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１

　

『
壁
』（

（
１
）

に
収
録
さ
れ
た
作
品
は
す
べ
て
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
を
題
材
と
し

て
い
る
。
安
部
公
房
が
描
く
の
は
〈
人
類
〉
が
突
然
〈
異
物
〉
へ
変
貌
し
、

世
間
か
ら
排
除
対
象
に
さ
れ
る
悲
劇
で
あ
る
。
悲
劇
？
―
は
た
し
て
、
そ
う

呼
ん
で
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
は

出
発
す
る
。

　

公
房
の
主
人
公
た
ち
の
多
く
は
、
突
然
お
か
し
な
も
の
に
変
身
す
る
。
そ

し
て
、
変
形
し
て
ゆ
く
彼
ら
を
〈
人
類
〉
は
容
赦
な
く
現
実
か
ら
叩
き
出
す
。

〈
人
類
〉
は
、
保
守
的
で
排
他
的
な
被
害
者
意
識
の
塊
と
し
て
描
か
れ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
〈
異
物
〉
に
変
身
す
る
主
人
公
た
ち
も
、
彼
ら
に
怯
え

る
〈
人
類
〉
も
、
そ
の
様
子
は
悲
劇
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
コ
ミ
カ
ル
で
、

作
品
を
明
る
く
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
る
印
象
が
強
い
。

　

『
壁
』
初
出
版
の
あ
と
が
き
に
お
い
て
公
房
は
「
壁
が
い
か
に
人
間
を
絶

望
さ
せ
る
か
と
い
う
よ
り
、
壁
が
い
か
に
人
間
の
精
神
の
よ
き
運
動
と
な
り
、

人
間
を
健
康
な
笑
い
に
さ
そ
う
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
が
目
的
で
し
た
。
」

と
記
し
て
い
る（

（
２
）

。
こ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
単
な
る
悲
劇
を
描
い
た
の
で
は
な

い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
佐
々
木
基
一
に
よ
る
『
壁
』
の
解
説
に

は
、
カ
フ
カ
の
文
学
と
比
較
し
な
が
ら
『
壁
』
の
「
明
る
さ
」
に
つ
い
て
述

べ
た
部
分
が
あ
る（

（
３
）

。

　

一
見
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
安
部
公
房
と
カ
フ
カ
の
作
品
と
の
、

軽
重
お
よ
び
明
暗
の
相
違
で
あ
る
。
一
口
で
言
え
ば
、
カ
フ
カ
に
く
ら

べ
て
安
部
公
房
の
作
品
は
、
は
る
か
に
軽
く
、
は
る
か
に
明
る
い
印
象

を
与
え
る
。
（
中
略
）
そ
し
て
、こ
の
一
瞥
の
印
象
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、

こ
の
印
象
の
よ
っ
て
く
る
源
を
奥
深
く
ま
さ
ぐ
っ
て
行
く
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
存
在
権
を
失
っ
た
世
界
に
た
い
す
る
作
者
自
身
の

態
度
の
と
り
方
の
相
違
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
安
部
公
房
に
お
け
る
軽
み
な
い
し
明
る
さ
は
、
彼
の
主
人
公
が
、

現
実
世
界
で
の
存
在
権
の
喪
失
を
、
さ
ほ
ど
深
刻
に
は
悩
ん
で
い
な
い

こ
と
、
失
わ
れ
た
も
の
に
た
い
す
る
郷
愁
を
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
感
じ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。

　

佐
々
木
基
一
の
発
言
を
具
体
的
に
検
証
す
る
と
、
カ
フ
カ
の
『
審
判
』
と

「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」と
の
比
較
研
究
に
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
壁
』
に
収
録
さ
れ
た
短
編
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
『
審
判
』
は
ス
ト
ー

安
部
公
房
『
壁
』
論

佐　

藤　

早
希
子
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リ
ー
や
登
場
人
物
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
内
容
を
比
較
し
た

先
行
研
究
が
多
い
。
こ
の
二
作
に
は
、
理
不
尽
な
裁
判
に
よ
る
現
実
か
ら
の

脱
落
と
い
う
共
通
点
と
、
主
人
公
が
そ
の
状
況
に
絶
望
し
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
相
違
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
山
中
博
心
は
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
に
は
戻

る
べ
き
本
来
的
自
己
、
即
ち
あ
る
べ
き
自
己
が
欠
落
し
て
い
る
」
と
し
て
「
自

己
の
分
離
を
深
刻
に
悩
ん
で
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
」
と
述
べ（

（
４
）

、
有
村
隆

広
は
カ
フ
カ
の
文
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
二
元
論
、
す
な
わ
ち
「
希
望
」
か

「
絶
望
」
と
い
う
二
択
に
支
配
さ
れ
た
思
考
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
房

の
文
学
は
「
絶
望
も
希
望
も
な
い
」「
東
洋
的
な
一
元
論
の
世
界
に
位
置
し
て
」

お
り
、
救
済
の
念
が
薄
い
と
指
摘
す
る（

（
５
）

。
佐
々
木
基
一
を
含
め
る
と
、
三
者

と
も
主
人
公
に
絶
望
感
が
無
い
と
い
う
意
見
で
一
致
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
主
人
公
が
絶
望
し
て
い
な
い
と

断
言
す
る
こ
と
は
、
少
々
語
弊
が
あ
る
。
突
如
〈
異
物
〉
と
な
っ
た
主
人
公

は
、
行
く
先
々
で
現
実
に
帰
属
す
る
糸
口
を
つ
か
み
か
け
、
そ
の
度
に
期
待

を
裏
切
ら
れ
て
絶
望
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
絶
望
感
が
無
い
の
で
は
な

い
。
主
人
公
は
現
実
に
執
着
し
、
絶
望
し
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
努
力
と
絶

望
の
連
続
自
体
が
、
公
房
文
学
に
お
け
る
笑
い
と
快
楽
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
林
恭
二
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
て
公
房
が
「
既

成
秩
序
の
破
滅
を
必
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
だ
け
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
」

と
発
言
し
て
い
る
。
「
秩
序
」
や
「
儀
式
」
、
既
成
の
「
認
識
」
と
い
う
問
題

に
対
し
、
公
房
は
自
身
の
破
壊
願
望
を
語
っ
て
い
る（

（
６
）

。
公
房
に
と
っ
て
「
破

滅
と
再
生
」
の
関
係
は
「
メ
ダ
ル
の
表
裏
」
の
よ
う
に
永
続
的
に
循
環
す
る

も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
実
の
崩
壊
に
直
面
し
て
も
戸
惑
う
こ
と
が
な

い
。
公
房
の
意
図
に
沿
っ
て
『
壁
』
を
読
め
ば
、
主
人
公
が
自
己
を
喪
失
す

る
と
き
、
失
っ
て
惜
し
ま
れ
る
べ
き
自
己
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
秩
序

の
枠
組
か
ら
疎
外
さ
れ
る
と
き
、
守
る
べ
き
秩
序
の
価
値
と
は
何
だ
っ
た
の

か
と
い
う
疑
問
に
読
者
は
突
き
当
た
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
疑
問
追
究

は
常
に
徒
労
に
終
わ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
努
力
が
ま
っ
た
く
無
意
味
な

も
の
と
し
て
笑
い
飛
ば
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
公
房
に
と
っ
て
、
自

己
の
喪
失
や
現
実
の
崩
壊
に
絶
望
し
た
り
、
失
わ
れ
た
自
己
や
現
実
の
確
か

さ
に
郷
愁
を
抱
い
た
り
す
る
の
は
、
「
破
滅
と
再
生
」
の
循
環
に
逆
ら
う
ナ

ン
セ
ン
ス
で
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
行
為
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
壁
』

に
お
け
る
〈
崩
壊
〉
や
〈
喪
失
〉
、
〈
分
裂
〉
と
い
う
概
念
は
、
「
悲
劇
語
」

で
は
な
く
、
「
喜
劇
語
」
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず

は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　

２

　

一
九
四
五
年
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
満
州
国
が
崩
壊
し
た
。
当
時
二
一

歳
だ
っ
た
公
房
は
、
政
府
や
警
察
、
ま
た
は
日
本
語
に
よ
る
秩
序
や
五
族
協

和
の
思
想
と
い
っ
た
、
自
身
を
囲
っ
て
い
た
様
々
な
事
物
の
崩
壊
を
目
の
当

た
り
に
し
た
。
奉
天
の
街
は
敗
戦
直
前
に
侵
攻
し
た
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
占
領

さ
れ
、
続
い
て
国
民
党
国
府
軍
、
そ
し
て
共
産
党
八
路
軍
へ
と
支
配
者
が
次
々

と
交
代
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
強
盗
や
殺
人
が
日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
当
時
、
公
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房
が
感
じ
て
い
た
の
は
不
安
や
恐
怖
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　

針
生
一
郎
と
の
対
談
の
な
か
で
、
公
房
は
終
戦
直
後
の
体
験
を
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る（

（
７
）

。

　

瀋
陽
に
一
年
半
ば
か
り
い
た
。
社
会
の
基
準
が
徹
底
的
に
こ
わ
れ
る

と
こ
ろ
を
目
撃
し
て
き
た
わ
け
だ
。
恒
常
的
な
も
の
に
対
す
る
信
頼
を

完
全
に
失
っ
た
。
俺
に
と
っ
ち
ゃ
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。
（
中
略
）

政
府
が
無
い
し
警
察
が
無
い
ん
だ
。
そ
う
し
た
ら
、
き
み
、
ち
ょ
っ
と

世
界
観
変
わ
る
ぜ
。
お
ま
け
に
そ
の
こ
ろ
の
俺
に
は
社
会
科
学
的
知
識

が
ゼ
ロ
と
き
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
ほ
う
り
出
さ
れ
た
子
供
だ
よ
。

と
に
か
く
俺
は
動
物
的
な
見
方
を
身
に
つ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
時
つ
く

づ
く
思
っ
た
の
は
、
結
構
こ
れ
で
や
れ
る
な
、
と
い
う
こ
と
だ
。
大
し

て
変
り
が
ね
え
な
、
と
い
う
（
笑
）
。

　

無
政
府
状
態
の
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
ほ
う
り
出
さ
れ
た
」
公
房
が
身
に
つ
け

た
「
動
物
的
な
見
方
」
、
そ
れ
は
人
間
が
築
き
上
げ
た
秩
序
、
及
び
そ
の
土

台
と
な
る
確
固
た
る
「
自
我
」
と
い
う
信
仰
に
対
す
る
懐
疑
の
眼
差
し
で
あ

る
。
さ
ら
に
数
年
後
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
公
房
は
「
自
我
」
に
関
す
る
見
解
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
８
）

。

　

つ
ま
り
自
我
は
、
決
し
て
果
実
の
種
子
の
よ
う
に
、
自
立
し
て
存
在

し
う
る
実
体
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
、
も
し
く
は
外
部
と
の
関

係
の
拡
大
と
い
う
、
一
つ
の
現
象
的
な
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
ぼ
く

は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
人
格
尊
重
主
義
者
に
し
て
も
、
主

体
性
主
義
者
に
し
て
も
、
言
い
た
い
と
こ
ろ
は
、
結
局
、
他
律
的
な
受

動
性
に
甘
ん
じ
て
疑
わ
ぬ
こ
と
か
ら
生
ず
る
、
自
己
喪
失
へ
の
い
ま
し

め
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
自
己
喪
失
を
、
種
な
し
人
間
か
な
ん
ぞ
の

よ
う
に
考
え
て
、
種
の
埋
没
手
術
で
も
す
れ
ば
、
そ
れ
で
解
決
す
る
よ

う
に
錯
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
な
ん
と
も
悲
喜
劇
的
で
、
具
合
が
悪

い
の
で
あ
る
。

　

エ
ッ
セ
イ
の
中
で
「
主
体
性
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
敗

戦
直
後
の
日
本
の
文
壇
・
論
壇
を
覆
っ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
「
主
体
性
の

回
復
」
と
い
う
意
識
で
あ
っ（

た（

（
９
）

。

　

当
時
は
知
識
人
を
は
じ
め
、
多
く
の
青
年
た
ち
が
戦
争
協
力
の
経
験
を

持
っ
て
い
た
。
心
の
底
で
反
戦
の
意
を
唱
え
な
が
ら
も
、
口
で
は
戦
争
賛
美

を
唱
え
る
と
い
う
矛
盾
し
た
行
為
は
彼
ら
の
良
心
を
押
し
潰
し
た
。
そ
こ
で

敗
戦
直
後
に
お
け
る
彼
ら
は
、
不
誠
実
を
働
い
た
自
己
を
戒
め
、
本
来
の
良

心
と
勇
気
を
取
り
戻
す
た
め
に
「
主
体
性
の
回
復
」
を
必
要
と
し
た
。
こ
の

取
り
戻
す
べ
き
「
主
体
性
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
、
「
獄
中
非
転
向
」

で
絶
大
な
支
持
を
集
め
て
い
た
日
本
共
産
党
で
あ
る
。
知
識
人
や
政
治
家
が

転
向
を
繰
り
返
す
さ
な
か
、
共
産
党
幹
部
の
徳
田
球
一
や
宮
本
顕
治
は
、
十

数
年
も
の
間
牢
獄
の
中
で
戦
争
反
対
を
訴
え
続
け
た
。
「
悔
恨
」
を
背
負
う

人
々
に
と
っ
て
彼
ら
は
良
心
の
象
徴
で
あ
り
、
輝
か
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
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ま
た
、
共
産
党
は
精
神
主
義
の
み
で
支
え
ら
れ
る
日
本
の
無
謀
な
戦
争
を
社

会
科
学
の
視
点
か
ら
否
定
し
た
存
在
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
。
「
神
国
日
本
」

と
い
う
信
仰
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
（
な
い
し
は
そ
の
ふ
り
を
し
て
い
た
）

人
々
は
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
読
ん
で
現
実
を
科
学
的
に
捉
え
直
し
、
悲
惨

な
敗
戦
か
ら
安
全
で
明
る
い
未
来
を
取
り
戻
そ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

　

過
去
の
自
分
た
ち
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
人
々
は
再
び
確
固
た
る
「
自
我
」

を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。
取
り
戻
さ
れ
る
べ
き
「
自
我
」
は
、
他
者
の
支

配
を
受
け
な
い
、
自
律
的
な
意
識
と
し
て
大
切
に
守
ら
れ
る
。
学
校
や
会
社

な
ど
の
他
者
が
密
集
す
る
空
間
で
、
自
己
が
委
縮
も
拡
散
も
す
る
こ
と
な
く

保
っ
て
い
ら
れ
る
理
由
は
、
人
々
が
確
固
た
る
「
自
我
」
の
存
在
を
信
仰
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
、
教
育
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
行
わ
れ
た
戦
後
の

文
化
的
復
興
活
動
の
多
く
は
、
公
房
に
と
っ
て
「
種
な
し
人
間
」
み
ず
か
ら

に
「
種
の
埋
没
手
術
」
を
施
そ
う
と
す
る
「
悲
喜
劇
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
『
壁
』
の
中
で
日
常
を
堅
守
し
、
主
人
公
た
ち
を
現
実
世
界
の
外
へ
追

い
出
す
〈
人
類
〉
は
、
言
う
な
れ
ば
皆
「
主
体
性
」
信
奉
者
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

３

　

一
方
、
敗
戦
に
よ
っ
て
秩
序
へ
の
不
信
感
を
募
ら
せ
て
い
た
公
房
の
中
に
、

「
主
体
性
の
回
復
」
と
は
対
照
的
な
志
向
性
が
芽
生
え
て
い
た
。
そ
れ
は
「
自

我
」
の
確
立
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者
の
間
の
明
確
な
線
引
き

を
拒
絶
す
る
。
司
令
塔
の
無
い
公
房
を
動
か
す
の
は
、
無
機
物
の
諸
特
性
を

連
想
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
『
壁
』
に
収
録
さ
れ
た
短
編
「
洪
水
」

に
登
場
す
る
「
液
体
人
間
」
を
見
て
み
よ
う
。

　

「
液
体
人
間
」
と
は
、
労
働
者
の
突
然
の
液
化
に
よ
り
発
生
し
た
物
質
で

あ
り
、
「
流
体
力
学
の
法
則
」
に
反
し
て
塀
を
這
い
上
が
っ
た
り
、
「
一
杯
の

コ
ー
ヒ
ー
」
や
「
ウ
ィ
ス
キ
ー
」
、
ま
た
は
「
眼
薬
」
な
ど
に
混
ざ
り
込
ん

だ
り
し
て
人
々
を
溺
れ
さ
せ
る
。
液
化
し
て
い
な
い
「
富
め
る
人
々
」
は
高

原
や
山
岳
地
帯
に
逃
れ
、「
科
学
者
」
は
「
原
始
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
よ
っ
て
「
液

体
人
間
」
を
蒸
発
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
「
液
化
」
す
る
労
働
者
は

際
限
な
く
増
え
続
け
、
結
果
的
に
人
類
は
滅
亡
し
て
し
ま
う
。

　

奇
怪
な
性
質
を
持
つ
「
液
体
人
間
」
と
一
方
的
な
被
害
に
喘
ぐ
「
富
め
る

人
々
」
の
構
図
は
、
ま
る
で
怪
獣
映
画
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
広
が
っ

て
ゆ
く
被
害
に
反
し
て
物
語
は
奇
妙
な
明
る
さ
を
保
ち
続
け
る
。
特
に
結
び

の
数
行
は
〈
人
類
〉
の
絶
滅
と
い
う
残
酷
な
展
開
を
描
き
な
が
ら
も
、
ほ
と

ん
ど
絶
望
感
を
抱
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
第
二
の
洪
水
で
人
類
は
絶
滅
し
た
。
だ
が
し
か
し
、
す
で
に

静
ま
っ
た
水
底
の
町
や
村
の
、
街
角
や
木
陰
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
み
る
と
、

何
や
ら
き
ら
め
く
物
質
が
結
晶
し
は
じ
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。
多
分
、

過
剰
飽
和
な
液
体
人
間
た
ち
の
中
の
目
に
見
え
な
い
心
臓
を
中
心
に
し

て
。

　

こ
の
場
面
が
表
す
の
は
、
支
配
階
級
が
去
っ
た
後
の
世
界
で
あ
る
。
「
人
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類
は
絶
滅
し
た
」と
書
か
れ
て
い
る
が
、
洗
い
流
さ
れ
た
の
は
「
富
め
る
人
々
」

の
み
で
あ
り
、
「
主
体
性
」
に
固
執
す
る
こ
と
し
か
知
ら
な
い
〈
人
類
〉
が

滅
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。
既
成
の
枠
を
取
り
外
せ
ば
、
液
体
の
恰
好
を
し
た
労

働
者
た
ち
が
変
わ
ら
ず
都
市
で
生
活
す
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

液
体
に
覆
わ
れ
た
世
界
は
、
住
人
同
士
の
輪
郭
が
曖
昧
で
あ
り
、
中
心
も
周

縁
も
、
そ
こ
に
は
な
い
。
そ
の
世
界
に
、
再
び
「
果
実
の
種
子
」
の
よ
う
な

実
体
（
「
主
体
」
）
は
、
も
は
や
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
何
や
ら

き
ら
め
く
物
質
が
結
晶
し
は
じ
め
て
い
る
」
の
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
は
、
決
し
て
単
な
る
無
秩
序
・
混
沌
の
世
界
で
は
な
い
。
「
流
体
力
学

の
法
則
」
お
よ
び
そ
の
反
・
法
則
の
下
で
様
々
な
形
態
を
と
る
、
結
晶
体
と

し
て
の
〈
異
物
〉
＝
新
人
の
誕
生
す
る
場
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４

　

「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
は
、
突
然
名
前
を
喪
失
し
た
男
の
悲
―
喜
劇

で
あ
る
。

　

〈
視
線
〉

　

こ
の
作
品
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
の
は
、
登
場
人
物
の
〈
視
線
〉
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
カ
ル
マ
」
と
い
う
名
前
を
喪
失
し
た
主
人
公
が
理
不
尽

な
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
根
本
的
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
の
危
険
な
「
欲

望
」
の
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
は
、
行
く
先
々

で
一
方
的
な
〈
視
線
〉
に
晒
さ
れ
る
が
、
逆
に
「
ぼ
く
」
と
目
を
合
わ
せ
て

く
れ
る
人
間
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
う
し
た
経
験
の
中
で
、
彼
は
自
分
が

社
会
で
受
け
入
れ
難
い
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
段
階
的
に
自
覚
し

て
ゆ
く
。

　

ま
ず
、
会
社
に
出
勤
し
た
「
ぼ
く
」
は
自
分
と
瓜
二
つ
の
男
が
デ
ス
ク
に

掛
け
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、
身
を
隠
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
小
使
」
に
見
咎

め
ら
れ
る
。
「
小
使
」
は
ま
っ
た
く
「
ぼ
く
」
を
「
カ
ル
マ
」
と
し
て
「
識

別
し
な
い
横
柄
な
態
度
」
で
あ
る
ば
か
り
か
、
も
う
一
人
の
「
ぼ
く
」
を
指

し
て
そ
こ
に
い
る
の
が
「
カ
ル
マ
さ
ん
」
だ
と
告
げ
る
。
「
小
使
」
が
指
し

た
も
う
一
人
の
「
ぼ
く
」
と
は
、
実
は
彼
の
「
名
刺
」
で
あ
る
。
し
か
し
不

思
議
な
こ
と
に
、
「
同
僚
た
ち
」
や
恋
人
の
「
Ｙ
子
」
は
「
名
刺
」
が
「
ぼ

く
」
を
装
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
気
が
つ
か
な
い
。
「
名
刺
」
と
「
ぼ
く
」

が
連
れ
立
っ
て
廊
下
へ
出
た
時
、
「
ぼ
く
」
は
「
同
僚
た
ち
の
あ
ま
り
親
し

く
な
い
、
二
、
三
の
視
線
」
を
浴
び
せ
ら
れ
る
が
、
「
そ
れ
は
偶
然
な
意
味
の

な
い
も
の
で
、
や
は
り
ぼ
く
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
」
。
「
名
刺
」
が
デ
ス

ク
を
乗
っ
取
っ
た
こ
と
で
「
ぼ
く
」は
会
社
で
の
居
場
所
を
失
っ
た
。
「
ぼ
く
」

の
社
会
的
価
値
の
喪
失
は
、「
小
使
」
や
「
同
僚
た
ち
」
の
無
関
心
な
〈
視
線
〉

に
よ
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
「
ぼ
く
」は
病
院
へ
向
か
う
が
、
待
合
室
の
雑
誌
に
載
っ
て
い
る
「
曠

野
」
の
風
景
を
目
か
ら
胸
の
中
に
吸
い
込
む
と
い
う
事
件
を
起
こ
す
。
そ
の

後
診
察
室
で
胸
圧
を
測
定
す
る
と
「
恐
ろ
し
い
陰
圧
」
を
叩
き
出
し
、
胸
の
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中
の
「
曠
野
」
を
「
ド
ク
ト
ル
」
に
発
見
さ
れ
る
。
科
学
者
で
あ
る
「
ド
ク

ト
ル
」
は
胸
の
中
に
「
曠
野
」
が
あ
る
と
い
う
非
科
学
的
な
状
況
を
受
容
で

き
な
い
が
、
「
ぼ
く
」
と
目
を
合
わ
せ
る
と
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う

事
実
に
怯
え
、「
ぼ
く
」
を
拒
絶
す
る
。
「
ぼ
く
」
は
科
学
の
力
に
救
わ
れ
ず
、

む
し
ろ
そ
の
反
・
科
学
的
な
性
質
の
せ
い
で
、
社
会
の
脅
威
へ
と
変
貌
し
た
。

突
然
主
人
公
を
襲
っ
た
不
条
理
な
状
況
と
、
こ
れ
に
対
す
る
周
囲
の
人
々
の

無
関
心
、
そ
し
て
科
学
の
名
を
借
り
た
官
僚
的
形
式
主
義
、
こ
こ
ま
で
は
あ

き
ら
か
に
悲
劇
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
あ
た
り
の
景
色
が
蒼
ざ
め
て
見
え
」
る
ほ
ど
の
悲
し
み
を
抱
え
、

「
ぼ
く
」
が
動
物
園
へ
向
か
う
と
こ
ろ
か
ら
、
悲
劇
は
喜
劇
へ
と
転
化
す
る
。

そ
こ
で
は
動
物
た
ち
が
「
胸
の
中
の
曠
野
」
を
求
め
て
「
ぼ
く
」
に
郷
愁
の

ま
な
ざ
し
を
送
り
、
「
胸
の
強
圧
」
も
そ
の
空
虚
を
埋
め
る
為
に
動
物
た
ち

を
渇
望
し
、「
ラ
ク
ダ
」を
吸
収
し
た
い
欲
望
に
駆
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

や
に
わ
に
胸
の
空
虚
感
が
内
側
か
ら
激
し
く
胸
壁
を
か
き
む
し
り
は

じ
め
ま
す
。
胸
の
強
圧
は
、
ぼ
く
の
気
持
な
ん
か
ど
う
で
も
よ
く
、
ド

ク
ト
ル
の
言
う
よ
う
に
た
だ
そ
の
空
虚
を
満
た
す
た
め
に
吸
収
す
る
こ

と
ば
か
り
を
望
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
が
、
ぼ
く
の
胸
を
、
そ
れ

が
い
く
ら
曠
野
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
野
獣
た
ち
の
跳
梁
に
ま
か
せ

る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
「
何
故
許
さ
れ
な
い

ん
だ
？
」
と
耳
許
で
囁
く
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
ぼ
く
は
強
く

か
ぶ
り
を
振
っ
て
、
じ
っ
と
誘
惑
に
抵
抗
し
つ
づ
け
ま
し
た
。
ぼ
く
は

あ
く
ま
で
も
自
分
自
身
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

「
ぼ
く
」
は
、
「
ラ
ク
ダ
」
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
「
ぼ
く
」
と
い
う
個
人
、

あ
る
い
は
人
間
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
を
、
保
と
う
と
奮
闘
す
る
。
病
院
で
の

体
験
か
ら
社
会
の
脅
威
と
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
た
「
ぼ
く
」
は
、
理
性
を

欠
い
て
欲
望
に
身
を
任
せ
た
「
野
獣
」
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
ん
な
「
ぼ
く
」
の
思
い
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
、「
胸

の
強
圧
」
は
物
理
法
則
に
従
い
、
そ
の
空
虚
を
ひ
た
す
ら
埋
め
よ
う
と
す
る

だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
動
物
た
ち
が
「
ぼ
く
」
に
向
け
る
優
し
い
ま
な
ざ

し
は
、
社
会
で
の
存
在
権
を
失
っ
た
「
ぼ
く
」
へ
の
数
少
な
い
救
済
と
も
な

り
そ
う
な
気
配
を
見
せ
る
。
つ
ま
り
悲
劇
の
源
泉
で
あ
っ
た
あ
の
〈
視
線
〉

の
ド
ラ
マ
は
、
「
胸
の
強
圧
」
が
用
意
し
た
舞
台
の
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、

「
ラ
ク
ダ
」
か
ら
「
ぼ
く
」
へ
の
（
実
は
、
そ
の
胸
の
内
な
る
曠
野
に
対
す
る
、

な
の
だ
が
）
滑
稽
な
求
愛
劇
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
「
ぼ
く
」
は
「
ラ
ク
ダ
」
吸
収
の
罪
で
裁
判
所
に
連
行
さ
れ
、「
金

魚
の
目
玉
」
の
証
言
に
よ
り
目
隠
し
を
さ
れ
た
ま
ま
判
決
を
受
け
る
「
被
告
」

の
立
場
と
な
る
。
そ
こ
に
は
五
人
の
裁
判
官
の
ほ
か
、「
食
堂
の
少
女
」
、「
ド

ク
ト
ル
」
、
「
Ｙ
子
」
、
さ
ら
に
は
「
死
ん
だ
妹
や
母
」
な
ど
、
彼
の
知
り
合

い
の
ほ
と
ん
ど
が
集
ま
っ
て
い
た
。
有
害
な
目
の
持
ち
主
で
あ
る
「
ぼ
く
」

に
不
特
定
多
数
の
人
々
の
目
が
集
中
し
、
そ
れ
で
も
な
お
両
者
の
〈
視
線
〉

は
交
わ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
場
面
は
、
冒
頭
か
ら
繋
が
る
〈
視
線
〉
の
問

題
の
集
大
成
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
終
わ
り
と
も
な
っ
て
い
る
の
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で
あ
る
。

　

〈
「
Ｙ
子
」
〉

　

名
前
の
喪
失
に
加
え
、
見
た
も
の
を
胸
に
吸
収
す
る
性
質
に
よ
っ
て
「
ぼ

く
」
は
〈
異
物
〉
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
を
現
実
の
外
に

追
い
や
っ
た
主
た
る
人
物
は
、
「
金
魚
の
目
玉
」
と
五
人
の
裁
判
官
、
そ
し

て
「
食
堂
の
少
女
」で
あ
る
。
裁
判
の
進
行
係
と
第
一
の
証
人
を
か
け
持
つ
「
金

魚
の
目
玉
」
は
、
不
可
抗
力
な
「
ぼ
く
」
の
性
質
を
意
図
的
な
も
の
だ
と
証

言
し
、「
す
べ
て
が
完
全
に
た
く
ら
ま
れ
て
い
ま
す
。
」
と
強
引
に
断
定
す
る
。

犯
罪
者
と
い
う
「
主
体
」
の
存
在
と
そ
の
同
一
性
を
、
彼
は
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
裁
判
官
た
ち
は
そ
の
安
易
な
憶
測
に
ほ
と
ん
ど
異
を
唱
え
ず
、

「
ぼ
く
」
を
有
罪
だ
と
決
め
つ
け
る
。
そ
し
て
「
食
堂
の
少
女
」
が
、「
ぼ
く
」

が
「
名
前
を
ど
こ
か
に
落
し
た
」
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
で
「
ぼ
く
」

は
永
久
に
法
廷
に
追
わ
れ
る
運
命
と
な
る
。
こ
の
法
廷
シ
ー
ン
で
最
も
注
目

さ
れ
る
べ
き
人
物
は
、「
ぼ
く
」
の
唯
一
の
味
方
で
あ
っ
た
「
Ｙ
子
」
だ
ろ
う
。

　

「
Ｙ
子
」
は
「
ぼ
く
」
の
恋
人
で
あ
る
。
彼
女
は
名
前
を
喪
失
し
た
「
ぼ
く
」

を
「
カ
ル
マ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
唯
一
の
人
物
で
あ
り
、
裁
判
中
は
第
五
の
証
人

と
し
て
逞
し
く
「
ぼ
く
」
を
擁
護
し
た
。
し
か
し
「
ぼ
く
」
は
彼
女
に
頼
も

し
さ
を
覚
え
る
一
方
で
、
完
全
に
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ

の
原
因
は
「
金
魚
の
目
玉
」
た
ち
と
同
様
、
自
明
の
「
主
体
」
信
奉
者
た
る

「
Ｙ
子
」
の
人
物
像
が
「
ぼ
く
」
の
前
で
あ
ら
わ
に
な
っ
た
為
で
あ
る
。

　

法
廷
は
「
被
告
が
名
前
を
見
つ
け
だ
し
、
判
決
可
能
と
な
る
ま
で
、
永
遠

に
で
も
裁
判
は
つ
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
結
論
を
出
す

が
、
こ
れ
は
「
ぼ
く
」
を
現
実
か
ら
排
除
す
る
機
会
を
狙
う
と
同
時
に
、
名

前
を
喪
失
し
半
端
者
と
な
っ
た
「
ぼ
く
」
の
存
在
を
「
世
界
」
の
内
に
封
じ

込
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
Ｙ
子
」
は
、
「
食
堂
の
少
女
」

の
証
言
を
聞
い
た
後
も
「
ぼ
く
」
を
「
カ
ル
マ
さ
ん
」
と
呼
び
続
け
、
名
前

の
喪
失
を
受
け
入
れ
る
気
配
が
な
い
。
さ
ら
に
裁
判
中
に
彼
女
が
話
す
「
ぼ

く
」
の
ア
リ
バ
イ
は
（
正
確
に
は
「
ぼ
く
」
で
は
な
く
「
名
刺
」
の
行
動
で

あ
る
が
）
、「
ぼ
く
」
が
「
カ
ル
マ
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
あ
の
か
た
は
カ
ル
マ
さ
ん
で
す
。
」
と
い
う
「
Ｙ
子
」
の
語
り
出
し
に
「
ぼ

く
」
は
「
い
よ
い
よ
問
題
が
核
心
に
近
づ
い
た
」
と
感
じ
る
。
彼
は
出
勤
し

た
と
き
に
会
社
で
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
」
と
書
か
れ
た
名
札
を
見
て
も
「
忘
れ
て

い
た
も
の
を
想
出
し
た
よ
う
な
安
心
感
も
感
動
も
お
き
」
ず
、
病
院
で
カ
ル

テ
を
作
る
と
き
に
は
す
で
に
会
社
で
見
た
名
前
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
の
問
題
と
は
、
分
離
し
た
名
前
に
対
す
る
愛
着
が
失
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
自
分
の
も
の
の
気
が
し
な
い
」
名
前
で

恋
人
に
呼
ば
れ
、
そ
の
名
前
で
ア
リ
バ
イ
を
成
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
、
慰

め
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
劣
等
感
を
募
ら
せ
て
い
た
の
だ
。
「
ぼ
く
」
に
救
い
の

手
を
差
し
伸
べ
つ
つ
、
同
時
に
「
ぼ
く
」
が
も
は
や
「
ぼ
く
」
と
は
呼
べ
な

い
特
殊
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
「
Ｙ
子
」
は
決
し
て
受
容
し
な
い
。

彼
女
は
あ
る
意
味
「
金
魚
の
目
玉
」
や
裁
判
官
た
ち
よ
り
も
残
酷
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
作
中
で
最
も
「
主
体
」
の
原
理
に
忠
実
な
の
が
、「
Ｙ
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子
」
と
い
う
人
物
な
の
で
あ
る
。

　

「
ぼ
く
」
は
人
形
専
門
店
の
シ
ョ
ー
・
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
立
つ
男
の
マ
ネ
キ

ン
か
ら
切
符
を
受
け
取
り
、
「
世
界
の
果
」
に
出
か
け
る
（
ス
ク
リ
ー
ン
の

向
こ
う
側
に
入
り
込
ん
で
か
ら
「
ぼ
く
」
は
「
彼
」
と
さ
れ
る
の
で
、
以
下

ス
ク
リ
ー
ン
の
こ
ち
ら
側
で
は
「
ぼ
く
」
、
あ
ち
ら
側
で
は
「
彼
」
と
表
記

す
る
）
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
「
Ｙ
子
」
は
、
本
物
と
マ
ネ
キ
ン
の
顔
が
半
分

ず
つ
に
な
っ
た
姿
で
あ
る
。
本
物
の
ほ
う
は
「
泪
を
い
っ
ぱ
い
た
た
え
」
、

マ
ネ
キ
ン
の
ほ
う
は
「
面
白
そ
う
に
に
こ
に
こ
」
し
た
顔
を
し
て
い
る
。
彼

女
は
「
主
体
」
の
原
理
に
忠
実
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
今
や
「
彼
」
に
と
っ
て

収
拾
の
見
込
み
も
な
い
分
裂
に
見
舞
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
物
の
「
Ｙ
子
」

は
突
然
歌
を
歌
い
始
め
る
が
、
そ
れ
は
「
彼
」
と
の
別
れ
を
ほ
の
め
か
す
よ

う
な
内
容
で
あ
る
。

　
　

悲
し
い
海
辺
の
貝
殻
の
中
で

　
　

私
が
あ
な
た
を
さ
が
し
た
日

　
　

あ
な
た
は
私
の
中
で
貝
殻
さ
が
し

　
　

…
…
不
幸
な
私

　
　

不
幸
な
あ
な
た
。

　

「
Ｙ
子
」
は
肉
体
を
「
貝
殻
」
に
喩
え
、
そ
の
内
部
に
自
身
と
「
彼
」
の

本
質
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
Ｙ
子
は
ど
こ
に
い
る
？
君
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
ず
ば
り
と
切
込

む
と
、
「
あ
ら
、
私
…
…
Ｙ
子
よ
」
「
い
や
、
君
じ
ゃ
な
い
。
さ
っ
き
ま

で
君
の
左
半
分
だ
っ
た
、
も
う
一
人
の
Ｙ
子
…
…
」

　

ふ
と
彼
を
正
視
し
た
マ
ネ
キ
ン
の
表
情
が
妙
に
こ
わ
ば
り
ま
し
た
。

　

「
変
な
こ
と
お
尋
ね
に
な
る
の
ね
。
何
故
そ
ん
な
こ
と
…
…
？
」
「
何

故
っ
て
、
Ｙ
子
は
僕
の
恋
人
な
ん
だ
よ
。
愛
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち

が
い
な
い
唯
一
の
人
だ
。
最
後
に
ひ
と
目
あ
っ
て
お
き
た
い
」

　

「
本
当
か
し
ら
。
も
し
そ
れ
が
本
当
な
ら
、
私
な
に
も
答
え
な
く
て

い
い
は
ず
だ
わ
」
「
何
故
？
」
「
あ
ら
、
今
度
は
あ
な
た
が
何
故
、
っ
て

い
う
の
ね
。
お
分
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
い
の
」

　

マ
ネ
キ
ン
の
Ｙ
子
は
ひ
ど
く
が
っ
か
り
し
た
様
子
で
俯
向
き
ま
し

た
。

　

「
彼
」
は
「
も
う
一
人
の
Ｙ
子
」
と
い
う
言
葉
で
二
人
を
区
別
し
よ
う
と

試
み
る
が
、
彼
の
目
に
映
る
の
は
一
つ
の
身
体
に
二
つ
の
顔
を
持
ち
、「
Ｙ
子
」

と
い
う
記
号
を
共
有
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る
。

三
浦
雅
士
は
公
房
の
初
期
作
『
題
未
定
（
霊
媒
の
話
よ
り
）
』
を
例
に
挙
げ

な
が
ら
、
他
人
か
ら
の
認
識
の
影
響
力
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る（）

（（
（

。

　

「
題
未
定
（
霊
媒
の
話
よ
り
）
」
と
さ
れ
た
十
九
歳
の
作
品
か
ら
し
て

そ
う
だ
。
老
婆
の
死
を
目
撃
し
た
少
年
が
、
老
婆
の
霊
に
取
り
憑
か
れ

た
振
り
を
し
て
老
婆
の
実
家
を
訪
ね
る
。
こ
の
物
語
を
成
り
立
た
せ
て
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い
る
の
は
、
人
が
そ
の
人
で
あ
る
の
は
、
そ
の
人
で
あ
る
と
思
い
込
ま

れ
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
人
は
、
思
い
込
ま

れ
て
い
る
そ
の
人
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
だ
。
若

き
公
房
を
襲
っ
た
こ
の
認
識
の
強
烈
さ
が
、
こ
う
い
う
物
語
を
書
く
よ

う
に
強
い
た
と
言
っ
て
い
い
。
老
婆
の
実
家
の
人
々
を
手
も
な
く
騙
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
少
年
が
悩
む
の
は
、
表
向
き
描
か
れ
て
い
る
よ
う

良
心
に
苛
ま
れ
た
か
ら
で
は
ほ
ん
と
う
は
な
い
。
こ
の
認
識
そ
の
も
の

が
少
年
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
過
酷
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

「
世
界
の
果
」
に
関
す
る
講
演
の
中
で
、
「
せ
む
し
」
が
話
し
た
地
球
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
三
浦
雅
士
の
話
に
近
い
。
人
々
の
認
識
の
影
響
に
よ
り
、
「
平

た
い
板
で
四
頭
の
白
象
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
形
状
か
ら
「
球
体
」
へ
と
姿

を
変
え
た
地
球
は
、
そ
の
典
型
例
と
い
え
る
。
マ
ネ
キ
ン
が
「
Ｙ
子
」
と
名

乗
り
「
彼
」
の
恋
人
と
し
て
振
る
舞
う
の
も
、
他
者
が
そ
う
認
識
し
た
か
ら
、

つ
ま
り
「
彼
」
が
マ
ネ
キ
ン
を
「
Ｙ
子
」
と
呼
ん
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
「
彼
」
を
拒
絶
し
た
本
物
の
「
Ｙ
子
」
も
ま
た
、
無
自
覚
に
こ
の
認

識
を
受
容
す
る
人
間
の
一
人
で
あ
る
。
名
前
を
喪
失
し
た
「
彼
」
の
ま
わ
り

を
人
々
が
素
通
り
す
る
中
、
「
Ｙ
子
」
だ
け
が
「
カ
ル
マ
さ
ん
」
と
呼
び
続

け
て
い
ら
れ
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
「
彼
」
が
本
物
と
マ
ネ
キ
ン
の
「
Ｙ

子
」
を
区
別
で
き
な
い
理
由
と
同
じ
で
あ
る
。
ふ
た
り
は
共
に
、
他
者
が
名

ざ
し
し
、
そ
う
と
思
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
主
体
」
的
思

考
に
盲
目
的
な
ま
で
に
拘
束
さ
れ
続
け
て
い
る
の
だ
。

　

〈
「
パ
パ
」
〉

　

裁
判
を
終
え
た
夜
に
話
を
戻
す
。
「
ぼ
く
」
は
部
屋
で
「
身
の
ま
わ
り
品
」

た
ち
の
集
会
を
目
撃
す
る
。
彼
ら
「
身
の
ま
わ
り
品
」
た
ち
は
長
い
間
「
奴

隷
状
態
に
屈
し
て
き
た
」
こ
と
に
憤
り
、
「
ぼ
く
」
を
〈
異
物
〉
に
仕
立
て

上
げ
た
「
名
刺
」
を
指
導
者
に
し
て
、〈
主
体
の
恢
復
〉
や
〈
生
活
権
の
奪
取
〉

を
口
々
に
叫
ぶ
。
と
こ
ろ
が
「
ぼ
く
」
は
、
敵
対
心
を
む
き
出
し
に
し
た
「
身

の
ま
わ
り
品
」
た
ち
の
決
起
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
戦
う
気
力
は
起
き
ず
、

た
だ
こ
の
不
条
理
な
現
実
を
受
け
入
れ
、
嘆
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　

や
は
り
お
か
し
な
こ
と
は
な
る
べ
く
な
い
ほ
う
が
い
い
も
の
で
す
。

従
来
ぼ
く
は
理
性
は
人
間
を
不
自
由
に
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
こ
ん
な
目
に
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
も
考
え
な
お
さ
ね
ば

な
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
ん
な
具
合
に
理
性
が
役
立
た
な
く

な
り
、
自
由
が
な
く
な
る
と
、
必
然
と
偶
然
の
け
じ
め
が
ま
る
で
な
く

な
っ
て
、
時
間
は
た
だ
壁
の
よ
う
に
僕
の
行
手
を
ふ
さ
ぐ
だ
け
で
す
。

た
と
え
、
Ｙ
子
の
言
う
よ
う
に
、
す
べ
て
が
想
像
だ
と
し
て
も
そ
れ
が

ぼ
く
の
想
像
で
は
な
く
み
ん
な
に
共
通
の
想
像
で
あ
れ
ば
同
じ
こ
と
で

す
。
現
実
か
ら
こ
の
お
か
し
な
想
像
を
マ
イ
ナ
ス
す
れ
ば
い
っ
た
い
何

が
残
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
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こ
れ
ら
の
お
か
し
な
出
来
事
に
加
え
、「
ぼ
く
」
は
現
実
そ
の
も
の
が
「
み

ん
な
に
共
通
の
想
像
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
を
持
ち
始
め
る
。
名
前
を

喪
失
し
て
も
平
然
と
存
在
し
続
け
る
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
多
く
の
「
主
体
」

信
奉
者
の
価
値
観
は
虚
構
で
あ
る
。
ま
た
、
「
主
体
」
信
奉
者
に
と
っ
て
は

「
ぼ
く
」
が
見
る
現
実
の
ほ
う
が
虚
構
で
あ
り
、
「
ぼ
く
」
一
人
が
い
く
ら
自

分
の
現
実
を
主
張
し
て
も
、
相
手
に
さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
〈
異
物
〉
と
し

て
断
罪
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
「
ぼ
く
」
の
も
と
に
、
突
如
「
パ
パ
」
が
訪
れ
る
。
唯
一
の
肉
親

で
あ
る
「
パ
パ
」
は
「
ぼ
く
」
の
救
世
主
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

「
パ
パ
」
も
や
は
り
彼
の
理
解
者
で
は
な
い
。

　

「
パ
パ
」
は
「
ぼ
く
」
を
裁
く
こ
と
も
守
る
こ
と
も
し
な
い
。
た
だ
「
ぼ
く
」

と
関
わ
ら
ず
、
他
人
の
よ
う
に
距
離
を
と
る
だ
け
で
あ
る
。
決
定
的
な
の
は
、

「
ぼ
く
」
と
「
身
の
ま
わ
り
品
」
の
格
闘
を
無
視
し
て
「
パ
パ
」
が
部
屋
を

出
て
行
っ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。

　

パ
ジ
ャ
マ
を
脱
い
で
、
着
替
え
に
か
か
る
と
、
お
か
し
な
こ
と
が
起

り
ま
し
た
。
ズ
ボ
ン
が
生
物
の
よ
う
に
ぼ
く
の
手
足
に
さ
か
ら
っ
て
、

ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
動
い
た
り
、
縮
ま
っ
た
り
、
突
然
妙
な
方
向
に
ぴ
ん
と

は
ね
上
っ
た
り
し
て
ど
う
し
て
も
は
け
な
い
の
で
す
。
上
衣
も
同
じ
よ

う
で
し
た
。
そ
っ
た
り
突
張
っ
た
り
し
て
、
全
然
袖
を
通
す
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。
「
パ
パ
、
手
つ
だ
っ
て
下
さ
い
。
後
生
で
す
。
ぼ
く
、
ど

う
し
て
も
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
」
し
か

し
パ
パ
は
顔
を
し
か
め
、
微
か
に
首
を
横
に
振
っ
た
だ
け
で
し
た
。
「
パ

パ
は
ち
っ
と
も
ぼ
く
の
こ
と
を
考
え
て
下
さ
ら
な
い
ん
で
す
ね
、
ま
る

で
他
人
だ
。
」
パ
パ
は
黙
っ
て
ド
ア
の
把
手
を
ま
わ
し
ま
し
た
。
「
パ
パ
、

手
つ
だ
っ
て
下
さ
い
！
」
し
か
し
パ
パ
は
ド
ア
を
開
け
て
、
も
う
廊
下

に
一
歩
踏
出
し
て
い
ま
し
た
。
「
パ
パ
！
」
パ
パ
の
後
ろ
で
静
か
に
ド

ア
が
閉
り
ま
し
た
。
「
パ
パ
！
」
パ
パ
は
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

家
族
や
共
同
体
と
い
っ
た
親
密
な
人
間
関
係
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
は

ず
の
「
パ
パ
」
の
、
こ
の
無
慈
悲
な
退
場
は
、
「
身
の
ま
わ
り
品
」
た
ち
の

本
格
的
蜂
起
の
最
終
契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、
よ
う
や
く
動
物
園
に
行
き
、

「
Ｙ
子
」
（
実
は
マ
ネ
キ
ン
人
形
）
相
手
に
さ
か
ん
に
革
命
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行
う
「
名
刺
」
を
見
つ
け
た
「
ぼ
く
」
は
、
後
ろ
か
ら
「
名
刺
」
に
飛

び
か
か
ろ
う
と
し
た
が
次
の
瞬
間
ま
た
し
て
も
「
身
の
ま
わ
り
品
」
の
抵
抗

に
あ
う
。
「
ぼ
く
」
は
そ
の
ま
ま
固
ま
っ
て
し
ま
い
、
マ
ネ
キ
ン
の
「
Ｙ
子
」

か
ら
「
人
間
あ
ひ
る
」
と
嘲
笑
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
ぼ
く
」
の
演
じ
た
悲
―

喜
劇
の
最
終
的
な
姿
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、「
ぼ
く
」
は
先
述
し
た
と
お
り
「
世
界
の
果
」
に
旅
立
つ
の
だ
が
、

そ
こ
に
「
Ｙ
子
」
と
同
じ
く
、
完
全
に
分
裂
し
た
「
パ
パ
」
が
再
登
場
す
る

の
で
あ
る
。

　

「
世
界
の
果
」
に
お
け
る
「
パ
パ
」
は
「
ユ
ル
バ
ン
教
授
」
と
い
う
名
前

に
変
わ
っ
て
お
り
、「
生
粋
の
都
市
主
義
者
」で
あ
る
。
「
ユ
ル
バ
ン
教
授
」は
、

冷
や
や
か
な
「
パ
パ
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
不
気
味
な
ほ
ど
明
る
い
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上
に
好
奇
心
が
強
く
、
子
供
じ
み
た
性
格
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
「
ド
ク
ト
ル
」

と
結
成
し
た
「
成
長
す
る
壁
調
査
団
」
の
副
団
長
と
し
て
「
彼
」
に
異
常
な

興
味
を
示
す
。
「
成
長
す
る
壁
調
査
団
」
は
裁
判
官
た
ち
の
よ
う
な
既
成
秩

序
の
管
理
者
で
は
な
い
為
、「
彼
」
の
有
罪
無
罪
を
決
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

た
だ
彼
ら
の
好
奇
心
を
満
た
す
為
に
「
成
長
す
る
壁
」
の
秘
密
を
探
り
、
彼

ら
の
秩
序
の
枠
組
み
に
取
り
込
み
た
い
だ
け
で
あ
る
。
「
彼
」
は
自
身
を
受

け
入
れ
る
「
世
界
の
果
」
に
逃
亡
し
た
こ
と
で
〈
異
物
〉
で
は
な
く
な
っ
た

が
、
逆
に
現
実
世
界
を
肯
定
す
る
「
ユ
ル
バ
ン
教
授
」
た
ち
が
今
度
は
〈
異

物
〉
と
な
り
、
「
彼
」
を
脅
か
す
危
険
人
物
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

　

「
上
衣
」
や
「
ズ
ボ
ン
」
は
「
彼
」
を
拘
束
し
、
「
ユ
ル
バ
ン
教
授
」
と

「
ド
ク
ト
ル
」
は
巨
大
な
解
剖
刀
を
持
っ
て
、
ま
る
で
カ
エ
ル
の
解
剖
実
験

の
よ
う
に
「
彼
」
の
胸
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
。
ど
こ
ま
で
も
自
分
た
ち
の

常
識
で
物
事
を
推
し
量
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
彼
」
は
あ
く
ま
で
も
「
人
間
」

で
は
な
く
「
被
験
物
」
で
あ
る
。
そ
ん
な
暴
力
的
な
二
人
か
ら
一
時
的
に
逃

れ
る
為
、
「
彼
」
は
自
ら
「
成
長
す
る
壁
」
ま
で
案
内
し
よ
う
と
提
案
す
る
。

二
人
は
「
ラ
ク
ダ
」
を
手
配
し
、
「
ラ
ク
ダ
」
に
跨
っ
た
「
ユ
ル
バ
ン
教
授
」

は
「
彼
」
の
胸
の
中
へ
吸
収
さ
れ
る
。
胸
の
中
の
様
子
は
「
ド
ク
ト
ル
」
に

よ
っ
て
実
況
さ
れ
る
が
、
「
彼
」
の
流
し
た
涙
で
洪
水
が
起
こ
り
、
「
ユ
ル
バ

ン
教
授
」
は
押
し
流
さ
れ
て
結
局
「
成
長
す
る
壁
」
へ
た
ど
り
着
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
「
彼
」
の
胸
か
ら
脱
出
し
た
「
ユ
ル
バ
ン
教
授
」
と
「
ド
ク
ト
ル
」

は
、
つ
い
に
既
成
の
認
識
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
事
物
を
目
の
当
た
り
に
し
、

「
科
学
の
限
界
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。

　

一
方
、「
世
界
の
果
」
に
取
り
残
さ
れ
た
「
彼
」
は
、こ
の
後
自
身
が
「
壁
」

と
な
っ
て
無
限
に
成
長
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

〈
「
壁
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
〉

　

見
渡
す
か
ぎ
り
の
曠
野
で
す
。

　

そ
の
中
で
ぼ
く
は
静
か
に
果
し
な
く
成
長
し
て
ゆ
く
壁
な
の
で
す
。

　

「
ユ
ル
バ
ン
教
授
」
と
「
ド
ク
ト
ル
」
が
去
っ
た
後
、
部
屋
に
一
人
残
さ

れ
た
「
彼
」
は
突
如
「
壁
」
に
変
形
し
始
め
る
。
『
壁
』
の
結
末
に
象
徴
さ

れ
る
の
は
、
現
実
世
界
に
お
け
る
様
々
な
意
味
づ
け
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。

無
限
に
広
が
る
「
曠
野
」
で
の
「
壁
」
の
成
長
、
そ
れ
は
い
く
ら
巨
大
化
し

て
も
永
久
に
内
部
と
外
部
を
分
け
る
も
の
に
は
な
り
得
ず
、
人
間
を
外
敵
か

ら
守
っ
た
り
、
閉
じ
込
め
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
右
に
引
用
し
た
「
彼
」

の
最
後
の
言
葉
は
、
「
壁
」
と
い
う
物
質
ら
し
く
無
機
質
で
無
感
動
な
も
の

だ
が
、
既
成
秩
序
の
中
で
疎
外
さ
れ
て
い
た
頃
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
解
放

感
を
読
者
に
与
え
、
こ
れ
か
ら
「
彼
」
の
本
当
の
現
実
が
始
ま
る
の
だ
と
い

う
希
望
を
感
じ
さ
せ
る
。「
静
か
に
果
し
な
く
成
長
し
て
ゆ
く
」
―
こ
れ
は
「
主

体
」
の
偉
容
を
形
容
す
る
も
の
で
は
な
い
。
永
遠
の
運
動
と
い
う
変
身
可
能

性
を
支
え
る
力
の
存
在
を
示
す
。
石
川
淳
の
「
序
」
に
い
う
よ
う
に
、
壁
に

お
い
て
発
見
さ
れ
た
の
は
「
生
活
の
解
放
」
だ
が
、
た
だ
「
解
放
と
は
運
動

の
持
続
の
属
性
で
あ
っ
て
、
精
神
が
特
定
の
状
態
に
入
り
込
む
こ
と
と
は
ち
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が
う
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
永
遠
の
運
動
力
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。

　

「
彼
」
は
新
た
な
生
の
創
造
の
前
に
、
古
い
秩
序
と
の
決
別
の
儀
式
を
行
っ

て
い
る
。
そ
の
儀
式
と
は
、
映
画
館
で
「
せ
む
し
」
が
講
じ
た
「
壁
を
凝
視
」

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
男
の
マ
ネ
キ
ン
か
ら
受
け
取
っ
た
切
符
を
手
に
、

「
ぼ
く
」
は
古
い
映
画
館
へ
赴
き
、
そ
こ
で
「
曠
野
」
の
映
像
が
流
れ
る
だ

け
の
不
思
議
な
映
画
を
目
に
す
る
。
「
せ
む
し
」
の
講
演
に
よ
る
と
、「
ぼ
く
」

の
胸
に
吸
収
さ
れ
た
「
曠
野
」
こ
そ
が
「
世
界
の
果
」
な
の
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」

は
ス
ク
リ
ー
ン
を
突
き
抜
け
、
自
身
の
心
象
風
景
で
あ
る
部
屋
の
中
に
入
り

込
む
。
そ
し
て
四
方
を
「
壁
」
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
安
堵
し
、
次
の
詩

を
朗
読
し
始
め
る
。

　

壁
よ

　

私
は
お
前
の
偉
大
な
い
と
な
み
を
頌
め
る

　

人
間
を
生
む
た
め
に
人
間
か
ら
生
れ

　

人
間
か
ら
生
れ
る
た
め
に
人
間
を
生
み

　

お
前
は
自
然
か
ら
人
間
を
解
き
放
っ
た

　

私
は
お
前
を
呼
ぶ

　

人
間
の
仮
設
と

　

凝
視
し
続
け
た
「
壁
」
は
「
彼
」
の
胸
の
中
に
吸
収
さ
れ
、「
お
ま
え
の
中
で
、

も
う
何
も
の
か
ら
も
呼
ば
れ
な
い
た
だ
の
石
に
な
っ
て
、
よ
み
が
え
ろ
う
。
」

と
い
う
言
葉
を
残
し
て
消
滅
す
る
。
そ
し
て
物
語
の
結
末
で
「
彼
」
の
内
部

と
外
部
が
同
化
し
、
「
壁
」
へ
の
変
貌
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
物
語
の
中
で
「
ぼ
く
」
は
多
く
の
も
の
を
喪
失
し
て
き
た
。
恋
人
や

肉
親
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
と
の
繋
が
り
を
失
い
、
つ
い
に
は
自
身
の
肉
体

ま
で
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
「
主
体
」
信
奉
者
の
側
に
立
っ
て
『
壁
』
の
諸

作
品
を
読
め
ば
、
〈
人
類
〉
の
根
拠
を
す
べ
て
奪
わ
れ
た
彼
ら
主
人
公
た
ち

は
悲
劇
の
主
人
公
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
物
語
は
安
部
公
房
式
の
喜
劇

で
あ
る
。
「
洪
水
」
の
「
液
体
人
間
」
と
同
様
、「
ぼ
く
」
は
新
し
い
姿
の
〈
人
類
〉

に
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
始
ま
る
、
あ
る
い
は
再
開
さ
れ

る
の
は
、
永
久
の
運
動
で
あ
る
。
壁
（
分
節
化
）
に
よ
っ
て
人
間
は
生
ま
れ
、

世
界
を
分
節
化
す
る
人
間
の
営
み
が
壁
を
成
長
さ
せ
る
。
そ
し
て
自
然
、
な

い
し
自
然
化
さ
れ
た
秩
序
・
社
会
か
ら
、
人
間
は
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

５

　　

『
壁
』
の
主
人
公
は
映
画
に
登
場
す
る
怪
物
の
よ
う
な
日
常
の
破
壊
者
で

は
な
い
。
た
だ
〈
異
物
〉
と
し
て
存
在
し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
覚
に
悩
む

だ
け
の
気
弱
な
人
々
で
あ
る
。
そ
し
て
公
房
に
よ
れ
ば
、
日
常
を
不
変
の
も

の
だ
と
思
い
込
み
、
堅
守
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
方
こ
そ
が
本
物
の
破
壊
者

―
永
久
運
動
を
妨
げ
よ
う
と
企
て
る
点
に
お
い
て
、
未
来
の
破
壊
者
な
の
だ
。

実
際
、
彼
ら
が
ど
ん
な
に
目
ざ
わ
り
な
〈
異
物
〉
を
排
除
し
た
つ
も
り
に
な
っ

て
も
、
日
常
は
〈
異
物
〉
の
存
在
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
い
つ
の
間
に
か
崩
壊
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し
、
か
つ
て
の
風
景
の
や
す
ら
ぎ
は
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
公
房
の

作
品
は
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
喜
劇
性
の
真

に
革
新
的
な
意
義
が
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

敗
戦
の
経
験
か
ら
、
公
房
は
自
身
を
と
り
ま
く
現
実
が
安
全
を
保
障
す
る

も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
読
者
に
自
ら
発
見

さ
せ
る
為
に
、
あ
え
て
現
実
に
縋
り
つ
く
人
々
を
描
い
た
。
『
壁
』
の
原
点

と
な
っ
た
の
は
公
房
の
引
揚
体
験
に
ち
が
い
な
い
が
、
こ
の
体
験
か
ら
、
公

房
は
一
貫
し
た
思
想
を
鍛
え
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
喪
失
と
崩
壊
を

慄
き
な
が
ら
も
受
け
入
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
新
し
い
歴
史
を
刻
む
「
主
体
」

と
な
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
「
主
体
」
と
し

て
歴
史
に
参
加
し
た
つ
も
り
に
な
っ
た
瞬
間
か
ら
始
ま
る
、
次
の
崩
壊
を
―

永
久
運
動
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
如
く
―
哄
笑
を
も
っ
て
受
け
入
れ

よ
、
と
そ
の
思
想
は
命
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

安
部
公
房
の
文
章
は
す
べ
て
『
安
部
公
房
全
集
』
（
一
九
九
七
年
七
月
一
〇

日
～
二
〇
〇
九
年
三
月
六
日
発
行　

新
潮
社
刊
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

注

（
１
）
単
行
本
『
壁
』
（
一
九
五
一
年
五
月
、
月
曜
書
房
よ
り
刊
行
）
。
本
稿

で
主
に
取
り
上
げ
る
「
壁
―
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
初
出
は
「
近

代
文
学
」
（
一
九
五
一
年
二
月
）
。

（
２
）
安
部
公
房
「
あ
と
が
き
―
『
壁
』
」『
安
部
公
房
全
集
』
０
０
２
（
一
九
九
七

年
、
新
潮
社
）
、
五
一
五
頁

（
３
）
佐
々
木
基
一
「
解
説
」
安
部
公
房
『
壁
』
（
一
九
八
八
年
、
新
潮
社
）
、

二
六
三
頁

（
４
）
山
中
博
心
「
カ
フ
カ
と
安
部
公
房
―
そ
の
自
画
像
、
定
着
と
流
動
―
」 

（
有
村
隆
広
・
八
木
浩
編
『
カ
フ
カ
と
現
代
日
本
文
学
』
［
一
九
八
五
年
、

同
学
社
］
、
一
三
〇
‐
一
頁
）
。

（
５
）
有
村
隆
広
「
カ
フ
カ
と
安
部
の
小
説
―
『
審
判
』
と
『
壁
―
Ｓ
・
カ

ル
マ
氏
の
犯
罪
』
―
」　

注
（
４
）
の
前
掲
書
一
六
六
頁
。

（
６
）
安
部
公
房
「
破
滅
と
再
生
２
」『
安
部
公
房
全
集
』
０
２
８
（
二
〇
〇
〇

年
、
新
潮
社
）
、
二
五
二
頁
。

（
７
）
安
部
公
房
「
解
体
と
綜
合
」
『
安
部
公
房
全
集
』
０
０
５
（
一
九
九
七

年
、
新
潮
社
）
、
四
四
一
頁
。

（
８
）
安
部
公
房
「
種
な
し
人
間
は
悲
劇
か
」
『
安
部
公
房
全
集
』
０
１
９

（
一
九
九
九
年
、
新
潮
社
）
、
一
二
六
頁
。

（
９
）
小
熊
英
二
『
〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉
戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

公
共
性
』
（
二
〇
〇
二
年
、
新
曜
社
）
、
一
七
五
‐
二
〇
八
頁
。

（
（（
）
三
浦
雅
士
「
安
部
公
房
の
座
標
」
『
贋
月
報　

安
部
公
房
全
集
三
〇
サ

ブ
・
ノ
ー
ト[

特
別
版]

』
（
二
〇
〇
九
年
、
新
潮
社
）
、
一
〇
頁
。

〈
さ
と
う 

さ
き
こ
／
二
〇
一
六
年
日
本
語
・
日
本
文
学
科
卒
〉
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