

)。

「
阿
呆
船
」
に
お
け
る
「
狂
気
」
と
い
う
主
題
が
、『
狂
気
の
歴
史
』
か
ら
多

大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
阿
呆
船
」
の
台
本
の
冒
頭
に
は
、
本
作
に
つ
い
て
「
こ
の
劇
は
「
阿
呆

の
考
古
学
」
の
再
現
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
狂
気
と
い
う
名
の
「
未

分
化
の
経
験
」（
フ
ー
コ
ー
）、
分
析
じ
た
い
に
よ
っ
て
ま
だ
分
析
さ
れ
な
い

経
験
、
零
度
の
理
性
へ
さ
し
は
さ
む
、
ぎ
り
ぎ
り
の
現
在
進
行
形
の
私
た
ち

の
ア
リ
バ
イ
な
の
で
あ
る
」
と
の
断
り
書
き
が
読
ま
れ
る
。
理
性
と
狂
気
の

「
分
化
」
を
自
明
化
し
て
い
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
両
者
が
い
ま
だ
分
化
し

て
い
な
い
「
零
度
の
理
性
」
に
触
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
寺
山
は
本
作

を
、
フ
ー
コ
ー
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
こ
の
忘
却
さ
れ
た
「
未
分
化
の
経

験
」
に
つ
い
て
問
い
直
す
試
み
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
。「
未
分
化
の
経

験
」
と
い
う
語
は
、『
狂
気
の
歴
史
』
の
「
序
言
」
に
確
認
さ
れ
る
。

狂
気
の
歴
史
の
零
度
を
、
つ
ま
り
狂
気
が
未
分
化
の
経
験
で
あ
り
、
分

割
じ
た
い
に
よ
っ
て
ま
だ
分
割
さ
れ
な
い
経
験
で
あ
る
、
あ
の
零
度
を
、
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歴
史
の
な
か
に
発
見
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
狂
気
の
あ
の
「
別
種
の

傾
向
」
は
、
そ
の
は
た
ら
き
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、〈
理
性
〉
と
〈
狂

気
〉
を
、
こ
れ
か
ら
さ
き
相
互
に
無
関
係
で
、
あ
ら
ゆ
る
交
換
を
こ
ば

み
、
い
わ
ば
互
い
に
死
せ
る
も
の
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う

し
た
「
別
種
の
傾
向
」
を
、
そ
の
歪
み
の
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

描
き
だ
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る(13

)。

『
狂
気
の
歴
史
』
に
お
け
る
フ
ー
コ
ー
の
眼
目
は
、
理
性
と
狂
気
と
の
対

立
が
古
典
主
義
時
代
を
分
水
嶺
と
し
て
始
ま
っ
た
歴
史
的
な
被
造
物
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
固
定
化
す
る
認
識
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
本
書
第
一
章
「《
阿
呆
船
》」
の
論
旨
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
、

文
芸
復
興
期
に
お
け
る
「
阿
呆
船
」
の
形
象
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン

ト
の
『
阿
呆
船
』
は
、
歴
史
上
に
実
在
し
た
狂
人
の
船
に
つ
い
て
記
述
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
他
に
も
狂
人
の
船
を
主
題
に
し
た

芸
術
作
品
は
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
船
に
載
せ
ら
れ
た

狂
人
が
、
出
立
地
と
上
陸
地
の
間
の
不
毛
の
空
間
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
囚
人

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
阿
呆
船
の
追
放
と
い
う
主
題
に
と
も
な
い
、
作
品

に
頻
出
す
る
の
は
「
水
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
狂
気
を
表
徴
す
る
「
水
」

は
、「
暗
い
無
秩
序
、
動
き
の
あ
る
混
沌
、
万
事
の
芽
生
え
と
死(14

)」
と
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
。

さ
ら
に
フ
ー
コ
ー
は
、
人
間
の
「
狂
気
」
と
「
理
性
」
と
の
関
係
を
考
察

し
て
い
る
。
文
芸
復
興
期
か
ら
芸
術
作
品
に
お
い
て
表
現
さ
れ
続
け
て
き
た

狂
気
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、「
人
間
の
批
判
的
意
識
に
し
か
属
さ
な
い
」

も
の
で
あ
る
。「
狂
気
は
理
性
と
の
係
わ
り
合
い
に
よ
っ
て
し
か
け
っ
し
て

存
在
し
な
い
」。
つ
ま
り
「
狂
気
は
、
そ
れ
を
理
性
と
結
び
あ
わ
せ
る
際
限

の
な
い
円
環
の
な
か
に
含
ま
れ
、
狂
気
と
理
性
は
相
互
に
強
め
あ
い
否
定
し

あ
う
。
狂
気
は
も
は
や
世
界
の
闇
夜
の
な
か
に
絶
対
的
な
実
在
を
も
た
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
理
性
と
の
相
対
性
に
よ
っ
て
の
み
実
在
し
、
そ
の
相
対
性

の
お
か
げ
で
理
性
と
狂
気
は
相
互
に
救
い
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に
相

手
を
失
っ
て
し
ま
う
」。
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
、
狂
気
と
理
性
を

相
対
的
な
相
関
関
係
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
察
し
た(15

)。

こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
狂
気
の
歴
史
』
の
原
著
刊
行
（
一

九
六
一
年
）
か
ら
、
邦
訳
の
刊
行
、
寺
山
と
の
対
談
ま
で
の
十
数
年
間
に
、

フ
ー
コ
ー
の
思
想
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
六
〇
年
代
の
フ
ー

コ
ー
は
、
バ
タ
イ
ユ
や
ブ
ラ
ン
シ
ョ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
論
じ
、「
主
体
」
や

「
真
理
」
の
消
滅
し
た
「
空
虚
」
の
空
間
、
つ
ま
り
「
外
」
の
空
間
の
存
在

を
文
学
に
見
出
し
て
い
た
。
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
「
狂
気
」
へ
の
関
心
は
、

こ
の
よ
う
な
「
外
の
思
考
」
の
可
能
性
へ
の
探
究
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
七
〇
年
代
以
降
、
フ
ー
コ
ー
は
「
我
々
は
つ
ね
に
内
部
に
い

る
の
で
す
。
外
部
な
ど
神
話
で
す
」
と(16

)、「
外
部
」
を
「
幻
想
」
と
し
て
否

定
す
る
に
至
る
。

こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
思
想
上
の
変
容
は
、
寺
山
と
の
対
談
か
ら
も
窺
わ

れ
る
。「
阿
呆
船
」
公
演
前
の
こ
の
対
談
に
お
い
て
、
議
論
は
歴
史
と
演
劇

と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
及
ん
だ
。
歴
史
を
演
劇
と
し
て
捉
え
る
寺
山
に
言

わ
せ
れ
ば
、
構
造
主
義
者
は
あ
た
か
も
「
舞
台
監
督
」
や
「
劇
評
家
」
の
よ

う
に
、
劇
の
中
の
出
来
事
に
直
接
参
加
し
て
い
な
い
。
彼
ら
は
歴
史
の
当
事

者
で
は
な
く
、
歴
史
か
ら
距
離
を
取
っ
た
立
場
に
あ
る
。
寺
山
は
こ
の
よ
う

に
述
べ
、
構
造
主
義
者
が
傍
観
者
と
な
る
可
能
性
を
問
い
か
け
た
。
対
し
て

フ
ー
コ
ー
は
、
歴
史
を
傍
観
す
る
立
場
な
ど
あ
り
え
な
い
と
反
論
す
る
。

「
歴
史
と
は
、
全
人
類
を
包
容
し
て
い
る
過
程
（
プ
ロ
セ
ス
）」
で
あ
り
、

「
歴
史
の
観
客
の
資
格
を
も
て
る
者
は
、
神
の
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
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フ
ー
コ
ー
は
述
べ
、
歴
史
を
俯
瞰
す
る
視
点
が
そ
も
そ
も
存
在
し
え
な
い
と

強
調
す
る(17

)。
こ
の
や
り
と
り
は
、
両
人
が
「
外
の
思
考
」
へ
の
関
心
を
共
有

し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

寺
山
に
よ
れ
ば
、
理
性
的
な
主
体
の
権
能
を
否
認
す
る
演
劇
世
界
そ
れ
自

体
が
、
言
葉
と
い
う
理
性
的
な
も
の
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
、

「
演
劇
の
不
毛
性
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
体
の
あ
る
空
間
に
、
必
ず
言
葉

が
存
在
す
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
。
し
か
し
『
狂
気
の
歴
史
』
を
は
じ
め
と

し
て
、
六
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
は
、
む
し
ろ
主
体
の
な
い
空
間
に
も
、
言
葉

が
存
在
し
う
る
こ
と
を
積
極
的
に
論
じ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
『
狂
気
の
歴

史
』
を
「
演
劇
化
」
し
よ
う
と
す
る
「
阿
呆
船
」
は
、
言
葉
と
主
体
と
の
関

係
を
演
劇
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
問
い
直
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
に
お
け
る

「
未
分
化
」
の
傾
向

寺
山
作
「
阿
呆
船
」
は
一
七
節
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
舞
台
は

暗
黒
の
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
現
代
の
日
本
と
を
二
重
写
し
に
し
て
い
る
。

最
初
、
二
匹
の
蝸
牛
に
つ
い
て
の
裁
判
に
お
い
て
、
被
告
人
が
「
阿
呆
」
と

い
う
罪
で
阿
呆
船
に
積
み
こ
ま
れ
そ
う
に
な
る
。
続
い
て
場
面
は
唐
突
に
転

換
し
、
主
役
で
あ
る
「
眠
り
男
」
が
登
場
す
る
。
彼
は
自
分
が
「
阿
呆
」
で

あ
る
こ
と
を
否
認
し
、「
も
う
一
人
の
自
分
」
で
あ
る
「
影
の
男
」
と
の
関

係
に
悩
ん
で
い
る
。「
眠
り
男
」
を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
は
実
は
操
り

人
形
で
あ
り
、「
見
え
な
い
糸
」
を
引
く
「
黒
衣
」
に
操
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
「
劇
中
の
人
形
劇
」
と
い
う
構
造
が
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
黒
衣
」
は
最
後
衣
裳
を
脱
ぎ
、
人
形
遣
い
か
ら
「
女
優
」
に
な
る
。
こ
う

し
て
「
劇
中
の
人
形
劇
」
の
構
造
が
崩
れ
、「
阿
呆
」
た
ち
を
乗
せ
た
阿
呆

船
が
目
的
地
の
な
い
航
行
を
始
め
る
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
登
場
人
物
の
「
眠
り
男
」
と
、
そ
の
「
翳
の
部

分
」
と
呼
ば
れ
る
「
影
の
男
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
二
人
が
最
初
出
会
い
、

互
い
の
関
係
に
つ
い
て
語
り
合
う
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

眠
り
男

誰
だ
、
お
ま
え
は
？

影
の
男

俺
は
お
ま
え
だ
。

眠
り
男

何
だ
っ
て
？

影
の
男

俺
は
お
ま
え
だ
よ
。

眠
り
男

俺
は
お
ま
え
な
ん
か
、
今
ま
で
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
ぞ
。

影
の
男

そ
り
ゃ
、
そ
う
さ
。
お
ま
え
が
眠
る
と
、
俺
が
目
ざ
め
る
。

俺
が
目
ざ
め
る
と
、
お
ま
え
が
眠
る
。
同
じ
人
間
だ
が
、
棲
ん
で
る

世
界
が
ち
が
う
ん
だ
。

眠
り
男

と
い
う
と
、
お
ま
え
は
俺
の
見
て
い
る
夢
の
中
の
人
物
だ
と

い
う
ん
だ
な
？

影
の
男

そ
の
逆
さ
。
お
ま
え
が
俺
の
夢
の
中
で
生
き
て
る
ん
だ
。
お

ま
え
が
い
ま
そ
う
し
て
し
ゃ
べ
っ
て
ら
れ
る
の
は
、
俺
が
眠
っ
て
る

お
か
げ
だ
。

（
⚕
）

「
影
の
男
」
は
「
眠
り
男
」
に
向
っ
て
「
俺
は
お
ま
え
だ
」
と
語
り
、
両

者
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
。「
眠
る
」
状
態
で

な
さ
れ
る
一
方
の
行
動
は
、「
目
ざ
め
る
」
状
態
で
な
さ
れ
る
他
方
の
行
動

に
伴
っ
て
変
化
し
、
二
人
の
人
格
が
一
つ
の
全
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
一
体

化
し
て
い
る
。
本
作
の
後
半
、「
阿
呆
船
」
に
積
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
る
が
、

逃
げ
出
し
て
き
た
「
眠
り
男
」
が
「
影
の
男
」
と
再
会
す
る
場
面
に
お
い
て

も
、「
俺
は
お
ま
え
だ
」（
16
）
と
い
う
台
詞
が
反
復
さ
れ
る
。
本
作
が
「
眠

り
男
」
と
「
影
の
男
」
の
対
話
を
通
し
て
表
現
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
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で
の
「
際
限
の
な
い
円
環
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
体
化
し
た
「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
は
、
互
い
の
動
き

に
合
わ
せ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
互
い
の
行
動
に
干
渉
す
る
二
つ

の
半
分
の
よ
う
に
、
一
人
が
起
き
あ
が
る
と
も
う
一
人
が
「
バ
タ
リ
」
と
倒

れ
て
し
ま
う
。

眠
り
男
（
起
き
あ
が
り
）
あ
あ
、
眠
い
。
も
う
一
人
の
俺
よ
。
た
の

む
か
ら
、
俺
を
自
由
に
し
て
く
れ
。（
バ
タ
リ
）

影
の
男
（
起
き
あ
が
り
）
北
半
球
の
見
え
な
い
半
分
は
眠
り
で
で
き

て
い
る
…
…
（
バ
タ
リ
）

眠
り
男
（
起
き
あ
が
り
）
幸
福
な
家
庭
…
…
（
バ
タ
リ
）

影
の
男
（
起
き
あ
が
り
）
一
枚
の
十
円
銅
貨
の
裏
と
表
…
…
（
バ
タ

リ
）

（
⚘
）

二
人
の
人
格
は
交
替
し
、
夢
か
現
か
分
か
ら
な
い
曖
昧
な
状
態
で
、「
北

半
球
の
見
え
な
い
半
分
」
や
「
十
円
銅
貨
の
裏
と
表
」
と
い
う
寝
言
を
言
う
。

「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
の
間
に
見
ら
れ
る
の
は
、
一
方
が
目
ざ
め
に

よ
っ
て
強
く
な
れ
ば
、
他
方
が
眠
り
に
よ
っ
て
弱
く
な
る
と
い
う
相
互
干
渉

的
な
力
関
係
で
あ
る
。
寺
山
は
、「
俺
は
お
ま
え
だ
よ
」
と
い
う
「
影
の
男
」

の
台
詞
に
言
及
し
な
が
ら
、
本
作
に
仕
組
ま
れ
た
人
称
の
混
乱
の
問
題
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
「
阿
呆
船
」
で
、
人
間
が
等
身
大
で
な
く
存
在
し
て
い
る
。

人
称
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
っ
て
、
自
他
の
地
平
が
消
失
す
る
。
ま

さ
に
「
俺
は
お
前
だ
」
と
ば
か
り
に
、
理
性
が
崩
壊
し
て
、
肉
体
だ
け

が
跳
躍
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
阿
呆
祭
」
が
、
観
客
と
の
相
互
作
用

で
出
て
き
た
ら
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
気
が
す
る
。

〔
…
〕
観
客
の
中
で
ど
れ
だ
け
理
性
を
崩
壊
し
、
そ
う
い
う
も
の
の
中

で
機
械
と
人
間
の
出
会
っ
て
る
祝
祭
と
い
う
か
、
そ
の
中
で
観
客
が
、

観
劇
の
理
性
を
捨
て
う
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
す(18

)。

寺
山
に
よ
れ
ば
、「
俺
は
お
前
だ
」
と
い
う
人
称
の
錯
乱
は
、「
自
他
の
地

平
」
と
い
う
境
界
線
を
消
去
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
る
。
劇
中
人
物
は
理
性

を
喪
失
し
、
肉
体
だ
け
を
具
備
し
た
存
在
、
す
な
わ
ち
「
阿
呆
」
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
志
向
さ
れ
て
い
る
の
は
、
理
性
の
崩
壊
が
劇
の
外
部
へ
と

拡
張
し
、
理
性
な
き
肉
体
を
観
る
こ
と
を
通
し
て
、
観
客
み
ず
か
ら
も
理
性

の
外
部
に
触
れ
る
と
い
う
「
祝
祭
」
的
経
験
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
劇
の
内

外
に
お
い
て
、
理
性
と
狂
気
と
の
二
元
論
的
な
対
立
を
解
除
す
る
こ
と
が
企

図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

狂
気
と
理
性
は
、「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
の
形
象
化
を
通
じ
て
、
固

着
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
で
は
な
く
同
一
の
人
格
の
な
か
に
抱
き
込
ま

れ
た
流
動
性
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
一
体
化
し
た
二
人
は
、
山
口
昌
男
が
言

う
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
二
元
論
的
に
分

割
さ
れ
た
二
つ
の
項
の
間
を
往
復
す
る
存
在
の
象
徴
と
し
て
、
山
口
は
、

「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
」
な
存
在
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

大
き
い
こ
と
と
小
さ
い
こ
と
、
成
熟
し
た
状
態
と
幼
い
状
態
、
境
界
内

と
境
界
外
、「
日
常
」
と
「
祝
祭
空
間
」、
固
定
と
動
く
こ
と
、
秩
序
と

ア
ナ
ー
キ
ー
、
光
と
暗
闇
、
意
味
と
無
意
味
、
男
性
と
女
性
、
上
と
下
、

生
と
死
、
そ
し
て
「
文
化
」
と
「
自
然
」、
そ
れ
ら
の
対
立
が
意
識
の

裡
で
解
消
す
る
瞬
間
の
カ
オ
ス
の
な
か
で
、
意
識
は
始
原
性
の
深
み
に

向
っ
て
降
り
て
行
く(19

)。

山
口
に
よ
れ
ば
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
は
、
定
義
、
分
割
、
境
界
、
相
違
、

規
則
、
二
元
論
を
解
消
し
、
対
立
す
る
二
項
を
確
定
不
能
な
両
義
性
に
転
換

す
る
存
在
で
あ
る
。
大
江
健
三
郎
は
、
山
口
が
言
う
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
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を
「
道
化
」
と
呼
び
替
え
な
が
ら
、「
道
化
は
、
世
界
の
秩
序
を
ひ
っ
く
り

か
え
す
。
上
下
の
秩
序
を
転
倒
さ
せ
る
役
割
を
は
た
す
か
と
思
う
と
、
天
と

地
の
よ
う
に
か
け
は
な
れ
た
も
の
を
、
か
え
っ
て
む
す
び
つ
け
る
役
割
を
は

た
す
。
宇
宙
論
的
な
想
像
力
の
働
く
世
界
で
、
仲
介
者
・
媒
介
者
の
役
割
を

は
た
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る(20

)。「
む
す
び
つ
け
る
」
役
割
と
、「
仲
介

者
・
媒
介
者
」
と
い
う
役
割
を
担
う
「
道
化
」
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
「
現
実
」

を
同
時
に
生
き
、
そ
れ
ら
の
間
を
自
由
に
往
還
」
す
る
の
で
あ
る(21

)。
寺
山
作

「
阿
呆
船
」
に
お
け
る
「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
は
、
狂
気
と
理
性
と
の

間
を
往
還
す
る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
二
者
は

狂
気
も
し
く
は
理
性
と
い
う
二
元
論
的
な
分
化
を
被
る
手
前
の
と
こ
ろ
で
、

両
義
的
な
未
分
化
の
状
態
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

分
化
を
引
き
起
こ
す
理
性
の
専
制

本
作
の
第
二
節
で
は
、
主
要
な
人
物
が
誰
も
登
場
せ
ず
、
二
匹
の
蝸
牛
を

め
ぐ
る
裁
判
が
行
わ
れ
る
。
物
語
の
展
開
と
無
関
係
に
も
見
え
る
こ
の
挿
話

で
は
、「
天
文
学
者
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
目
を
ぬ
す
ん
で
、
二
匹
の
蝸

牛
を
と
り
か
え
」（
⚒
）
た
た
め
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
被
告
人
と
と
も
に
、

弁
護
人
・
立
場
を
異
に
す
る
裁
判
長
・
検
事
が
登
場
す
る
。
四
人
は
テ
ー
ブ

ル
を
囲
ん
で
座
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
役
は
こ
の
テ
ー
ブ
ル
が
四
分
の
一
回

転
す
る
と
入
れ
替
わ
る
。
三
回
の
回
転
の
後
、
検
事
だ
っ
た
男
が
、「
黒
衣
」

に
よ
っ
て
被
告
人
に
指
名
さ
れ
る
。
こ
の
役
の
入
れ
替
わ
り
は
、
裁
判
長
と

検
事
が
体
現
す
る
理
性
と
、「
阿
呆
」
の
判
決
を
下
さ
れ
た
被
告
人
と
そ
の

弁
護
人
が
体
現
す
る
狂
気
と
を
、
反
転
可
能
な
関
係
と
し
て
可
視
化
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
、
狂
気
と
理
性
と
の
両
義
的
な
「
未
分
化
」
の
状
態
、
ま
た

そ
の
境
界
が
判
別
不
能
で
あ
る
こ
と
の
ア
ポ
リ
ア
が
形
を
変
え
て
提
示
さ
れ

る
。と

こ
ろ
が
、
テ
ー
ブ
ル
の
回
転
が
停
止
す
る
と
、
狂
気
と
理
性
と
の
両
義

的
な
反
転
関
係
が
失
わ
れ
る
。
二
匹
の
蝸
牛
の
裁
判
は
、
被
告
人
が
天
文
学

者
の
目
を
盗
ん
だ
こ
と
で
罪
に
問
わ
れ
る
と
い
う
本
題
か
ら
次
第
に
逸
脱
し

て
ゆ
く
。
検
事
は
、「
逮
捕
し
ろ
！
自
惚
れ
、
偽
証
、
傲
慢
、
の
罪
だ
。

引
っ
と
ら
え
て
、
阿
呆
船
に
積
み
こ
む
ん
だ
」（
⚒
）
と
、
被
告
人
の
無
反

省
の
態
度
を
理
由
に
彼
を
「
阿
呆
」
と
し
て
断
罪
す
る
。
被
告
人
は
法
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
検
事
の
主
観
的
判
断
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
。
こ
の
人
為

的
な
分
割
は
狂
気
と
理
性
と
の
稀
薄
な
境
界
性
を
明
確
化
し
、
両
義
的
に
共

存
し
て
い
た
二
者
を
二
元
論
的
に
分
化
さ
せ
る
。
こ
の
裁
判
の
過
程
に
君
臨

す
る
裁
判
長
と
検
事
は
、
自
ら
を
阿
呆
た
ち
と
区
別
し
、
自
ら
こ
そ
が
理
性

的
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。

法
廷
お
よ
び
「
阿
呆
」
収
容
所
の
モ
チ
ー
フ
は
、
フ
ー
コ
ー
が
言
う
「
裁

判
所
と
は
別
個
に
、
し
か
も
既
存
の
権
力
機
構
と
な
ら
ん
で
、
決
定
し
、
裁

定
し
、
施
行
す
る
と
こ
ろ
の
、
な
か
ば
司
法
的
な
組
織
」
と
し
て
の
「
一
般

施
療
院
」
を
想
起
さ
せ
る(22

)。
そ
こ
に
お
い
て
、「
狂
人
」
な
る
も
の
は
、
医

学
上
の
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
権
力
を
行
使
し
た
結
果
と
し
て
規
定
さ

れ
る
。
施
療
院
の
長
は
医
者
と
い
う
権
力
者
で
あ
り
、
狂
人
を
収
容
す
る
場

所
は
裁
定
が
執
行
さ
れ
た
対
象
を
収
容
す
る
監
獄
な
の
で
あ
る
。

裁
判
の
挿
話
が
始
ま
る
前
に
、「
中
世
の
専
制
が
装
置
化
さ
れ
る
」（
⚒
）

と
い
う
舞
台
説
明
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
挿
話
の
主
題
は
、
支
配
と
被
支
配

と
の
対
立
を
特
徴
と
す
る
専
制
主
義
に
存
し
て
い
る
。
二
匹
の
蝸
牛
の
裁
判

を
と
お
し
て
具
象
化
さ
れ
る
理
性
の
専
制
は
、
狂
気
と
の
両
義
的
で
境
界
性

が
不
明
確
な
関
係
を
、
法
に
依
拠
し
つ
つ
二
元
論
的
に
分
割
す
る
力
を
持
っ

て
い
る
。
君
臨
す
る
権
威
は
、
権
力
を
も
っ
て
自
ら
の
人
為
性
を
合
理
化
す
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る
。
権
威
に
断
罪
さ
れ
る
者
は
「
阿
呆
」
と
い
う
新
た
な
身
分
を
与
え
ら
れ

た
こ
と
に
伴
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
理
性
的
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
る
。
彼
ら
は

「
寄
港
地
の
目
的
も
な
く
、
た
だ
港
か
ら
港
へ
流
れ
る
監
獄
の
中
に
閉
じ
こ

め
ら
れ
た
ま
ま
」（
⚙
）
捨
て
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
は
、
狂
人
で
あ
る
た
め
に
隔
離
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
隔
離
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
狂
人
に
な
る
の
で
あ
る
。「
影
の
男
」
は

狂
人
と
し
て
「
収
容
所
」
に
隔
離
さ
れ
た
後
、「
阿
呆
」
で
あ
る
オ
ペ
ラ
歌

手
の
歌
に
合
わ
せ
て
、「
ど
う
？
一
緒
に
、
景
気
づ
け
に
阿
呆
オ
ペ
ラ
で
乾

杯
だ
！
」（
⚙
）
と
、
自
分
自
身
も
歌
手
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ

て
い
る
。
ま
た
、
異
端
審
問
所
の
中
庭
で
、「
眠
り
男
」
は
「
肩
の
上
に
、

得
体
の
知
れ
ね
え
水
死
人
を
背
負
っ
て
る
」
と
い
う
妄
想
に
と
り
つ
か
れ
、

そ
の
「
水
死
人
」
が
自
分
の
「
死
ん
だ
親
父
」
や
「
双
児
の
兄
弟
」（
12
）

で
は
な
い
か
と
憶
測
す
る
。
こ
う
し
て
「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
は
隔
離

さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
次
第
に
狂
人
へ
と
一
義
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

次
の
場
面
も
、
法
に
よ
る
狂
気
の
隔
離
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
解
釈

で
き
よ
う
。
貴
婦
人
が
監
禁
さ
れ
て
い
る
「
阿
呆
」
を
見
物
し
に
行
く
途
中
、

「
影
の
男
」
に
声
を
か
け
ら
れ
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。

影
の
男

こ
ん
ば
ん
は
、
ど
ち
ら
へ
？

貴
婦
人

阿
呆
見
物
に
、
よ
。
檻
の
中
の
阿
呆
を
見
物
し
な
が
ら
飲
む

お
酒
は
と
て
も
お
い
し
い
わ
。

影
の
男

そ
れ
は
ま
た
結
構
な
ご
趣
味
で
。

貴
婦
人

と
か
く
阿
呆
の
す
る
こ
と
は
、
滑
ܤ
で
、
ど
こ
と
な
く
ユ
ー

モ
ラ
ス
で
、
あ
た
し
た
ち
を
た
の
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

影
の
男

あ
た
し
た
ち
と
申
し
ま
す
と
？

貴
婦
人

正
常
な
理
性
の
持
主
…
…
い
わ
ば
、
作
法
を
わ
き
ま
え
た
、

常
識
の
持
主
と
で
も
言
お
う
か
し
ら
？
（
と
胸
を
張
る
）
あ
た
し
た

ち
は
、
い
ち
ば
ん
上
等
の
洋
服
を
着
て
、
礼
儀
と
上
品
さ
の
点
で
お

互
い
に
競
い
あ
う
の
で
す
よ
。〔
…
〕

（
13
）

貴
婦
人
は
、
自
ら
が
「
正
常
な
理
性
の
持
主
」、「
常
識
の
持
主
」
で
あ
る

こ
と
を
疑
わ
ず
、
滑
ܤ
な
「
阿
呆
」
た
ち
と
は
違
う
人
間
で
あ
る
と
確
信
し

て
い
る
。「
影
の
男
」
は
、
貴
婦
人
が
言
っ
た
「
あ
た
し
た
ち
」
と
い
う
一

人
称
の
意
味
を
突
き
止
め
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
正
常
な
理
性
の
持
主
」

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、「
阿
呆
」
を
排
除
す
る
こ
の
複
数
形
の
一
人
称

は
、
自
他
の
隔
離
を
強
意
し
て
い
る
。
理
性
の
権
力
機
構
の
一
部
と
し
て
の

「
檻
」
が
、
貴
婦
人
と
「
阿
呆
」
を
別
々
の
領
域
に
隔
離
す
る
の
で
あ
る
。

権
力
に
よ
る
隔
離
と
い
う
主
題
は
、
戯
曲
「
レ
ミ
ン
グ
」（
一
九
七
九
・

五
、
於
東
京
国
際
貿
易
セ
ン
タ
ー
）
に
お
い
て
も
反
復
さ
れ
る
。『
地
下
演

劇
』
誌
上
で
は
「
レ
ミ
ン
グ
」
に
つ
い
て
、「
壁
の
消
失
」
と
題
す
る
座
談

会
が
催
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
雅
士
は
、「
ど
う
せ
人
類
な
ん
て
い
う
の
は
、

仕
切
ら
れ
、
内
面
化
し
、
追
い
つ
め
ら
れ
、
最
後
に
は
全
員
発
狂
し
て
自
滅

す
る
」
と
述
べ
、
過
度
の
「
内
面
化
」、
つ
ま
り
「
仕
切
り
」
が
過
剰
で
あ

る
こ
と
が
人
間
を
「
発
狂
」
さ
せ
つ
つ
あ
る
現
代
の
状
況
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
発
狂
状
態
を
、
寺
山
は
「
進
歩
の
終
焉
」
と
捉
え
な
が
ら
、「
仕

切
る
」
こ
と
を
止
め
る
方
法
を
提
起
す
る
。「
と
も
か
く
、
理
性
と
感
性
、

虚
構
と
現
実
、
歴
史
と
現
在
と
い
っ
た
二
元
論
的
な
と
ら
え
方
は
、
も
う
駄

目
だ
」
と
述
べ
る
寺
山
は
、「
次
に
出
て
く
る
も
の
が
交
換
可
能
と
い
う
こ

と
で
、
貨
幣
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
面
白
い
と
思
う
」
と
語
っ
て
い
る
。

仕
切
ら
れ
、
固
着
さ
れ
た
二
元
論
の
代
わ
り
に
寺
山
が
見
出
す
の
は
、「
貨

幣
」
の
よ
う
な
流
動
的
な
「
交
換
」
の
関
係
で
あ
る
。「
要
す
る
に
お
金
は

道
化
だ
」
と
述
べ
る
寺
山
が
、
二
元
論
的
な
構
造
を
崩
す
「
交
換
」
を
実
現
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す
る
た
め
に
導
入
す
る
の
は
、「
道
化
」
と
い
う
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い(23

)。

山
口
昌
男
は
『
地
下
演
劇
』
の
「
阿
呆
船
」
特
集
に
お
い
て
、「
理
性
知
」

が
「
自
分
の
利
益
に
な
ら
な
い
も
の
は
、
殺
し
て
ゆ
く
」
の
に
対
し
、「
道

化
は
自
分
の
定
義
に
入
ら
な
い
も
の
を
、
ど
ん
ど
ん
取
り
こ
ぼ
し
て
ゆ
く
」

と
述
べ
て
い
る(24

)。「
理
性
」
は
物
事
を
仕
切
っ
て
い
く
の
に
対
し
、「
道
化
」

は
そ
の
仕
切
り
を
無
化
し
て
し
ま
う
。「
理
性
」
が
二
元
論
的
な
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、「
道
化
」
は
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
作
「
阿
呆
船
」
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
道
化
」
の
機
能
を
担
う
存
在
、
仕
切
る
こ
と
を
拒

否
す
る
両
義
的
な
存
在
と
し
て
登
場
し
た
「
眠
り
男
」
と
「
影
の
男
」
は
、

隔
離
を
通
じ
て
狂
気
の
体
現
者
と
し
て
一
義
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
彼
ら
に
対
し
、

「
阿
呆
」
裁
判
を
行
っ
た
裁
判
長
と
検
事
、「
理
性
の
持
主
」
で
あ
る
貴
婦
人

な
ど
の
登
場
人
物
、
ま
た
法
廷
、
収
容
所
、
檻
と
い
う
場
所
が
、「
理
性
」

の
専
制
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
挿
話
を
通
し
て
、
本
作
は

理
性
と
「
阿
呆
」
と
が
二
元
論
的
に
仕
切
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
上
演
す
る
の

で
あ
る
。

五
「
黒
衣
」
の
不
在

劇
中
、
理
性
の
専
制
の
真
相
を
知
る
存
在
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、「
黒

衣
」
で
あ
る
。
実
は
本
作
の
登
場
人
物
の
う
ち
、
主
役
と
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト

さ
れ
て
い
る
の
は
「
黒
衣
」
で
あ
る
。「
黒
衣
」
は
こ
の
専
制
が
現
実
化
さ

れ
る
環
境
を
超
越
的
な
立
場
に
立
っ
て
作
り
出
し
、
専
制
の
内
に
い
る
登
場

人
物
を
操
る
人
形
遣
い
で
あ
る
。「
黒
衣
」
は
物
語
が
展
開
さ
れ
る
環
境
を

変
化
さ
せ
、
他
の
人
物
を
登
場
さ
せ
る
。

〔
ト
書
き
〕
暗
黒
の
裁
判
長
の
塔
の
上
に
、
マ
ン
ト
を
ひ
る
が
え
し
て

立
つ
黒
衣
の
女
首
領
。
マ
ッ
チ
を
一
擦
り
す
る
と
、
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
の

黒
衣
た
ち
。
と
ん
ぼ
を
切
っ
て
空
地
に
躍
り
こ
ん
で
く
る
。〔
…
〕
黒

衣
た
ち
、
見
え
な
い
糸
を
た
ぐ
り
よ
せ
て
、
舞
台
を
一
変
さ
せ
る
。

〔
…
〕

（
⚒
）

〔
ト
書
き
〕
合
唱
が
は
じ
ま
る
と
、
黒
衣
に
あ
や
つ
ら
れ
た
「
時
の
囚

人
」
た
ち
が
、
五
メ
ー
ト
ル
四
方
の
中
世
の
小
都
市
を
は
こ
ん
で
く
る
。

す
べ
て
が
と
と
の
っ
た
と
こ
ろ
で
、
黒
衣
は
四
人
の
人
物
を
、
あ
や
つ

り
招
く
。
か
つ
ら
を
つ
け
た
裁
判
官
。
裁
判
長
、
検
事
、
弁
護
人
、
被

告
人
入
っ
て
き
て
、
着
席
す
る
。〔
…
〕

（
⚒
）

〔
ト
書
き
〕
一
人
の
黒
衣
あ
ら
わ
れ
て
、
中
世
の
小
都
市
の
50
セ
ン
チ

四
方
の
板
畳
を
あ
け
て
、
地
下
か
ら
見
え
な
い
糸
で
、
人
物
を
釣
り
あ

げ
る
。〔
…
〕

（
⚓
）

こ
れ
ら
の
ト
書
き
が
語
る
よ
う
に
、「
黒
衣
」
は
「
見
え
な
い
糸
」
を
た

ぐ
っ
て
舞
台
を
転
換
し
、
人
物
を
操
作
し
て
い
る
。「
見
え
な
い
糸
」
の
存

在
を
全
く
知
ら
な
い
他
の
人
物
と
違
い
、「
黒
衣
」
は
そ
の
糸
を
用
い
て
、

妄
想
す
る
「
眠
り
男
」
を
操
る
。

〔
ト
書
き
〕
催
眠
術
に
か
か
っ
た
よ
う
に
、
泳
ぐ
し
ぐ
さ
を
し
は
じ
め

る
眠
り
男
、
黒
衣
に
あ
や
つ
ら
れ
て
、
立
っ
た
ま
ま
い
び
き
を
か
き
は

じ
め
、
バ
タ
リ
と
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
眠
り
は
じ
め
る
。〔
…
〕
（
12
）

ま
た
、「
黒
衣
」
は
家
に
帰
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
「
眠
り
男
」
に

家
出
を
す
す
め
、
彼
を
操
る
。

黒
衣

出
か
け
ま
し
ょ
う
か
？

と
見
え
な
い
糸
を
た
ぐ
る
と
、
た
ち
ま
ち
、
眠
り
男
は
人
形
の
よ
う
に

た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
る
。

黒
衣

眠
り
と
目
ざ
め
の
波
打
際
を
通
っ
て
、
あ
な
た
の
今
、
一
ば
ん

見
た
い
も
の
を
見
る
た
め
に
、
て
の
ひ
ら
の
地
図
を
裏
返
し
て
頂
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戴
！

（
15
）

「
黒
衣
」
は
、
裁
判
長
ら
を
招
い
て
法
廷
の
な
か
に
配
置
し
た
り
、「
眠
り

男
」
を
目
覚
め
か
ら
眠
り
の
状
態
に
陥
ら
せ
た
り
、「
眠
り
男
」
に
家
に
帰

り
た
い
と
い
う
自
己
意
志
に
反
す
る
行
動
を
さ
せ
た
り
す
る
。
登
場
人
物
の

意
志
を
無
効
に
し
、
従
属
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
「
黒
衣
」
は
、
他
の
人

物
の
間
に
展
開
さ
れ
る
物
語
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
ず
、
彼
ら
を
内
包
す
る

理
性
の
専
制
と
い
う
物
語
を
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
俯
瞰
す
る
。
本
作
は
こ
の

存
在
を
舞
台
上
に
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
劇
中
の
人
形
劇
」
と
い
う

入
れ
子
式
の
二
重
劇
の
仕
組
み
を
備
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
黒
衣
」
は
、「
阿
呆
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
「
眠
り
男
」

に
、「
阿
呆
」
の
概
念
の
起
源
に
つ
い
て
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
。「
眠
り

男
」
が
収
容
所
か
ら
逃
走
す
る
場
面
で
あ
る
。

黒
衣

阿
呆
も
狂
気
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
は
一
度

も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
を
捉
え
て
い
る
歴
史
上
の
総
体
ᴷ
ᴷ
さ
ま
ざ

ま
の
概
念
、
さ
ま
ざ
ま
の
制
度
、
法
治
と
治
安
上
の
処
置
に
よ
っ
て

作
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

（
15
）

「
黒
衣
」
は
、「
阿
呆
」
や
「
狂
気
」
を
作
り
あ
げ
た
「
さ
ま
ざ
ま
の
制

度
」
に
直
接
関
わ
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
観
察
し
て
い
る
。

「
黒
衣
」
は
歴
史
の
傍
観
者
、
つ
ま
り
寺
山
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
構
造
主

義
者
の
よ
う
な
超
越
的
な
視
点
を
担
っ
て
い
る
。「
眠
り
男
」
は
「
黒
衣
」

の
話
を
聞
こ
う
と
も
せ
ず
、「
あ
あ
、
頼
む
。
俺
は
、
家
へ
帰
り
た
い
だ
け

な
ん
だ
」
と
言
っ
て
家
路
に
つ
く
。
日
常
生
活
へ
と
逃
避
し
よ
う
と
す
る

「
眠
り
男
」
を
、「
黒
衣
」
は
「
め
く
ら
男
」
と
呼
び
、
そ
の
身
分
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
告
知
す
る
。

黒
衣
〔
…
〕
こ
こ
は
、
た
っ
た
今
、
暗
黒
の
中
世
へ
逆
戻
り
し
た
ば

か
り
。
そ
し
て
、
あ
な
た
は
迷
い
こ
ん
で
き
た
、
ば
ち
が
い
の
め
く

ら
男
な
の
で
す
。
十
二
世
紀
の
末
に
、
必
死
で
逃
げ
よ
う
と
す
る
阿

呆
の
男
が
、
じ
ぶ
ん
の
幻
と
自
分
の
恐
怖
の
う
な
り
声
を
文
字
に
引

き
写
し
て
書
い
た
阿
呆
船
ᴷ
ᴷ
あ
な
た
は
、
あ
な
た
自
身
を
目
に
見

え
ぬ
も
の
、
と
名
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
正
体
不
明
の
顔
な
し
男
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

眠
り
男

そ
ん
な
、
む
ず
か
し
い
こ
と
は
言
わ
な
い
で
く
れ
。
俺
は
、

じ
ぶ
ん
に
わ
か
る
こ
と
だ
け
で
沢
山
だ
。

（
15
）

「
黒
衣
」
は
「
眠
り
男
」
が
「
阿
呆
の
男
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
告
し
、
そ

の
来
歴
を
教
え
て
い
る
。「
黒
衣
」
に
よ
れ
ば
、「
眠
り
男
」
は
自
分
自
身
の

存
在
を
「
目
に
見
え
ぬ
も
の
」
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
正
体
不
明
の
顔

な
し
男
」
に
な
り
、「
阿
呆
」
で
あ
る
自
分
に
つ
い
て
の
歴
史
を
消
去
し
た

と
い
う
。「
黒
衣
」
の
こ
の
セ
リ
フ
は
『
狂
気
の
歴
史
』
の
「
序
言
」
を
引

用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
狂
気
に
関
す
る
歴
史

は
「
空
白
」、「
空
し
さ
」
あ
る
い
は
「
無
」
に
帰
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
一
つ
の

「
沈
黙
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

そ
し
て
沈
黙
が
こ
の
ざ
わ
め
き
の
大
空
間
を
、
自
分
の
天
職
と
し
て
、

自
分
の
真
理
と
し
て
見
張
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
は
、
お
ま

え
が
か
つ
て
そ
う
だ
っ
た
あ
の
城
を
砂
漠
、
あ
の
声
を
夜
、
お
ま
え
の

顔
を
目
に
見
え
ぬ
も
の
と
名
づ
け
よ
う
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

正
体
不
明
な
領
域
の
曖
昧
さ(25

)。

「
沈
黙
」
は
、
狂
気
に
関
す
る
歴
史
を
「
目
に
見
え
ぬ
も
の
と
名
づ
け
よ

う
」
と
し
、
そ
れ
を
「
正
体
不
明
な
領
域
」
の
な
か
に
不
明
の
ま
ま
に
引
き

留
め
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、「
狂
気
に
か
ん
す
る
知
の
あ
ら
ゆ
る
把
握

を
最
初
か
ら
否
認
し
て
い
る
人
」
に
は
、
狂
気
は
、「
目
に
見
え
ぬ
営
み
」
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＝
「
営
み
の
不
在

ア
プ
サ
ン
ス
・
ド
ウ
ヴ
ル

」
の
な
か
に
し
か
な
い(26

)。「
眠
り
男
」
に
は
、
自
分
に
関

す
る
歴
史
が
見
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、「
黒
衣
」
は
人
形
で
あ
る
「
眠
り

男
」
の
歴
史
の
外
、「
阿
呆
」
裁
判
が
行
わ
れ
る
専
制
の
外
に
立
つ
か
の
よ

う
に
、
す
べ
て
の
状
況
が
見
え
る
。

し
か
し
本
作
の
最
大
の
ド
ラ
マ
は
、
最
後
に
「
黒
衣
」
が
そ
の
超
越
的
な

立
場
を
否
認
す
る
と
こ
ろ
に
も
た
ら
さ
れ
る
。「
黒
衣
」
は
衣
裳
を
脱
ぎ
捨

て
、
女
優
に
変
身
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、「
人
は
誰
で
も
他
人
の
黒

衣
。
操
っ
て
る
と
思
っ
て
も
、
操
ら
れ
て
い
る
」（
16
）
と
彼
女
は
語
る
。

こ
う
し
て
、「
眠
り
男
」
ら
他
の
登
場
人
物
の
内
在
す
る
世
界
を
超
越
し
て

い
る
か
に
見
え
た
「
黒
衣
」
が
、
実
は
超
越
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
る
。「
人
形
遣
い
」
で
あ
る
は
ず
の
「
黒
衣
」
は
、
自
分
が
実
は

ほ
か
の
人
物
と
同
じ
次
元
に
立
っ
て
、
同
じ
く
理
性
の
専
制
の
な
か
に
内
包

さ
れ
て
い
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
告
白
す
る
。
超
越
者
と
し
て
の
「
黒

衣
」
は
、
実
は
不
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
作
は
歴
史
の
外
へ
と
出
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
、
劇
場
の
構
造
を
通
し

て
も
表
現
し
て
い
る
。
人
形
遣
い
の
「
黒
衣
」
か
ら
す
れ
ば
、
人
形
の
「
眠

り
男
」
た
ち
の
世
界
は
「
虚
構
」
で
あ
る
。
同
じ
く
、「
阿
呆
船
」
の
舞
台

を
見
て
い
る
観
客
か
ら
す
れ
ば
、「
黒
衣
」
を
含
め
て
上
演
さ
れ
る
舞
台
劇

は
「
虚
構
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
黒
衣
」
が
他
の
登
場
人
物
を
俯
瞰
し

て
い
る
よ
う
に
、
観
客
は
上
演
中
の
舞
台
劇
を
俯
瞰
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
終
幕
に
お
い
て
、
劇
が
公
演
さ
れ
る
劇
場
そ
の
も
の
が
阿
呆
船
の

船
体
と
な
る
。「
観
客
の
す
べ
て
も
乗
組
員
と
し
て
な
が
ら
今
、
阿
呆
船
が

出
帆
し
て
ゆ
く
」（
17
）
の
で
あ
る
。
劇
の
外
部
に
い
る
は
ず
の
観
客
は
、

こ
こ
で
劇
の
内
部
に
巻
き
込
ま
れ
、
劇
の
な
か
に
内
包
さ
れ
る
。
こ
う
し
て

本
作
が
演
じ
ら
れ
る
劇
場
で
は
、
観
客
席
は
観
客
席
で
な
く
な
り
、
劇
の
外

か
ら
劇
を
俯
瞰
す
る
観
客
の
視
点
は
消
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

台
本
の
冒
頭
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
阿
呆
船
」
の
創
作
ノ
ー
ト
に
は
、

「
中
世
の
年
代
記
作
者
、
神
学
者
、
異
端
審
問
官
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
連
合

赤
軍
派
の
学
生
活
動
家
た
ち
を
裁
く
」
と
い
う
記
述
が
読
ま
れ
る
。
寺
山
は

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
日
常
と
対
立
し
、
そ
れ
に
「
異
化
の
効
果
」
を
与
え
る

も
の
と
し
て
連
合
赤
軍
の
活
動
を
捉
え
て
い
た(27

)。
ま
た
「
阿
呆
船
」
は
初
演

の
翌
月
、
政
情
の
不
安
定
な
イ
ラ
ン
に
お
い
て
公
演
さ
れ
た(28

)。
作
品
ノ
ー
ト

に
は
、「
す
で
に
四
面
の
国
々
が
社
会
主
義
化
し
、
最
後
の
王
国
と
し
て
残

さ
れ
た
イ
ラ
ン
に
は
、
政
治
危
機
が
お
よ
ん
で
」
お
り
、「
テ
ロ
事
件
が
相

次
」
い
で
い
る
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
る
。「
阿
呆
船
」
制
作
の
背
景
に

は
、
人
間
の
理
性
が
作
り
あ
げ
た
「
主
義
」
が
社
会
を
分
断
し
て
い
る
同
時

代
へ
の
批
判
意
識
が
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
理
性
批
判
を
主
題
と
す
る
「
阿
呆
船
」
が
、
そ
の
人

物
の
設
定
、
台
詞
、
劇
場
の
構
造
を
通
し
て
示
し
て
い
る
の
は
、
理
性
の
専

制
の
外
に
脱
出
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
最
後
に
「
阿

呆
」
が
合
唱
す
る
「
天
下
国
家
を

く
つ
が
え
す
」
と
い
う
歌
詞
に
は
、
既

成
の
社
会
秩
序
と
し
て
の
国
家
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
扇
動
が
、
ま
た
「
万

の
書
物
に
火
を
放
て
」
と
い
う
歌
詞
に
は
、
既
成
の
定
説
を
滅
ぼ
そ
う
と
す

る
挑
発
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
制
度
と
定
説
を
転
覆
し
、
滅
却
し
よ

う
と
す
る
こ
れ
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
実
際
に
は
行
動
に
は
移
さ
れ
な
い
。

「
阿
呆
」
た
ち
の
革
命
は
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
幻

想
の
ま
ま
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
本
作
は
、
寺
山
が
言
う
「
演
劇
の
不
毛

性
」
ᴷ
ᴷ
「
理
性
の
不
毛
性
」
あ
る
い
は
「
言
葉
の
不
毛
性
」
と
言
い
変
え
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て
も
よ
い
が
ᴷ
ᴷ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

言
葉
に
依
拠
し
な
い
演
劇
の
可
能
性
が
探
ら
れ
る
。
し
か
し
、
言
葉
に
依
存

す
る
「
阿
呆
」
た
ち
の
結
末
は
、「
演
劇
の
不
毛
性
」
を
乗
り
越
え
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
不
毛
性
」
そ
の
も
の
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

寺
山
は
、「
歴
史
は
も
っ
と
も
演
劇
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
歴

史
的
事
件
は
、
す
べ
て
演
劇
的
で
し
か
な
か
っ
た
」
と
、
繰
り
返
し
歴
史
を

演
劇
に
た
と
え
た(29

)。
劇
が
す
べ
て
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

よ
う
に
、
歴
史
も
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
作
に
お
い

て
、
歴
史
を
俯
瞰
し
て
い
る
超
越
的
な
存
在
と
し
て
の
「
黒
衣
」
は
実
は
不

在
で
あ
り
、
劇
を
俯
瞰
し
て
い
る
観
客
も
不
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、

六
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
が
言
う
「
主
体
」
や
「
真
理
」
の
消
滅
し
た
「
外
」

な
る
空
間
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

『
狂
気
の
歴
史
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
本
作
は
、「
外
の
思
考
」
を
肯
定
し
た

本
書
よ
り
も
む
し
ろ
七
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
に
接
近
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

「
阿
呆
船
」
を
含
む
「
密
室
三
部
作
」
に
共
通
す
る
の
は
、「
幻
想
」
の
問

題
で
あ
る
。
寺
山
は
『
家
出
の
す
す
め
』
に
お
い
て
、
眠
る
こ
と
と
醒
め
る

こ
と
と
の
関
係
か
ら
「
制
度
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
制
度
の
転
換
は
、

「
一
つ
の
眠
り
か
ら
醒
め
よ
う
と
し
て
、
ま
た
べ
つ
の
眠
り
の
な
か
に
落
ち

こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い(30

)。
寺
山
に
よ
れ
ば
、
人

は
一
つ
の
制
度
を
否
定
し
、
そ
こ
か
ら
「
家
出
」
し
て
も
、「
一
つ
の
眠
り
」

か
ら
「
べ
つ
の
眠
り
」
に
落
ち
込
む
よ
う
に
、
ま
た
別
の
制
度
に
入
り
込
ん

で
し
ま
う
。
寺
山
は
、
制
度
の
欺
瞞
を
疑
い
な
が
ら
、
人
が
制
度
つ
ま
り
は

「
幻
想
」
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
、
必
ず
し
も
信
じ
て
は
い
な

か
っ
た
。

同
じ
よ
う
な
観
点
を
、『
地
下
演
劇
』
の
初
期
編
集
に
加
わ
っ
た
芥
正
彦

も
共
有
し
て
い
る
。
芥
は
、
全
共
闘
運
動
が
巻
き
起
こ
し
た
も
の
を
「
共
同

幻
想
」
と
捉
え
、「
全
共
闘
に
し
て
も
宗
教
の
枠
か
ら
出
て
な
い
」
と
述
べ

て
い
る(31

)。
芥
に
よ
れ
ば
、
全
共
闘
が
覆
そ
う
と
し
た
体
制
も
全
共
闘
自
体
も

「
幻
想
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
点
で
は
等
価
な
の
で
あ
る
。
芥
の
い
わ
ゆ
る

「
共
同
幻
想
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
吉
本
隆
明
の
『
共
同
幻
想
論
』（
河
出

書
房
新
社
、
一
九
六
八
・
一
二
）
に
基
づ
く
。
岸
田
秀
は
「
国
家
論
」
に
お

い
て
本
書
を
踏
ま
え
つ
つ
、
狂
気
な
る
も
の
を
、
共
同
幻
想
に
吸
収
さ
れ
な

い
自
閉
的
な
個
人
幻
想
と
し
て
把
握
し
て
い
る(32

)。
東
由
多
加
は
、
寺
山
の
作

劇
法
が
岸
田
の
こ
の
幻
想
論
に
「
極
似
」
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
寺
山
演
劇

が
「
我
々
が
現
実
だ
と
認
識
し
て
い
る
世
界
は
、
た
だ
単
に
意
味
づ
け
ら
れ

た
幻
想
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り

「
共
同
幻
想
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
私
的
幻
想
の
解
放
を
く
り
か
え
し
語
り

つ
づ
け
て
い
る
」
こ
と
に
注
目
を
促
し
て
い
る(33

)。

寺
山
が
創
作
に
関
わ
っ
た
演
劇
作
品
群
に
一
貫
し
て
潜
在
す
る
、
幻
想
か

ら
の
解
放
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
寺
山
が
繰
り
返
し
説
い
た
「
戯
曲
の
文
学
ば

な
れ
」
と
い
う
問
題
意
識
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。「
毛
皮
の
マ
リ
ー
」（
一

九
六
七
）
以
降
、「「
い
わ
ゆ
る
祝
祭
的
人
間
」
ば
か
り
を
集
め
て
、
カ
ー
ニ

バ
ル
を
演
出
す
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
て
、「
台
本
」
の
重
要
性
は
二
の

次
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
寺
山
は
、
天
井
桟
敷
の
初
期
作
品
「
青
森
県
の

せ
む
し
男
」（
一
九
六
七
）
や
「
大
山
デ
ブ
コ
の
犯
罪
」（
一
九
六
七
）
を

「
見
世
物
」
と
銘
打
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
戯
曲
の
言
葉
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

る
ス
ト
ー
リ
ー
よ
り
も
俳
優
の
肉
体
そ
の
も
の
を
舞
台
に
示
現
さ
せ
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
寺
山
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
「「
孤
立
し
た
個
の
内

部
へ
の
退
行
」
を
こ
ば
ん
で
、
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
舞
台
監
督
へ
と
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転
身
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
」
が
あ
る
。
寺
山
が
「
戯
曲
の
文
学
ば
な
れ
」

を
試
み
た
の
は
「
個
の
内
部
」
つ
ま
り
は
「
幻
想
」
へ
の
退
行
を
拒
否
す
る

た
め
で
あ
っ
た(34

)。
寺
山
の
言
う
「
戯
曲
の
文
学
ば
な
れ
」
と
は
、
作
品
が
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
戯
曲
か
ら
離
れ
、
俳
優
の
肉
体
を
通
し
て
舞
台
上

の
演
劇
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

七
〇
年
代
に
入
る
と
、「
人
力
飛
行
機
ソ
ロ
モ
ン
」（
一
九
七
〇
）、「
邪
宗

門
」（
一
九
七
一
）、「
地
球
空
洞
説
」（
一
九
七
三
）、「
ノ
ッ
ク
」（
一
九
七

五
）
な
ど
、
野
外
劇
や
市
街
劇
が
上
演
さ
れ
る
。「
娼
婦
・
運
動
家
・
人

妻
・
保
険
外
交
員
・
犯
罪
歴
者
・
ボ
ク
サ
ー
・
建
築
家
・
美
少
女
・
変
装

狂
・
学
生
・
労
働
者
・
猫
・
過
去
不
問
」
と
い
う
俳
優
募
集
の
宣
伝
文
が
物

語
る
よ
う
に(35

)、
そ
こ
で
は
一
般
観
客
と
演
者
と
が
同
一
視
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
作
品
が
市
街
を
ま
る
ご
と
劇
場
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
起
し
た
の
は
、

「
現
実
」
も
一
つ
の
「
虚
構
」
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
作
品
は

日
常
生
活
ま
で
を
も
虚
構
と
捉
え
、
舞
台
か
ら
は
な
れ
て
市
街
に
お
い
て
上

演
さ
れ
た
。

市
街
劇
の
時
期
に
次
ぐ
「
密
室
三
部
作
」
で
は
、
上
演
の
場
所
は
開
か
れ

た
空
間
で
あ
る
野
外
や
市
街
か
ら
密
室
に
移
る
。「
盲
人
書
簡
」
に
お
い
て

は
、
迷
路
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
に
入
り
込
む
観
客
が
何
も
見
え
な
い
暗
闇
の

中
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
。「
疫
病
流
行
記
」
の
場
合
、
観
客
席
も
舞
台
も

黒
幕
に
よ
っ
て
小
さ
な
空
間
に
分
断
さ
れ
、
そ
の
海
外
公
演
版
で
は
釘
打
ち

の
音
が
台
詞
に
取
っ
て
替
わ
る
こ
と
で
言
葉
を
捨
て
る
。「
阿
呆
船
」
お
い

て
は
、
巨
大
な
船
体
が
観
客
席
を
含
む
劇
場
全
体
を
包
摂
し
、
現
実
生
活
に

通
用
す
る
理
性
に
ま
で
疑
い
を
突
き
付
け
る
。
三
部
作
で
は
外
部
な
き
「
密

室
」
を
通
し
て
、
人
間
社
会
に
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
る
が
意
識
さ
れ
て
は

い
な
い
「
幻
想
」
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。

三
部
作
に
お
い
て
、「
幻
想
」
の
語
義
は
拡
散
し
、
個
人
の
想
像
か
ら
、

人
間
理
性
に
基
づ
く
言
葉
の
全
体
ま
で
を
も
含
み
こ
む
よ
う
に
な
る
。
な
か

で
も
「
阿
呆
船
」
で
は
、「
幻
想
」
と
し
て
の
理
性
か
ら
離
れ
る
可
能
性
が

模
索
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
学
、
言
葉
、
理
性
と
い
う
「
幻
想
」
か
ら
離
れ

た
と
き
、
演
劇
は
ど
こ
に
立
脚
す
れ
ば
よ
い
の
か
。「
阿
呆
船
」
は
こ
の
苦

境
に
臨
み
、「
幻
想
」
に
よ
る
抑
圧
か
ら
の
解
放
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
打
ち
出
し
た
演
劇
作
品
な
の
で
あ
る
。

＊
寺
山
修
司
作
（
岸
田
理
生
台
本
協
力
）
の
戯
曲
「
阿
呆
船
」、
及
び
作
品
ノ
ー
ト

か
ら
の
引
用
は
、『
寺
山
修
司
の
戯
曲
⚕
』（
思
潮
社
、
一
九
八
六
・
七
）
に
拠
る
。

〔

〕
内
は
引
用
者
の
補
足
を
示
す
。

注（
⚑
）
寺
山
修
司
（
演
出
）
×
岸
田
理
生
（
台
本
協
力
）
×
小
竹
信
節
（
美
術
）

×
浅
井
隆
（
舞
監
）
×
Ṥ
口
隆
之
（
演
出
助
手
）
×
森
崎
偏
陸
（
音
響
）「
阿

呆
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
」、『
地
下
演
劇
』
第
一
一
号
、
一
九
七
七
・
五
・

五

（
⚒
）
寺
山
修
司
「
シ
ラ
ー
ズ
、
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
芸
術
祭
に
参
加
し
て
」、『
朝
日

新
聞
』
一
九
七
六
・
九
・
二
四
→
『
天
井
桟
敷
『
阿
呆
船
』』
株
式
会
社
ブ

ル
ー
ス
・
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
ズ
、
初
版
一
九
九
八
・
一
二
、
二
版
二
〇

〇
五
・
七

（
⚓
）
座
談
「
阿
呆
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
」、
前
掲

（
⚔
）
斉
藤
正
治
「
暗
黒
と
虚
構
の
重
層
の
な
か
で
ᴷ
ᴷ
『
盲
人
書
簡
』
の
提
出

し
た
も
の
」、『
新
劇
』
一
九
七
四
・
四

（
⚕
）
清
水
義
和
「
デ
ィ
ド
ロ
の
『
盲
人
書
簡
』
と
寺
山
修
司
の
『
盲
目
書
簡
』

に
於
け
る
闇
の
世
界
」、『
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要
』、
二
〇
一
〇
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（
⚖
）
無
記
名
「
異
色
の
舞
台
装
置
、
痛
烈
な
風
刺
ᴷ
ᴷ
天
井
桟
敷
「
阿
呆
船
」

に
見
ご
た
え
が
ᴷ
」、『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
七
六
・
八
・
四

（
⚗
）
ブ
ラ
ン
ト
『
阿
呆
船
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
八
・
八
、
一
三
頁

（
⚘
）
尾
崎
盛
景
「
解
説
」、『
阿
呆
船
』、
前
掲
、
二
四
四
～
二
四
五
頁

（
⚙
）
拙
稿
「
雑
誌
『
地
下
演
劇
』（
一
九
六
九
～
一
九
七
九
）
総
目
次
・
執
筆
者

一
覧
」（『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
二
〇
一
九
・
三
）
参
照

（
10
）
無
記
名
「
言
葉
」、『
地
下
演
劇
』
扉
頁
、
第
一
号
、
一
九
六
九
・
五

（
11
）
寺
山
修
司
×
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
犯
罪
と
し
て
の
知
識
」、『
情
况
』

一
九
七
六
・
四
→
『
⚗̓
⚐
ｓ
寺
山
修
司
』
世
界
書
院
、
二
〇
〇
四
・
一

（
12
）
『
寺
山
修
司
の
戯
曲
⚕
』
思
潮
社
、
一
九
八
六
・
七
、
三
三
六
頁

（
13
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史
』
田
村
俶
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七

五
・
二
、
七
頁

（
14
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史
』、
前
掲
、
三
〇
頁

（
15
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史
』、
前
掲
、
四
八
～
四
九
頁

（
16
）
こ
の
よ
う
な
フ
ー
コ
ー
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
柴
田
秀
樹
「
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
の
文
学
論
と
真
理
の
問
題
ᴷ
小
説
か
ら
演
劇
へ
ᴷ
」（『
関
西
フ
ラ

ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
』、
二
〇
一
五
）
を
参
照
。

（
17
）
寺
山
修
司
×
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
犯
罪
と
し
て
の
知
識
」、
前
掲

（
18
）
座
談
「
阿
呆
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
」、
前
掲

（
19
）
山
口
昌
男
「
ア
ル
レ
ッ
キ
ー
ノ
と
ヘ
ル
メ
ス
」、『
文
学
』
一
九
六
九
・
三

→
『
道
化
の
民
俗
学
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
・
二

（
20
）
大
江
健
三
郎
「
道
化
＝
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」、『
新
し
い
文
学
の
た
め
に
』

岩
波
新
書
、
一
九
八
八
・
一
、
一
三
七
頁

（
21
）
山
口
昌
男
「
解
説
」、
ポ
ー
ル
・
ラ
デ
ィ
ン
『
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
』
晶
文
社
、

一
九
七
四
・
九
→
大
江
健
三
郎
「
道
化
＝
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」、
前
掲
、
一
三

九
頁

（
22
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史
』、
前
掲
、
六
九
頁

（
23
）
寺
山
修
司
×
三
浦
雅
士
×
岸
田
理
生
×
高
取
英
×
浅
井
隆
×
松
尾
憙
澄

「
壁
の
消
失
」、『
地
下
演
劇
』
第
一
四
号
、
一
九
七
九
・
一
〇
・
二
〇

（
24
）
山
口
昌
男
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
阿
呆
の
考
古
学
」、『
地
下
演
劇
』
第
一
一
号
、

一
九
七
七
・
五
・
五

（
25
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史
』、
前
掲
、
一
一
頁

（
26
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史
』、
前
掲
、
一
〇
頁

（
27
）
寺
山
修
司
×
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
犯
罪
と
し
て
の
知
識
」、
前
掲

（
28
）
三
沢
市
寺
山
修
司
記
念
館
に
は
、「
阿
呆
船
」
イ
ラ
ン
公
演
の
記
事
・
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
寺
山
修
司
×
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
犯
罪
と
し
て
の
知
識
」、
前
掲

（
30
）
寺
山
修
司
「
家
出
論
」、『
家
出
の
す
す
め
』
角
川
文
庫
、
一
九
七
二
・
三
、

七
四
頁

（
31
）
斎
藤
偕
子
（
司
会
）
×
和
田
勉
×
高
松
次
郎
×
菅
孝
行
×
芥
正
彦
×
東
由

多
加
×
最
首
悟
「
演
出
と
戦
略
」（
再
現
編
成
：
熊
谷
博
道
）、『
地
下
演
劇
』

第
二
号
、
一
九
七
〇
・
二
・
一

（
32
）
岸
田
秀
「
国
家
論
」、『
現
代
思
想
』
一
九
七
五
・
六
→
『
も
の
ぐ
さ
精
神

分
析
』
青
土
社
、
一
九
七
七
・
一

（
33
）
東
由
多
加
「
寺
山
修
司
論
」、『
国
文
学
：
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
〇
・
八

（
34
）
寺
山
修
司
『
戯
曲

毛
皮
の
マ
リ
ー
・
血
は
立
っ
た
ま
ま
眠
っ
て
い
る
』

自
作
解
説
、
角
川
文
庫
、
一
九
七
六
・
一

（
35
）
『
天
井
桟
敷
新
聞
』
第
一
三
号
、
一
九
七
三
・
三
・
三
〇

［
付
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
度
神
戸
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
部
会
（
二
〇
一

七
・
八
・
二
〇
、
於
神
戸
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
寺
山
修
司
戯
曲

「
阿
呆
船
」
論
ᴷ
ᴷ
「
理
性
」
を
め
ぐ
っ
て
」
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
す
。

席
上
で
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
り
ゅ
う

む
じ
ょ
／
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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