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プ
ル
ー
ス
ト
と
供
犠

岩　

野　

卓　

司

は
じ
め
に

プ
ル
ー
ス
ト
と
バ
タ
イ
ユ
。
ど
う
見
て
も
相
容
れ
な
い
作
家
で
あ
る
。

方
や
エ
レ
ガ
ン
ト
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
趣
味
を
誇
り
、
社
交
界
や
愛
の
嫉
妬
に

つ
い
て
の
繊
細
な
描
写
で
読
者
を
誘
う
長
編
小
説
家
で
あ
り
、
も
う
片
方

は
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
、
暴
力
、
禁
断
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
を
混
乱
し
た

言
語
で
表
現
す
る
過
激
な
ま
で
も
破
壊
的
な
短
編
小
説
家
で
あ
る
。
プ
ル

ー
ス
ト
の
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
と
、﹃
眼
球
譚
﹄、﹃
マ
ダ
ム
・
エ
ド

ワ
ル
ダ
﹄、﹃
わ
が
母
﹄
な
ど
の
バ
タ
イ
ユ
の
作
品
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
趣

味
に
お
い
て
も
創
作
技
法
に
お
い
て
も
、
両
者
の
隔
た
り
は
一
目
了
然
で

 

―
バ
タ
イ
ユ
流
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
解
釈
に
つ
い
て

残ル・
サ
デ
ィ
ッ
ク

酷
な
人
の
心
の
な
か
に
は
―
―
―
彼
が
ど
ん
な
に
善
良
な
人
間
で
あ
ろ
う
と
も
、
む
し
ろ
彼
が
善
良
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
―
―
―
悪
へ
の
渇
望
と
い
う
も
の
が
あ
る
〔
…
〕。	

マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト

プ
ル
ー
ス
ト
の
忘
却
の
仕
方
、
苦
し
み
方
に
友
情
を
加
え
よ
う
。
こ
れ
は
至
高
の
共
犯
感
情
で
あ
る
。

	

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ

プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
が
ア
ポ
ロ
ン
の
優
美
さ
を
帯
び
れ
ば
お
び
る
ほ
ど
、
そ
こ
で
は
バ
ッ
カ
ス
的
な
要
素

が
神
々
し
く
―
―
破
廉
恥
に
―
―
剝
き
出
し
に
な
る
の
だ
。	

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
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あ
ろ
う
。
た
だ
、
確
か
に
そ
う
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
バ
タ
イ
ユ
が
プ
ル

ー
ス
ト
を
愛
読
し
て
い
た
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
事
実
に
他
な
ら
な
い
。

読
書
の
成
果
と
し
て
、
彼
は
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
考

を
四
つ
残
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
﹃
内
的
経
験
﹄
の
な
か
の
﹁
ポ
エ
ジ
ー

お
よ
び
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
余
談
1
﹂
で
あ
り
、
も
う

ひ
と
つ
は
戦
後
﹃
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
﹄
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
文
﹁
マ
ル
セ
ル
・

プ
ル
ー
ス
ト
と
瀆
聖
さ
れ
た
母
親
2
﹂
と
﹁
プ
ル
ー
ス
ト
3
﹂
で
あ
り
、
さ

ら
に
ひ
と
つ
は
﹃
文
学
と
悪
﹄
所
収
の
﹁
プ
ル
ー
ス
ト
4
﹂︵﹃
ジ
ャ
ン
・
サ

ン
ト
ゥ
イ
ユ
﹄
論
︶
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
第
二
次
大
戦
中
か
ら

戦
後
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
バ
タ
イ
ユ
は
か
な
り

若
い
こ
ろ
に
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
み
耽
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
に
司
書
に
な
る
バ
タ
イ
ユ
は
、
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
の
ひ
と
つ
で
あ

る
古
文
書
学
院
を
次
席
で
卒
業
す
る
。
優
秀
な
成
績
の
褒
賞
と
し
て
、

一
九
二
二
年
二
月
か
ら
六
月
の
あ
い
だ
、
彼
は
ス
ペ
イ
ン
に
留
学
す
る
こ

と
に
な
る
。
当
時
の
バ
タ
イ
ユ
は
熱
烈
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
頃
に
信
仰
を
揺
ら
が
せ
る
出
来
事
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
留
学

先
で
彼
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
よ
う
な
小
説
を
書
い
て
い
る
と
手
紙
で
告
白

し
て
い
る
。

私
は
小
説
を
書
き
始
め
た
。
面
白
い
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
マ
ル
セ
ル
・

プ
ル
ー
ス
ト
ば
り
の
文
体
に
よ
っ
て
で
す
。
も
う
違
っ
た
や
り
か
た

で
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
5
。

六
月
に
国
立
図
書
館
の
研
修
司
書
に
任
命
さ
れ
、
バ
タ
イ
ユ
は
ス
ペ

イ
ン
か
ら
帰
国
す
る
。
そ
の
こ
ろ
読
み
始
め
た
ニ
ー
チ
ェ
に
感
銘
を
う

け
、
自
分
の
思
想
が
十
全
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
絶
賛
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
ろ
神
へ
の
信
仰
を
決
定
的
に
失
い
、
彼
は
棄
教
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
バ
タ
イ
ユ
が
キ
リ
ス
ト
教
を
捨
て
た
決
定
的
な
引
き
金

は
ニ
ー
チ
ェ
の
読
書
体
験
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
揺
れ

動
い
て
い
た
時
期
で
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
読
書
は
、
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
何

ら
か
の
か
た
ち
で
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
神
の
死
﹂
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
一
九
四
〇
年
代
に
な
っ
て
執
筆
さ
れ

た
﹃
内
的
経
験
﹄
で
は
、
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
神
の
死
﹂
を
扱
っ
て
い
る
章

で
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
﹁
余
談
﹂
を
挿
入
し
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ

の
文
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
﹁
内
的
経
験
﹂
が
キ
リ
ス
ト
教
の
﹁
教
義
の
足

か
せ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
﹂
と
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
自
分
の
間
に
﹁
至

高
の
共
犯
感
情
6
﹂
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
こ
う
い
っ
た
挿
入
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
棄
教
の
際
に
、
バ
タ

イ
ユ
を
通
し
て
プ
ル
ー
ス
ト
と
ニ
ー
チ
ェ
は
す
で
に
何
ら
か
の
関
係
を
持

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
バ
タ
イ
ユ
の
伝
記
研
究
者
の
ミ
シ

ェ
ル
・
シ
ュ
リ
ヤ
は
、﹁
プ
ル
ー
ス
ト
が
腐
食
さ
せ
は
じ
め
た
も
の
を
ニ

ー
チ
ェ
が
倒
壊
さ
せ
た
の
だ
7
﹂
と
推
測
し
て
い
る
。

棄
教
を
め
ぐ
っ
て
交
錯
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
﹁
プ
ル
ー
ス
ト
の
経
験
﹂

と
﹁
ニ
ー
チ
ェ
の
経
験
﹂
は
、
そ
の
後
の
バ
タ
イ
ユ
の
思
想
で
は
ど
う
絡

み
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
﹁
神
の
死
﹂
と
﹁
無
神
学
﹂
と
い
う

バ
タ
イ
ユ
の
思
想
の
中
核
に
か
か
わ
る
問
い
で
あ
る
。
棄
教
へ
の
プ
ル
ー
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ス
ト
の
関
与
を
知
る
た
め
に
も
こ
の
問
い
は
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

１　
『
内
的
経
験
』
の
な
か
の
プ
ル
ー
ス
ト
論

　

パ
リ
の
国
立
図
書
館
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
バ
タ
イ

ユ
は
芸
術
と
考
古
学
の
専
門
誌
﹃
ア
チ
ュ
レ
ー
ズ
﹄
に
寄
稿
し
た
り
、
美

学
・
美
術
系
の
雑
誌
﹃
ド
キ
ュ
マ
ン
﹄
の
編
集
長
を
し
た
り
し
た
。
そ
の

後
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
系
の
雑
誌
﹃
社
会
批
評
﹄
に
寄
稿
し
た
り
、﹁
コ
ン

ト
ル
・
ア
タ
ッ
ク
﹂
と
い
う
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
政
治
活
動
を
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ト
た
ち
と
展
開
し
た
り
、﹁
ア
セ
フ
ァ
ル
﹂
と
い
う
名
の
雑
誌
を
創

刊
し
、
同
名
の
秘
密
結
社
を
つ
く
っ
て
聖
な
る
共
同
体
を
実
践
し
、
さ
ら

に
は
聖
な
る
社
会
学
を
探
求
す
る
﹁
社
会
学
研
究
会
﹂
を
創
設
し
た
。
そ

う
い
っ
た
活
動
の
か
た
わ
ら
、
一
九
二
七
年
に
は
﹃
眼
球
譚
﹄︵
初
版
︶
が

出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
小
説
は
プ
ル
ー
ス
ト
ば
り
の
文
体
で
書
い
た
も
の

で
も
な
け
れ
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
真
似
た
よ
う
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
四
三
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
内
的
経
験
﹄
ま
で
、
バ
タ
イ
ユ

は
プ
ル
ー
ス
ト
を
論
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

第
二
次
大
戦
が
は
じ
ま
る
と
、
バ
タ
イ
ユ
は
日
記
を
つ
け
始
め
、
そ
れ

が
﹃
内
的
経
験
﹄、﹃
有
罪
者
﹄、﹃
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
﹄
と
い
う
﹃
無
神

学
大
全
﹄
三
部
作
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ど
の
作
品
も
断
章
形
式
で
の
哲

学
的
思
索
が
記
さ
れ
て
お
り
、
神
秘
的
経
験
、
キ
リ
ス
ト
教
批
判
、
神
の

死
、
知
の
限
界
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
笑
い
、
好
運
な
ど
が
ひ
き
つ
っ

た
文
体
で
語
ら
れ
て
い
る
。
特
に
そ
の
第
一
巻
で
あ
る
﹃
内
的
経
験
﹄
は
、

後
に
﹁
無
神
学
﹂
と
呼
ば
れ
る
﹁
新
し
い
神
秘
神
学
﹂
に
つ
い
て
の
思
索
が

記
さ
れ
た
野
心
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
﹁
無
神
学
﹂
の
ベ
ー
ス
に
な

る
も
の
が
、
内
的
経
験
で
あ
る
。
こ
の
経
験
は
、
伝
統
的
に
は
神
秘
的
経

験
︵exp

érien
ce m

ystiq
u
e

︶
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
バ

タ
イ
ユ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
た
ち
が
こ
の
経
験
を
教
義
と
と
も
に
解
釈

す
る
の
に
対
し
、
内
的
経
験
と
い
う
呼
称
を
つ
か
う
こ
と
で
経
験
そ
の
も

の
の
探
求
に
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
8
。

そ
の
﹃
内
的
経
験
﹄
の
第
四
部
﹁
刑
苦
へ
の
追
伸
︵
あ
る
い
は
新
し
い
神

秘
神
学
︶﹂
の
な
か
の
第
六
章
︵
最
終
章
︶﹁
ニ
ー
チ
ェ
﹂
で
は
、
章
を
二
つ

に
分
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、﹁
ポ
エ
ジ
ー
お
よ
び
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー

ス
ト
に
つ
い
て
の
余
談
﹂
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
章
と
節
の
タ
イ
ト
ル
を

そ
れ
ぞ
れ
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ⅵ
ニ
ー
チ
ェ　

す
べ
て
を
生
贄
と
す
る
供
犠
に
つ
い
て
9

ポ
エ
ジ
ー
お
よ
び
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
余
談
10

す
べ
て
を
生
贄
と
す
る
供
犠
に
つ
い
て
︵
続
き
、
そ
し
て
終
り
︶11

﹃
内
的
経
験
﹄
第
四
部
﹁
刑
苦
へ
の
追
伸
﹂
は
、﹁
新
し
い
神
秘
神
学
﹂
と

も
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
バ
タ
イ
ユ
は
こ
こ

で
﹁
内
的
経
験
﹂
の
視
点
か
ら
既
存
の
哲
学
や
神
学
を
取
り
上
げ
批
判
し

た
り
し
て
自
分
の
﹁
神
秘
神
学
﹂
の
新
し
さ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
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の
第
四
部
の
末
尾
に
位
置
す
る
こ
の
章
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
神
の
死
﹂
を

バ
タ
イ
ユ
が
独
自
の
視
点
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
挿
入
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
神
の
死
﹂
と

プ
ル
ー
ス
ト
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

﹁
余
談
﹂
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
の
﹁
余
談
﹂
の
な
か
で
、
バ
タ
イ
ユ
は
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
を

ど
う
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
二
つ
の
特
色

を
持
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
こ
の
作
品
を
ポ
エ
ジ
ー
と
し
て
読
む
こ

と
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

今
や
私
は
ポ
エ
ジ
ー
に
も
っ
と
広
大
で
な
お
か
つ
漠
然
と
し
た
地
平

を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
書
物

と
い
う
現
代
の
﹃
千
一
夜
物
語
﹄
の
地
平
で
あ
る
12
。

ポ
エ
ジ
ー
は
韻
文
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
﹃
失
わ
れ
た

時
﹄
と
い
う
散
文
も
ポ
エ
ジ
ー
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
こ

の
作
品
の
な
か
に
あ
る
神
秘
的
と
も
い
え
る
い
く
つ
か
の
経
験
に
バ
タ
イ

ユ
が
自
分
の
﹁
内
的
経
験
﹂
と
同
じ
も
の
を
見
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

私
が
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
長
々
と
語
ろ
う
と
し
た

の
は
、
彼
が
た
ぶ
ん
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
内
的
経
験
を
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。︵
も
っ
と
も
こ
の
経
験
は
、
多
く
の
混
ざ
り
合

っ
た
軽
薄
さ
や
多
く
の
幸
福
な
無
頓
着
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
魅
力
的

だ
ろ
う
。︶
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
経
験
は
教
義
の
足

か
せ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
彼
の
忘
却
の
仕
方
、
苦
し
み
方

に
友
情
を
加
え
よ
う
。
こ
れ
は
至
高
の
共
犯
感
情
で
あ
る
13
。

プ
ル
ー
ス
ト
も
バ
タ
イ
ユ
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
内
的
経
験
そ
の
も
の
を
探
求
し
て
い
た
の
だ
。﹃
失
わ
れ

た
時
﹄
に
描
か
れ
る
世
界
は
、
話
者
マ
ル
セ
ル
の
内
的
な
視
点
か
ら
述
べ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
神
秘
的
な
経
験
も

キ
リ
ス
ト
教
の
束
縛
な
く
描
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
特
色
の
う
ち
ま
ず
﹁
内
的
経
験
﹂
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
よ
う
。

﹁
内
的
経
験
﹂
に
つ
い
て
バ
タ
イ
ユ
は
﹃
見
出
さ
れ
た
時
﹄
の
﹁
純
粋
な

状
態
に
あ
る
わ
ず
か
な
時
間
14
﹂
の
経
験
、﹃
花
咲
く
乙
女
た
ち
﹄
の
な
か

の
﹁
三
本
の
木
﹂
に
つ
い
て
の
下
り
15
を
引
用
し
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
彼
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
﹁
内
的
経
験
﹂︵
神
秘
的
経
験
︶
に
つ
い

て
独
自
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

ま
ず
内
的
経
験
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
既
知
の
も
の
が
崩
壊
し

未
知
な
る
も
の
と
な
り
、
形
も
特
定
で
き
な
い
不ア
モ
ル
フ

定
形
な
状
態
で
あ
る
。

あ
る
特
権
的
な
瞬
間
に
、
恍
惚
＝
脱
我
を
通
し
て
人
は
こ
の
状
態
に
い
た

る
の
だ
。
こ
の
ア
モ
ル
フ
な
状
態
を
バ
タ
イ
ユ
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
影
響
を

受
け
な
が
ら
﹁
時
間
︵tem

p
s

︶﹂
と
呼
ぶ
。
そ
の
動
的
な
面
を
強
調
し
た

用
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
プ
ル
ー
ス
ト
読
解
に
も
十
分
に

生
か
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
﹃
失
わ
れ
た
時
﹄
に
﹁
時
間
の
哲
学
﹂
で
は
な
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く
、﹁
時
間
そ
の
も
の
﹂
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
時
間
に
つ
い
て
の
高
次
な
思
弁
で
は
な
く
、
時

間
そ
の
も
の
の
動
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と
、

﹃
失
わ
れ
た
時
﹄
の
最
終
巻
﹃
見
出
さ
れ
た
時
﹄
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
ト
大

公
夫
人
の
昼
食
会
の
場
面
で
語
ら
れ
て
い
る
﹁
時
間
﹂
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
話
者
が
か
つ
て
の
友
人
や
知
人
に
会
い
そ
の
老
い
た
姿
を
克
明
に
語

っ
て
い
る
。
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
人
は
衰
え
死
ん
で
い
き
、
物
も
変

化
し
て
い
く
さ
ま
が
そ
こ
で
は
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
す
で
に
既
知
の

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
人
の
容
姿
も
、
時
間
の
せ
い
で
、
残
酷
に
破
壊
さ
れ

る
の
だ
。
バ
タ
イ
ユ
は
こ
こ
に
時
間
の
破
壊
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
時
間

を
通
し
て
、
事
物
の
秩
序
が
崩
れ
、
破
壊
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
そ
の
本

当
の
姿
を
示
し
て
く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

見
せ
か
け
に
過
ぎ
な
い
既
知
の
事
物
は
、
し
か
し
な
が
ら
何
ら
防
ぐ

手
だ
て
も
な
く
時
間
の
餌
食
に
な
る
限
り
、
既
知
の
事
物
は
未
知
な

る
も
の
の
暗
闇
に
帰
し
て
し
ま
う
16
。

認
識
さ
れ
同
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
事
物
が
時
間
が
経
つ
に
つ
れ

崩
壊
し
て
い
き
元
の
姿
を
と
ど
め
な
い
。
こ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
既
知
な

も
の
が
一
瞬
に
し
て
崩
れ
﹁
未
知
な
る
も
の
﹂
に
か
わ
る
内
的
経
験
の
あ

り
か
た
と
類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
バ
タ
イ
ユ
は
一
歩
進
ん
で
﹁
時
間
﹂

と
﹁
未
知
な
る
も
の
﹂
を
同
一
視
す
る
。

　

高
み
か
ら
事
物
を
支
配
し
破
砕
し
否
定
す
る
時
間
と
い
う
悪
は
、

認
識
で
き
な
い
も
の
そ
の
も
の
な
の
だ
17
。

　

時
間
は
捉
え
が
た
い
未
知
な
る
も
の
で
あ
る
。
認
識
し
た
り
所
有
し

た
り
は
で
き
な
い
。﹃
失
わ
れ
た
時
﹄
の
話
者
マ
ル
セ
ル
の
恋
人
で
あ
る

ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
は
﹁
時
の
女
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
女
が
未

知
の
部
分
を
残
し
た
接
近
で
き
な
い
女
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
話
者
は
そ
の

思
い
の
な
か
で
愛
情
と
嫉
妬
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。﹁
た
ぶ
ん
ア
ル
ベ

ー
ル
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
に
つ
い
て
、
プ
ル
ー
ス
ト

は
﹃
時
の
女
神
﹄︵﹃
見
出
さ
れ
た
時
﹄、
II
、
250
︶
と
ま
で
主
張
し
て
い
た
。

彼
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
は
、
ど
う
手
を
つ
く
し
て
も
彼
女
が
接
近
不
可

能
で
未
知
の
ま
ま
で
あ
り
、
彼
女
が
自
分
か
ら
逃
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と

だ
と
思
う
18
﹂。
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
そ
の
も
の
は
ど

う
で
も
よ
い
存
在
で
、
む
し
ろ
所
有
で
き
な
い
こ
の
恋
人
が
形
容
す
る

﹁
時
間
﹂
の
ほ
う
が
問
題
な
の
で
あ
る
。﹁
時
間
﹂
は
﹁
未
知
な
る
も
の
﹂
で

あ
り
、
所
有
し
よ
う
と
す
れ
ば
逃
げ
去
り
接
近
し
よ
う
と
す
れ
ば
遠
ざ
か

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
か
た
ち
で
、
彼
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
作

品
を
自
分
の
﹁
内
的
経
験
﹂
の
考
え
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
読
解
し
て
い

く
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
時
間
に
つ
い
て
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
叙
述

を
内
的
経
験
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
な
が
ら
も
、
バ
タ
イ
ユ
は
プ
ル
ー
ス

ト
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
経
験
が
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
よ
う
に
、
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﹁
限
定
さ
れ
た
内
的
経
験
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
プ
ル
ー
ス

ト
は
特
権
的
な
瞬
間
に
遭
遇
し
て
も
、
印
象
を
﹁
所
有
﹂
し
よ
う
と
し
て

お
り
、﹁
私
﹂
の
存
続
を
許
し
て
い
る
か
ら
だ
。

詩
的
イ
メ
ー
ジ
や
﹁
印
象
﹂
が
、
な
お
も
所
有
者
の
感
覚
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
自
分
に
結
び
付
け
る
﹁
私
﹂
の
存
続
を
と
ど
め
て
い
る
。

た
と
え
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
や
﹁
印
象
﹂
が
そ
れ
ら
か
ら
は
み
出

す
場
合
に
す
ら
19
。

内
的
経
験
の
本
来
の
あ
り
方
は
、
徹
底
的
に
認
識
や
所
有
か
ら
遠
ざ
か

る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
恍
惚
＝
脱
我
の
状
態
に
お
い
て
、
認
識
し
所

有
す
る
﹁
私
﹂
は
崩
壊
し
、
同
じ
く
崩
壊
し
﹁
未
知
な
る
も
の
﹂
と
な
っ
た

事
物
と
通
常
と
は
異
な
っ
た
交
わ
り
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
バ
タ

イ
ユ
は
﹁
交
流
﹂
と
呼
ぶ
。
こ
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
場

合
、
所
有
す
る
﹁
私
﹂
は
残
っ
て
い
る
の
で
、
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
﹃
見
出
さ
れ
た
時
﹄
で
純
粋
な
状
態

の
時
間
を
﹁
時
間
の
世
界
か
ら
の
超
越
﹂、﹁
事
物
の
永
遠
の
本
質
20
﹂
と

し
て
捉
え
る
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
純
粋
状
態
に
あ
る
時
間
﹂
は
次
の
ペ
ー
ジ
で
は

﹁
時
間
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
る
﹂。
深
い
と
こ
ろ
で
は
記
憶
も
認
め

る
、
時
間
の
計
り
知
れ
な
い
未
知
は
、
記
憶
の
な
か
で
そ
の
反
対
物

で
あ
る
認
識
と
混
ざ
り
合
う
と
い
う
記
憶
の
だ
ま
し
絵
が
以
上
の
こ

と
な
の
だ
。
こ
の
認
識
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
時
間
を
逃
れ
永
遠
に

達
す
る
と
い
う
錯
覚
を
時
折
い
だ
く
の
だ
21
。

プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
、﹁
純
粋
状
態
に
あ
る
時
間
﹂
は
時
間
の
秩
序

か
ら
解
放
さ
れ
た
﹁
永
遠
﹂
に
他
な
ら
な
い
。
神
学
や
形
而
上
学
の
伝
統

に
即
せ
ば
、
そ
れ
は
神
に
通
じ
た
﹁
永
遠
の
現
在
﹂
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

パ
タ
イ
ユ
の
考
え
か
ら
す
る
と
、
時
間
の
外
に
あ
る
永
遠
は
、
未
知
な
る

時
間
を
、
固
定
し
同
定
で
き
る
も
の
に
し
、
さ
ら
に
既
知
の
も
の
に
還
元

し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。﹃
失
わ
れ
た
時
﹄
で
は
、
プ
ル
ー
ス
ト

自
身
が
話
者
を
通
し
て
時
間
の
解
釈
を
示
す
の
だ
が
、
バ
タ
イ
ユ
は
こ
の

自
己
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
。

﹁
私
﹂
の
存
続
を
許
し
た
﹁
限
定
さ
れ
た
内
的
経
験
﹂
で
あ
る
点
、﹁
純

粋
状
態
に
あ
る
時
間
﹂
を
時
間
外
の
永
遠
と
解
釈
す
る
点
で
、
バ
タ
イ
ユ

は
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
の
解
釈
と
一
線
を
画
す
の
だ
。
と
は
い
え
、
バ
タ
イ

ユ
に
と
っ
て
プ
ル
ー
ス
ト
は
内
的
経
験
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
は
﹃
失
わ
れ
た
時
﹄
の
作
者
と
﹁
至
高
の

共
犯
感
情
﹂
を
結
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

２ 

供
犠
の
歴
史

﹁
内
的
経
験
﹂
と
プ
ル
ー
ス
ト
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
、

次
に
﹁
ポ
エ
ジ
ー
﹂
の
ほ
う
に
移
り
た
い
。
た
だ
、
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て

ポ
エ
ジ
ー
は
供
犠
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
、
多
少
遠
回
り
に
は
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な
る
が
、
ポ
エ
ジ
ー
に
入
る
前
に
供
犠
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
第
四
部
﹁
刑
苦
へ
の
追
伸
﹂
第
六
章
﹁
ニ
ー
チ
ェ
﹂
で
は
何
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
プ
ル
ー
ス
ト
が
語
ら
れ
る
文

脈
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
﹁
供
犠
﹂
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

バ
タ
イ
ユ
は
ニ
ー
チ
ェ
を
引
い
て
、﹁
供
犠
﹂
の
歴
史
を
考
え
て
い
る
。

﹃
善
悪
の
彼
岸
﹄
の
ひ
と
つ
の
断
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ

で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
供
犠
の
根
本
に
あ
る
の
は
残
酷
さ
で
あ
り
、
そ

の
残
酷
さ
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

宗
教
的
残
酷
に
は
大
き
な
階
梯
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
く
の
段
階
が

あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
三
つ
の
段
階
が
一
番
重
要
で
あ
る
。
か
つ
て

人
は
人
身
を
そ
の
神
に
捧
げ
た
。
た
ぶ
ん
ま
さ
に
自
分
の
一
番
愛
す

る
者
た
ち
を
捧
げ
た
の
だ
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
先
史
時
代
の
あ
ら
ゆ

る
宗
教
に
見
ら
れ
る
初
子
の
奉
納
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
カ
プ
リ
島
の

ミ
ト
ラ
の
洞
窟
で
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
が
行
っ
た
供
犠
で
あ
り
、
こ
れ

は
あ
ら
ゆ
る
ロ
ー
マ
的
な
時
代
錯
誤
の
な
か
で
も
最
も
恐
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
時
代
が
く
だ
り
、
人
類
の
道
徳
的
な
時
期
に
な
る

と
、
人
は
そ
の
神
に
自
分
の
最
も
暴
力
的
な
本
能
を
捧
げ
た
、
自
分

の
﹁
自
然
﹂
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
あ
の
祝
祭
の
歓
喜
は
禁
欲
者
や

﹁
反
自
然
﹂
の
幻
視
者
の
残
酷
な
ま
な
ざ
し
の
な
か
に
爆
発
し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
捧
げ
る
何
が
残
っ
て
い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
を
慰

め
供
犠
を
行
わ
せ
癒
し
て
く
れ
た
も
の
す
べ
て
を
、
あ
ら
ゆ
る
希
望
、

隠
れ
た
調
和
へ
の
あ
ら
ゆ
る
信
仰
を
最
後
に
捧
げ
る
必
要
は
な
い
の

か
。
神
自
身
を
捧
げ
、
自
身
に
対
す
る
残
酷
さ
か
ら
石
、
愚
行
、
鈍

重
さ
、
運
命
、
無
を
讃
え
る
必
要
は
な
い
の
か
。
神
を
無
に
捧
げ
る

こ
と
︱
最
終
的
な
残
酷
さ
の
こ
の
神
秘
は
登
場
し
つ
つ
あ
る
わ
れ

わ
れ
の
世
代
に
と
っ
て
お
か
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
み
な
そ
れ
に
つ
い

て
既
に
何
か
を
知
っ
て
い
る
22
。

宗
教
的
な
残
酷
は
、
大
き
く
分
け
て
三
段
階
あ
る
。
古
代
の
人
身
供
犠
、

キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
の
禁
欲
︵
欲
望
の
供
犠
︶、
現
代
に
お
け
る
神
の
供

犠
で
あ
る
。
こ
の
残
酷
さ
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
、
そ
れ
ま
で
何
か
を
捧

げ
ら
れ
る
相
手
だ
っ
た
神
ま
で
も
が
、
供
犠
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
の

だ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
っ
た
残
酷
さ
は
一
見
す
る
と
プ
ル
ー
ス
ト
に
は

無
縁
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
は
サ
デ
ィ
ズ
ム

に
つ
い
て
の
逸
話
が
あ
る
。﹃
不
可
能
な
も
の
﹄
と
い
う
物
語
の
な
か
で
、

バ
タ
イ
ユ
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
猟
奇
的
な
逸
話
を
披
露
し
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
性
的
ア
ク
メ
と
鼠
を
殺
す
瞬
間
の
一
致
が
語
ら
れ
て
い
る
。

︵
二
〇
年
前
に
逝
去
し
、﹃
千
一
夜
物
語
﹄
の
豊
饒
さ
に
比
肩
す
る
こ

と
を
夢
見
た
今
日
た
だ
一
人
の
作
家
で
あ
る
︶
Ｘ
は
、
ホ
テ
ル
の
一

室
に
赴
き
、
そ
こ
に
は
様
々
な
制
服
︵
竜
騎
兵
、
消
防
夫
、
水
夫
、

警
察
官
、
配
達
夫
︶
を
着
た
者
た
ち
が
通
さ
れ
た
。
Ｘ
は
レ
ー
ス
の

つ
い
た
毛
布
に
く
る
ま
れ
て
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
た
。
配
役
の
き
ま

っ
た
者
た
ち
が
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
ず
に
部
屋
の
な
か
を
あ
ち
こ
ち
歩

き
回
っ
た
。
Ｘ
の
お
気
に
入
り
の
若
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
ボ
ー
イ
が
、
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も
っ
と
も
美
し
い
制
服
で
着
飾
り
、
生
き
た
ネ
ズ
ミ
の
入
っ
た
籠
を

も
っ
て
や
っ
て
来
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
・
ボ
ー
イ
は
小
さ
な
円
テ
ー

ブ
ル
の
上
に
籠
を
置
き
、
ヘ
ア
ピ
ン
を
も
っ
て
鼠
を
刺
し
た
。
ピ
ン

が
心
臓
を
貫
い
た
瞬
間
、
Ｘ
は
レ
ー
ス
の
掛
布
団
を
精
液
で
汚
し

た
23
。

こ
の
逸
話
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ル
・
キ
ュ
ジ
ア
の
証
言
か
ら
の
流
布
に

基
づ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
24
。
バ
タ
イ
ユ
も
確
証
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、﹃
不
可
能
な
も
の
﹄
と
い
う
小
説
の
な
か
で
こ
の
話
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
に
は
﹁
聖
な
る
も
の
﹂
は
登
場
し
な
い

が
、
鼠
の
殺
害
に
は
供
犠
に
近
い
側
面
が
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
の
場
合
、
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
供
犠
で
の
恍
惚
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
、
鼠
の
犠
牲
が

性
的
な
恍
惚
を
も
た
ら
す
さ
ま
は
、
供
犠
に
近
い
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
バ
タ
イ
ユ
が
逸
話
の
真
偽
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
は
分
ら
な
い
が
、

﹃
不
可
能
な
も
の
﹄
で
の
プ
ル
ー
ス
ト
を
暗
示
す
る
作
家
の
登
場
は
こ
の

作
家
と
供
犠
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

﹁
ニ
ー
チ
ェ
﹂
の
章
に
戻
ろ
う
。
こ
の
章
で
は
、
バ
タ
イ
ユ
は
先
ほ
ど

の
﹁
宗
教
的
残
酷
﹂
の
歴
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
供
犠
に
つ
い
て
の
独
自

の
定
義
と
歴
史
を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
定
義
に
従
え
ば
、
供
犠
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
供
犠

と
は
有
用
性
を
破
壊
す
る
こ
と
の
謂
い
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

﹁
人
は
自
分
が
誤
用
す
る
財
産
の
供
犠
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
と
私
は

思
う
。︵
使
用
す
る
こ
と
は
根
源
的
な
誤
用
に
す
ぎ
な
い
︶25
﹂。
何
か
を

﹁
使
用
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
を
﹁
役
立
て
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
道
具
の
よ
う
に
何
ら
か
の
目
的
に
た
め
に
役
立
て

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
起
源
は
﹁
食
べ
る
こ
と
﹂、﹁
吸

収
す
る
こ
と
﹂
で
あ
り
、
そ
れ
は
﹁
生
に
役
立
つ
こ
と
﹂
で
あ
る
。
た
だ

同
時
に
、
人
は
食
物
を
﹁
生
に
役
だ
て
る
こ
と
﹂
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
罪
悪
感
を
覚
え
る
。
だ
か
ら
、﹁
使
用
﹂
と
は
﹁
誤
用
﹂
な
の
だ
。
バ

タ
イ
ユ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。﹁
人
間
は
貪
欲
で
あ
り
、
そ
う
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
し
か
し
人
間
は
貪
欲
さ
を
断
罪
す
る
。
貪
欲
と
は
甘
受
さ
れ

た
必
要
に
す
ぎ
な
い
。﹂
こ
う
い
っ
た
罪
悪
感
か
ら
、
食
べ
な
い
で
人
に

与
え
る
こ
と
が
聖
な
る
も
の
の
起
源
な
の
だ
。﹁
そ
し
て
、
自
分
自
身
や

所
有
さ
れ
た
財
産
の
う
え
に
贈
与
を
置
く
。
そ
れ
だ
け
が
、
輝
か
し
い
の

だ
。
植
物
や
動
物
を
食
物
に
し
な
が
ら
、
人
間
は
そ
れ
ら
の
も
つ
聖
な
る

性
格
、
自
分
と
似
た
性
格
、
傷
つ
け
る
こ
と
な
し
に
破
壊
し
た
り
消
費
し

た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
格
を
認
め
て
い
る
の
だ
26
。﹂

貪
欲
さ
の
対
象
に
な
る
の
は
、
物
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
も
所
有
さ
れ

奴
隷
に
さ
れ
る
こ
と
で
有
用
な
対
象
に
な
る
の
だ
。
バ
タ
イ
ユ
は
こ
う
説

明
す
る
。﹁
こ
の
過
程
で
、
ひ
と
り
の
人
間
が
他
の
人
間
た
ち
を
奴
隷
に

し
、
自
分
の
同
類
を
植
物
や
動
物
の
よ
う
に
所
有
さ
れ
食
べ
ら
れ
る
物
と

す
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
歩
み
で
あ
っ
た
。︹
⋮
︺27
﹂。
所
有
し
役
立
て

よ
う
と
す
る
欲
求
は
、
他
者
の
支
配
、
他
者
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
そ
う
な
る
と
他
人
と
の
関
係
は
有
用
な
関
係
の
み
と
な
り
、

お
互
い
の
生
を
感
じ
あ
う
﹁
交
流
﹂
が
そ
こ
に
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
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共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
の
﹁
交
流
﹂
の
た
め
に
供
犠
が
行
わ
れ
た
の
だ
。
太

古
や
古
代
あ
る
い
は
未
開
の
社
会
で
は
、
そ
れ
は
﹁
王
の
供
犠
﹂
で
あ
る
。

神
話
や
民
話
の
な
か
に
は
﹁
神
々
﹂
や
﹁
王
﹂
と
い
っ
た
共
同
体
の
最
高
位

に
あ
る
も
の
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。﹁
人
間
た
ち
は
民

衆
全
員
の
交
わ
り
に
戻
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
、
奴
隷
で
は
な
く
王

を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
人
々
の
間
で
王
よ
り
も
匕
首
で
刺
さ

れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
軍

事
的
指
導
者
の
場
合
、
供
犠
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。︵
戦
争
の
指
導
者
は

強
す
ぎ
た
の
だ
。︶
そ
ん
な
と
き
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
の

王
た
ち
が
選
ば
れ
た
。︵
こ
の
王
た
ち
は
変
装
し
た
捕
虜
で
あ
り
、
死
ぬ

ま
で
大
切
に
さ
れ
た
の
だ
︶28
﹂。
太
古
や
古
代
あ
る
い
は
未
開
の
共
同
体

で
は
、
最
高
の
地
位
に
あ
る
王
あ
る
い
は
そ
の
代
理
の
者
の
供
犠
を
す
る

こ
と
で
、
有
用
性
を
ベ
ー
ス
に
し
て
構
成
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
崩
壊

し
、
メ
ン
バ
ー
全
体
が
﹁
交
流
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
人
間
の
知
性
も
発
達
す
る
。
精
神

の
活
動
、
知
的
活
動
も
有
用
な
活
動
な
の
で
あ
る
。
コ
ギ
ト
か
ら
出
発
し

て
デ
カ
ル
ト
が
内
面
性
の
哲
学
を
作
り
上
げ
た
と
き
、
彼
は
﹁
生
の
役
に

た
つ
も
の
に
つ
い
て
の
明
晰
で
確
実
な
認
識
29
﹂
を
哲
学
の
目
的
に
し
て

い
た
と
バ
タ
イ
ユ
は
考
え
て
い
る
。
近
代
で
は
こ
の
有
用
性
の
価
値
観
が

さ
ら
に
進
み
、
神
ま
で
が
有
用
性
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る
。﹁
精

神
は
自
分
自
身
の
奴
隷
に
な
り
、
こ
う
い
っ
た
操
作
が
前
提
に
し
て
い
る

自
己
消
化
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
自
ら
を
消
費
し
奴
隷
に
し
破
壊
す

る
。
精
神
は
自
分
が
配
置
し
た
歯
車
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
歯
車
に
な
っ
て

し
ま
い
、
そ
の
成
果
が
自
身
か
ら
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
誤
用
を

じ
ぶ
ん
に
行
う
。
こ
の
成
果
が
、
結
局
、
精
神
に
お
い
て
有
用
で
な
い
も

の
は
何
も
存
続
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
隷
属
に
還
元
さ
れ

な
い
も
の
は
、
神
に
至
る
ま
で
存
在
し
な
い
の
だ
30
。﹂
こ
の
引
用
は
﹃
内

的
経
験
﹄
の
な
か
の
叙
述
で
宗
教
的
・
神
学
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
経
済
学
の
コ
ン
テ
キ

ス
ト
で
も
バ
タ
イ
ユ
は
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は
一
九
三
三
年
に

﹃
社
会
批
評
﹄
誌
に
発
表
し
た
﹁
消
費
の
概
念
﹂
以
来
、
消
費
を
ベ
ー
ス
に

し
た
経
済
に
つ
い
て
研
究
し
て
お
り
、
そ
れ
は
一
九
四
九
年
の
﹃
呪
わ
れ

た
部
分
﹄
に
結
実
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
経
済
の
著
述
で
は
近
代
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
社
会
が
有
用
性
を
徹
底
し
た
社
会
だ
と
し
て
い
る
。
精
神
も
神
も

含
め
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
有
用
性
の
な
か
に
繋
が
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
の
描
写
は
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
在
り
方
と
通
底
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
31
。

こ
の
よ
う
に
現
代
の
社
会
で
は
有
用
性
の
浸
透
が
徹
底
し
て
い
る
か
ら
、

普
通
の
供
犠
以
上
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
神
の
供
犠
と
い

う
究
極
の
供
犠
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
言
う
。﹁
人
間

が
自
分
の
理
性
に
対
し
て
後
か
ら
お
こ
な
っ
た
こ
の
上
な
い
誤
用
は
あ
る

最
終
的
な
供
犠
を
要
求
す
る
。
理
性
、
理
解
可
能
性
、
自
ら
が
拠
っ
て
立

つ
大
地
を
人
間
は
投
げ
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
に
お
い
て
神
は

死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
恐
怖
の
ど
ん
底
で
あ
り
、
人
間
が
屈

す
る
極
点
な
の
だ
32
﹂。

そ
こ
で
バ
タ
イ
ユ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
﹃
華
や
ぐ
智
慧
﹄
の
な
か
の
﹁
狂
人
﹂
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の
断
章
を
引
く
。﹁
狂
人
﹂
は
﹁
神
の
殺
害
﹂
を
予
言
し
て
い
た
の
だ
。

諸
君
は
、
真
昼
に
ラ
ン
プ
を
灯
し
て
大
広
場
に
駈
け
出
し
、﹁
俺
は

神
を
探
し
て
い
る
！
探
し
て
い
る
ん
だ
﹂
と
、
と
め
ど
も
な
く
叫
ぶ

あ
の
狂
人
の
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
集
ま

っ
て
い
た
者
た
ち
の
多
く
は
神
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
ど
っ

と
大
き
な
笑
い
が
起
き
た
。
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
た
の
か
い
、
と
あ

る
者
が
言
っ
た
。
子
供
の
よ
う
に
迷
子
に
な
っ
た
の
か
な
、
と
別
の

者
が
言
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
に
叫
び
な
が
ら
お
互
い
に
笑
っ
た
。

狂
人
は
彼
ら
の
真
ん
中
に
飛
び
込
み
、
射
る
よ
う
な
視
線
を
送
っ
た
。

﹁
神
様
が
ど
こ
に
行
っ
た
か
だ
っ
て
﹂
と
彼
は
叫
ん
だ
、﹁
俺
が
言
っ

て
や
ろ
う
か
。
俺
た
ち
が
神
を
殺
し
た
ん
だ
。
お
ま
え
た
ち
と
俺
と

で
な
！
俺
た
ち
は
み
な
神
の
殺
害
者
な
の
だ
！
﹂33
。

バ
タ
イ
ユ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
神
殺
し
﹂
を
﹁
究
極
の
供
犠
﹂
と
解
釈
し
、

こ
の
﹁
供
犠
﹂
に
よ
る
神
秘
的
経
験
を
構
想
す
る
。
神
は
万
物
と
そ
の
認

識
を
支
え
る
根
拠
で
あ
り
、
こ
の
根
拠
を
破
壊
す
る
こ
と
で
有
用
な
知
の

安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
は
瓦
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
究
極
の
供
犠
な
の

だ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ミ
サ
で
信
者
が
イ
エ
ス
の
供
犠
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
感
情
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
お
互
い
が
交
流
す
る
よ
う
に
、﹁
神
の
供

犠
﹂
を
通
し
て
さ
ら
に
強
烈
な
神
秘
的
経
験
と
交
流
を
め
ざ
す
こ
と
が
で

き
る
。
有
用
性
の
価
値
観
が
あ
ら
ゆ
る
知
を
覆
っ
て
い
る
現
代
に
は
、
こ

う
い
っ
た
全
面
的
な
究
極
の
供
犠
が
必
要
と
バ
タ
イ
ユ
は
考
え
る
の
だ
。

３ 

「
言
葉
の
供
犠
」
と
し
て
の
ポ
エ
ジ
ー

こ
こ
で
ポ
エ
ジ
ー
に
話
題
を
移
そ
う
。
ポ
エ
ジ
ー
は
供
犠
と
ど
う
い
う

関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
供
犠
が
問
題
に
な
る
﹁
ニ
ー
チ
ェ
﹂
と
い
う

章
で
、﹁
ポ
エ
ジ
ー
﹂
は
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
タ

イ
ユ
は
、
ポ
エ
ジ
ー
を
﹁
言
葉
の
供
犠
﹂
と
解
釈
す
る
。

　

ポ
エ
ジ
ー
に
つ
い
て
、
私
は
今
や
次
の
よ
う
に
述
べ
よ
う
。
思
う

に
、
ポ
エ
ジ
ー
は
言
葉
が
犠
牲
に
な
る
供
犠
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は

言
葉
を
使
用
す
る
、
言
葉
を
有
用
な
行
為
の
た
め
の
道
具
に
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
な
か
の
言
語
が
完
全
に
隷
属
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
な

ら
、
わ
れ
わ
れ
に
は
人
間
的
な
も
の
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ

わ
れ
は
人
間
と
事
物
が
あ
い
だ
で
語
が
導
入
す
る
効
果
的
な
関
係
を

な
し
で
す
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
狂
気

の
な
か
で
語
を
こ
の
関
係
か
ら
引
き
離
す
の
だ
34
。

言
葉
は
ふ
つ
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
。
だ

か
ら
、
有
用
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ポ
エ
ジ
ー
は
通
常
と
は
違

う
言
葉
の
あ
り
よ
う
を
示
す
こ
と
で
言
葉
を
こ
の
有
用
性
か
ら
引
き
離
す
。

道
具
と
し
て
の
言
葉
を
破
壊
す
る
こ
と
で
、
言
葉
の
も
つ
聖
な
る
姿
を
開

示
さ
せ
る
の
だ
。

た
だ
、
ポ
エ
ジ
ー
が
ひ
と
つ
の
供
犠
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
宿
命
に
あ
る
。
人
身
供
儀
か
ら
出
発
し
て
﹁
神
の
供
儀
﹂
に
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ま
で
至
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
の
残
酷
さ
を
思
い
出
そ
う
。
詩
人
も
言
葉
と

い
う
対
象
を
供
犠
に
付
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
供
儀
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
そ
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
は
と
ま
ら
ず
、
自
分
自
身
を
も
供
犠
の

対
象
に
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
だ
。

対
象
の
供
犠
が
わ
れ
わ
れ
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
確
信
し

て
い
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ず
っ
と
遠
く
、
主
体
の
供
犠
ま
で
行
く

必
要
性
を
し
ば
し
ば
感
じ
る
の
だ
35
。

対
象
の
供
犠
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
だ
け
に
収
ま
ら
な
い
。

供
犠
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
は
、
対
象
だ
け
で
な
く
主
体
も
供
犠
に
巻
き
込
ん

で
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
は
動
物
を
聖
別
し
て
殺
す
供
犠
の
儀
式
の
頂
点
で
、

執
行
者
も
ま
た
精
神
的
に
巻
き
込
ま
れ
て
自
分
を
傷
つ
け
た
り
殺
し
た
り

す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
供
犠
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
危
険
を
常
に
孕
ん

で
い
る
。﹃
有
用
性
の
限
界
﹄
で
、
バ
タ
イ
ユ
は
供
儀
を
行
う
も
の
が
そ

の
生
贄
と
同
一
化
し
て
し
ま
う
恐
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。﹁
失
う
と

い
う
欲
求
に
と
り
憑
か
れ
て
、
神
を
体
現
す
る
司
祭
は
、︹
生
贄
と
な
る
︺

こ
の
神
自
身
の
よ
う
に
、
供
儀
執
行
者
た
る
自
ら
の
犠
牲
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
36
。﹂
だ
か
ら
、﹁
ポ
エ
ジ
ー
の
天
才
﹂
と
言
わ
れ
る
詩
人
も
供
儀

の
宿
命
を
避
け
ら
れ
ず
、﹁
破
壊
の
本
能
﹂、﹁
破
滅
の
予
見
﹂
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
。
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
言
葉
の
供
犠
を
行
う
者
は
、
言
葉
だ
け
で

は
な
く
自
ら
を
も
供
犠
の
対
象
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て

い
く
。
詩
人
は
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
言
葉
の
供
犠
を
行
う
こ
と
で
、
自
己
破

壊
へ
と
導
か
れ
る
の
だ
。

　
　
　

ポ
エ
ジ
ー
の
天
才
と
は
言
葉
の
才
能
で
は
な
い
。︹
⋮
︺
と
い
う
の
も
、

ポ
エ
ジ
ー
の
天
才
は
、
多
く
の
凍
結
し
た
事
物
が
解
体
し
滅
び
交
流

す
る
た
め
に
、
密
か
に
期
待
さ
れ
た
破
滅
を
予
見
す
る
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。︹
⋮
︺
こ
の
本
能
は
破
壊
を
要
求
す
る
本
能
で
あ
る
か
ら
、

︹
⋮
︺、
あ
る
暗
い
感
情
が
突
然
も
っ
と
も
天
分
の
あ
る
者
を
死
へ
と

導
い
て
い
く
。
ま
た
別
の
者
は
死
ぬ
す
べ
を
し
ら
な
い
し
、
死
ぬ
こ

と
も
で
き
な
い
か
ら
、
完
全
に
自
己
破
壊
で
き
な
い
か
ら
、
少
な
く

と
も
自
分
の
な
か
の
ポ
エ
ジ
ー
を
破
壊
す
る
37
。

　

言
葉
の
供
犠
が
究
極
ま
で
導
い
た
例
と
し
て
、
バ
タ
イ
ユ
は
ラ
ン
ボ
ー

と
プ
ル
ー
ス
ト
を
挙
げ
て
い
る
。

ラ
ン
ボ
ー
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。﹁
単
純
な
精
神
の

持
ち
主
で
す
ら
、
ラ
ン
ボ
ー
が
曖
昧
さ
も
な
け
れ
ば
留
保
も
な
く
ポ
エ
ジ

ー
を
放
棄
し
完
璧
な
供
犠
を
行
う
こ
と
で
ポ
エ
ジ
ー
の
可
能
事
を
押
し
広

げ
た
こ
と
を
、
う
す
う
す
感
じ
て
い
た
38
﹂。﹁
単
純
な
精
神
の
持
ち
主
﹂

と
い
う
の
は
、
そ
の
頃
ま
で
バ
タ
イ
ユ
が
敵
対
し
て
い
た
ブ
ル
ト
ン
ら
の

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
ラ
ン
ボ
ー
を
評
価
し
て
い

た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
も
う
す
う
す
感
づ
い
て
い
た
の
が

ラ
ン
ボ
ー
に
よ
る
ポ
エ
ジ
ー
の
徹
底
で
あ
る
。
こ
の
究
極
の
詩
人
は
ポ
エ

ジ
ー
を
完
璧
な
ま
で
に
掘
り
下
げ
て
追
及
す
る
こ
と
で
、
も
は
や
ポ
エ
ジ

ー
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ポ
エ
ジ
ー
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
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て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
の
供
犠
と
い
う
供
犠
の
成
就
し
て

い
る
の
だ
。
彗
星
の
ご
と
く
現
れ
て
﹃
地
獄
の
季
節
﹄
や
﹃
イ
リ
ュ
ミ
ナ

シ
オ
ン
﹄
と
い
っ
た
名
作
を
残
し
な
が
ら
も
、
た
ち
ま
ち
詩
を
放
棄
し
て

し
ま
っ
た
ラ
ン
ボ
ー
を
、
バ
タ
イ
ユ
は
﹁
言
葉
の
供
犠
﹂
の
面
か
ら
解
釈

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ボ
ー
に
よ
る
ポ
エ
ジ
ー
の
放
棄
は
、
供
儀
と

し
て
の
ポ
エ
ジ
ー
の
必
然
で
あ
り
、
そ
の
本
質
の
成
就
に
他
な
ら
な
い
。

も
う
ひ
と
り
は
プ
ル
ー
ス
ト
で
あ
る
。
だ
が
、
供
儀
を
通
し
て
の
﹁
破

壊
の
本
能
﹂
は
ラ
ン
ボ
ー
と
は
違
っ
た
か
た
ち
で
発
揮
さ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
彼
は
ポ
エ
ジ
ー
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
ポ
エ
ジ
ー
が
極
点
を
め
ざ

し
、
死
に
導
か
れ
た
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
の
供
犠
は
彼
の
主
体
を

も
巻
き
込
ん
で
破
壊
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
こ
う
記
す
。

﹁
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
に
お
け
る
ポ
エ
ジ
ー
の
運
動
は
、
そ
の
弱
点
が
ど

う
あ
れ
、
ポ
エ
ジ
ー
が
﹃
極
点
﹄
に
達
す
る
道
を
通
っ
て
い
る
の
だ
39
﹂。

４ 

神
殺
し
、
親
殺
し
、
作
者
殺
し

そ
れ
で
は
、
こ
の
ポ
エ
ジ
ー
は
先
ほ
ど
の
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
神
の
死
﹂
と

ど
う
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
供
犠
と
い

う
点
で
共
通
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
両
者
の
関
係
は
さ
ら

に
深
い
も
の
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
、﹁
ラ
・
ベ
ル
マ
の
死
﹂

と
﹁
作
者
の
死
﹂
に
つ
い
て
の
バ
タ
イ
ユ
の
分
析
が
二
つ
を
つ
な
ぐ
鍵
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
は
﹁
ラ
・
ベ
ル
マ
の
死
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹃
失
わ
れ
た
時
﹄
の
な

か
の
、
ひ
と
つ
の
挿
話
で
あ
る
。
年
老
い
て
病
に
冒
さ
れ
て
い
た
往
年
の

名
女
優
ラ
・
ベ
ル
マ
は
娘
夫
婦
の
生
活
の
た
め
に
舞
台
に
出
続
け
る
が
、

彼
女
が
せ
っ
か
く
か
せ
い
だ
お
金
を
娘
夫
婦
は
浪
費
し
て
し
ま
い
、
さ
ら

に
は
母
を
見
捨
て
て
ラ
イ
バ
ル
女
優
の
パ
ー
テ
ィ
に
で
て
し
ま
っ
た
り
す

る
。
結
果
と
し
て
そ
れ
が
ラ
・
ベ
ル
マ
の
寿
命
を
縮
め
る
こ
と
に
な
る
40
。

こ
の
挿
話
に
つ
い
て
バ
タ
イ
ユ
は
短
く
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

︹
⋮
︺
子
供
た
ち
に
よ
る
ラ
・
ベ
ル
マ
の
殺
害
と
作
品
に
よ
る
作
者

の
殺
害
が
完
成
さ
せ
る
こ
の
運
動
で
一
番
奇
怪
な
こ
と
は
、
こ
の
運

動
が
ポ
エ
ジ
ー
の
秘
密
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
41
。

こ
の
挿
話
に
つ
い
て
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
は
女
優
の
子
供
と
し
て
生
ま
れ

た
娘
の
悲
劇
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
バ
タ
イ
ユ
の
解
釈
は
違
う
。
こ
こ
で

バ
タ
イ
ユ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
子
供
に
よ
る
親
殺
し
︵
父
殺
し
︶

で
あ
る
。﹁
産
み
出
さ
れ
た
も
の
﹂
に
よ
っ
て
﹁
産
ん
だ
も
の
﹂
が
殺
害
さ

れ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、﹁
神
の
供
犠
﹂
に
お
い
て
、
被
造
物
で
あ

る
人
間
が
創
造
主
あ
る
神
を
殺
害
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
供
儀
の
究
極

の
あ
り
方
は
、
創
造
さ
れ
た
人
間
に
よ
る
神
の
殺
害
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

父
な
る
神
の
殺
害
と
い
う
点
で
、
子
供
に
よ
る
親
の
殺
害
の
ひ
と
つ
の
形

態
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
親
殺
し
と
い
う
点
で
、﹁
神
殺
し
﹂
と
﹁
ラ
・
ベ

ル
マ
の
死
﹂
は
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
42
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
﹁
ラ
・
ベ
ル
マ
の
死
﹂
が
﹁
ポ
エ
ジ
ー
の
秘
密
﹂

を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
殺
し
は
ど
う
い
う
点
で
ポ
エ
ジ
ー
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と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
も
う
ひ
と
つ
の
、﹁
作
品
に
よ
る
作
者
の
殺
害
﹂
に
よ
っ
て
立

証
さ
れ
る
。
先
ほ
ど
、
ポ
エ
ジ
ー
は
言
葉
の
供
犠
で
あ
る
か
ぎ
り
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
最
終
的
に
は
詩
人
自
身
を
も
巻
き
込
ん
で
破
滅
に
誘
う
こ
と

を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
﹁
作
品
に
よ
る
作
者
の
殺
害
﹂
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
る
の
だ
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
﹃
失
わ
れ
た
時
﹄
を
書
く
こ
と
で
、
こ
の

作
品
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
作
者
プ
ル
ー
ス

ト
自
身
が
﹁
供
犠
﹂
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
姿
で
あ
る
。
作
品
を
書
く
こ

と
で
、
彼
は
﹁
ポ
エ
ジ
ー
の
秘
密
﹂
を
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
る
の
だ
。

バ
タ
イ
ユ
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
﹃
見
い
だ
さ
れ
た
時
﹄
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
ト
大

公
夫
人
邸
の
昼
食
会
の
シ
ー
ン
を
引
い
て
い
る
。
少
々
長
い
が
引
用
し
て

お
こ
う
。

と
い
う
の
も
、
身
体
に
よ
い
の
は
幸
福
だ
け
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
に
対

し
て
精
神
の
力
を
強
化
す
る
の
は
悲
し
み
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
悲

し
み
は
、
た
と
え
毎
回
一
つ
の
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
わ
け
で
は
な

い
と
し
て
も
や
は
り
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
や
っ
て
く
る
た
び
に
そ

こ
ら
に
は
び
こ
る
雑
草
の
よ
う
な
習
慣
や
懐
疑
主
義
や
軽
薄
さ
や
無

関
心
を
引
き
抜
い
て
、
私
た
ち
を
真
実
の
世
界
に
引
き
も
ど
し
、
事

態
を
真
剣
に
受
け
と
め
さ
せ
て
く
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
真
実
は
幸

福
や
健
康
と
両
立
せ
ず
、
と
き
に
は
生
命
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
る
。

悲
し
み
が
最
後
に
は
人
の
命
を
奪
う
場
合
が
あ
る
の
だ
。
あ
ま
り
に

も
激
し
い
苦
痛
に
見
舞
わ
れ
る
た
び
に
私
た
ち
は
、
新
た
に
静
脈
が

浮
き
出
し
て
、
こ
め
か
み
や
目
の
下
に
、
命
取
り
に
な
り
か
ね
な
い

み
み
ず

0

0

0

の
よ
う
な
線
を
這
わ
せ
る
の
を
感
じ
る
。
こ
ん
な
風
に
し
て

少
し
ず
つ
、
老
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
老
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
、
み
な
が

笑
い
も
の
に
す
る
死
ん
だ
凄
惨
な
顔
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

心
に
苦
し
み
さ
え
な
け
れ
ば
、
目
の
下
が
た
る
ん
だ
り
額
に
皺
が
よ

っ
た
り
し
て
も
、
何
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
力
は
別

の
力
に
変
わ
り
得
る
も
の
だ
し
、
い
つ
ま
で
も
熱
が
持
続
す
れ
ば
光

に
な
り
、
稲
妻
の
き
ら
め
き
は
写
真
を
可
能
に
し
、
私
た
ち
の
心
に

の
し
か
か
る
鋭
い
苦
痛
は
、
新
た
な
悲
し
み
の
訪
れ
る
た
び
に
、
ま

る
で
旗
の
よ
う
に
、
絶
え
ず
目
に
浮
か
ぶ
イ
メ
ー
ジ
を
高
々
と
か
か

げ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
悲
し
み
の
与
え
る
肉
体
の
苦
痛
を
、
悲

し
み
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
精
神
の
認
識
の
た
め
に
受
け
入
れ
よ

う
で
は
な
い
か
。
肉
体
は
崩
壊
す
る
が
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
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。

傍
点
を
つ
け
た
、
肉
体
の
崩
壊
と
作
品
の
完
成
の
関
係
を
注
意
し
て
み

よ
う
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
作
品
を
徹
底
し
て
完
成
さ
せ
る
た

め
に
肉
体
を
犠
牲
に
す
る
芸
術
家
に
つ
い
て
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
バ
タ
イ
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ユ
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
下
り
を
作
品
に
よ
る
作
者
の
殺
害
と
読
む
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。﹃
見
い
だ
さ
れ
た
時
﹄
の
描
写
は
、
一
般
論
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
バ
タ
イ
ユ
は
そ
こ
に
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
の
死
に
ゆ

く
姿
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
作
品
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
ば

ば
か
り
で
な
く
、
殺
さ
れ
死
に
つ
つ
あ
る
自
分
の
姿
を
﹃
見
い
だ
さ
れ
た

時
﹄
で
描
い
て
い
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

﹁
肉
体
を
崩
壊
す
る
が
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
⋮
﹂
と
言
い
な
が
ら
、

苦
痛
で
打
ち
ひ
し
が
れ
、
苦
痛
に
屈
し
な
か
っ
た
ら
、
作
者
が
た
ぶ

ん
書
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
の﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄は
、﹁
ま

ま
に
し
て
お
こ
う
⋮
﹂
と
い
う
文
章
自
身
を
河
口
と
し
て
、
そ
の
河

口
に
前
も
っ
て
流
れ
込
む
大
河
で
な
け
れ
ば
な
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
河
口
が
開
か
れ
て
い
る
沖
合
は
死
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
作
品

0

0

は
作
者
を
墓
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
作
者
が
死
ん
で
い

0

0

0

0

0

0

0

く
そ
の
や
り
方
な
の
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
死
の
床
で
書
か
れ
て
い
た
⋮

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

作
者
自
身
が
望
ん
で
い
た
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
彼
が
毎
行
ほ
ん
の
少
し
よ
け
い
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

死
ん
で
い
く
の
を
わ
れ
わ
れ
に
見
抜
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

っ0

た0
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` `

。

﹁
ポ
エ
ジ
ー
の
秘
密
﹂
で
あ
る
親
殺
し
は
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
言
葉

の
供
犠
を
お
こ
な
う
詩
人
は
、
自
分
の
作
品
に
殺
さ
れ
る
宿
命
を
背
負
う

こ
と
に
な
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
も
彼
の
書
く
作
品
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
供
犠
の
本
質
が
、
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
残
酷
な
破

壊
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
コ
ン
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
は
﹁
神
の
殺
害
﹂
に
ま
で
至
り
、
文
学
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト

に
お
い
て
は
﹁
作
者
の
殺
害
﹂
に
ま
で
至
る
の
だ
。﹁
親
殺
し
﹂
と
い
う
供

犠
の
究
極
の
在
り
方
を
通
し
て
、﹁
神
の
殺
害
﹂
と
﹁
作
者
の
殺
害
﹂
は
共

鳴
し
あ
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

バ
タ
イ
ユ
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
神
秘
的
経
験
に
関
心
を
も
つ
と
と
も

に
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
ポ
エ
ジ
ー
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す

る
。
こ
の
作
品
は
、﹁
時
間
﹂
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
思
弁
を
述
べ
た
書

で
は
な
く
、
事
物
を
破
壊
し
て
い
く
生
成
す
る
﹁
時
間
﹂
そ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
ポ
エ
ジ
ー
の
運
動
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
な
の
だ
。

そ
し
て
、
ポ
エ
ジ
ー
は
﹁
言
葉
の
供
儀
﹂
と
い
う
供
犠
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
供
犠
は
対
象
を
供
犠
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
主
体
を
も
供
犠

に
し
て
し
ま
う
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
運
動
で
あ
る
。
供
犠
の
歴
史
に
お
い

て
も
そ
れ
は
徹
底
さ
れ
、
最
終
的
に
は
自
分
を
生
み
出
し
た
者
が
供
犠
の

対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
人
身
供
犠
か
ら
出
発
し
た
供
犠
の
歴
史
が
神
の

供
犠
に
至
る
所
以
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
究
極
の
供
犠
は
﹁
親
殺
し
﹂
の
テ
ー
マ
に
結
び
つ
く
。
そ
れ

は
、
ポ
エ
ジ
ー
に
お
い
て
は
作
品
に
よ
る
作
者
の
殺
害
で
あ
る
。
プ
ル
ー

ス
ト
は
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
と
い
う
作
品
に
よ
っ
て
﹁
殺
害
さ
れ

た
﹂
の
だ
。
彼
は
単
に
詩
的
な
作
品
を
書
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
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自
身
が
供
犠
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ポ
エ
ジ
ー

の
秘
密
、
供
犠
の
秘
密
が
あ
る
。

供
犠
の
究
極
の
姿
が
被
造
物
に
よ
る
創
造
主
た
る
神
の
殺
害
で
あ
る
よ

う
に
、
ポ
エ
ジ
ー
の
究
極
は
作
品
に
よ
る
作
者
の
殺
害
な
の
だ
。
こ
の
点

で
ニ
ー
チ
ェ
と
プ
ル
ー
ス
ト
は
バ
タ
イ
ユ
の
な
か
で
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に

あ
る
と
言
え
よ
う
。﹃
内
的
経
験
﹄
の
な
か
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て

の
﹁
余
談
﹂
を
バ
タ
イ
ユ
が
﹁
ニ
ー
チ
ェ
﹂
の
章
に
挿
入
し
た
意
味
は
こ
こ

に
あ
る
の
で
あ
る
。
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. C

attau
i et 

R
. –P. V

ial, M
ercu

re d
e Fran

ce, 1966, p
p
. 335–336.

︹﹃
マ

ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
︱
伝
記
﹄︵
下
︶、
岩
崎
力
訳
、
一
九
七
二

年
、
二
七
二

－

二
七
四
頁
︺
を
参
照
。
ド
ゥ
ニ
・
オ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、

一
九
二
九
年
に
書
か
れ
た
未
発
表
の
テ
キ
ス
ト
﹁
ダ
リ
は
サ
ド
と
と
も

に
吠
え
る
﹂
の
な
か
で
、
バ
タ
イ
ユ
は
似
た
よ
う
な
鼠
の
話
を
披
露
し

て
い
る
。﹁
し
か
し
な
が
ら
、
夜
、
も
う
物
音
が
何
も
聞
こ
え
な
い
と
き
、

人
気
の
な
い
大
き
な
街
で
は
鼠
に
し
か
出
会
わ
な
い
。
こ
れ
は
本
物
の

0

0

0

鼠
で
あ
り
、
帽
子
の
ピ
ン
止
め
で
刺
し
貫
い
て
苦
し
ま
せ
る
こ
と
が
で
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き
る
の
だ
﹂︵G

. B
ataille, Œ

u
vres com

plètes, II, G
allim

ard
, 

1970, p
. 115

︶。
た
だ
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
暗
示
す
る
作
家
は
こ
こ
に

は
登
場
し
な
い
。D

. H
o
llier, La

 prise d
e la

 C
on

cord
e su

ivi 
d
e Les d

im
a
n

ches d
e la

 vie: Essa
is su

r B
a
ta

ille, Le C
h
em

in
, 

G
allim

ard
, 1993, p

. 81 n
o
te

を
参
照
の
こ
と
。

25 
B

ataille, L’expérien
ce in

térieu
re, op. cit., p

. 153.

︹
同
、

二
九
五
頁
︺

26 
Ibid

.,  p
. 153.

︹
同
︺

27 
Ibid

., p
. 153.

︹
同
、
二
九
六
頁
︺

28 
Ibid

.,  p
. 154.

︹
同
、
二
九
七
頁
︺

29 
Ibid

., p
. 124.

︹
同
、
二
三
九
頁
︺

30 
Ibid

., p
. 154.

︹
同
、
二
九
八
頁
︺

31 

﹁
消
費
の
概
念
﹂
第
四
節
﹁
富
裕
階
級
の
消
費
的
機
能
﹂︵id

., « La 
n
o
tio

n
 d

e d
ép

en
se », in

 Œ
u

vres com
plètes, I, G

allim
ard

, 
1970, p

p
. 311–314

︹﹁
消
費
の
概
念
﹂、﹃
呪
わ
れ
た
部
分
﹄、
生
田

耕
作
訳
、
著
作
集
第
六
巻
、
二
見
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
七
七

－

二
八
一
頁
︺︶、﹃
有
用
性
の
限
界
﹄
第
一
部
第
二
章
第
五
節
﹁
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
と
資
本
主
義
の
発
展
﹂、
第
三
章
﹁
私
的
な
浪
費

の
世
界
﹂︵id

., La
 Lim

ite d
e l’u

tile, in
 Œ

u
vres com

plètes, 
V

II, G
allim

ard
, 1976, p

p
. 208–212, 213–233

︹﹃
呪
わ
れ
た
部

分　

有
用
性
の
限
界
﹄、
中
山
元
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三

年
、
一
〇
〇

－

一
一
二
頁
、
一
一
三

－

一
四
四
頁
︺︶、﹃
呪
わ
れ
た
部

分
﹄
第
四
章
第
二
節
﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
﹂︵id

., La
 P

a
rt m

a
u

d
ite, 

in
 Œ

u
vres com

plètes,  V
II, G

allim
ard

, 1976, p
p
. 123–135

︹﹃
呪
わ
れ
た
部
分
﹄、
前
掲
書
、
一
七
三

－

一
九
二
頁
︺︶
を
参
照
さ
れ

た
い
。

32 
Ibid

., p
. 155.

︹﹃
内
的
体
験
﹄、
前
掲
書
、
三
〇
〇
頁
︺

33 
F. N

ietzsch
e, Le ga

i sa
voir, cité p

ar B
ataille, L’expérien

ce 
in

térieu
re, op. cit., p

. 175.

︹
同
、
三
三
九
頁
︺C

f. D
ie fried

liche 
W

issen
sh

a
ft, B

an
d
 3

 d
er K

ritisch
en

 Stu
d
ien

au
sg

ab
e 

h
erausgegeben

 von
 G

iorgio C
olli un

d M
azzin

o M
o
n
tin

ari, 
M

ü
n
ch

en
, D

eu
tsch

er Tasch
en

b
u
ch

 V
erlag ; B

erlin
/N

ew
 

Y
o
rk

, d
e G

ru
yter, 1988, SS. 480–481.

34 
B

ataille, L’expérien
ce in

térieu
re, op. cit., p

. 156.

︹﹃
内
的

体
験
﹄、
前
掲
書
、
三
〇
二
頁
︺

35 
Ibid

., p
.172.

︹
同
、
三
三
二
頁
︺

36 
Id

., La
 lim

ite d
e l’u

tile, op. cit., p
.257.

︹﹃
呪
わ
れ
た
部
分

　

有
用
性
の
限
界
﹄、
前
掲
書
、
一
七
八
頁
︺

37 
Id

., L’expérien
ce in

térieu
re., op. cit., p

. 173.

︹
同
、
三
三
四

頁
︺

38 
Ibid

., p
. 171.

︹
同
、
三
三
〇
頁
︺

39 
Ibid

., p
. 172.

︹
同
、
三
三
二
頁
︺ま
た
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
ポ
エ
ジ
ー

の
こ
の
問
題
を
石
川
学
は
﹁
充
足
の
不
在
﹂
と
し
て
と
ら
え
返
し
て
い

る
。
石
川
学
﹁
言
語
の
不
在
、
言
語
の
過
剰
︱
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ

イ
ユ﹃
内
的
経
験
﹄の
構
造
に
関
す
る
一
詩
論
︱
﹂、﹃
関
東
支
部
論
集
﹄、

第
一
六
号
、
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
、
二
〇
〇
七
年
を
参

照
の
こ
と
。
ポ
エ
ジ
ー
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
破
壊
的
な
性
格
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
戦
後
バ
タ
イ
ユ
は
﹃
不
可
能
な
も
の
﹄
の
序
論
や
最
後

に
付
さ
れ
た
﹁
詩
と
詩
論
﹂、
そ
れ
か
ら
レ
イ
モ
ン
・
ク
ノ
ー
に
つ
い
て

の
論
文
﹁
石
器
時
代
か
ら
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
ま
で
﹂
で
、
ポ

エ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
ポ
エ
ジ
ー
と
し
て
展
開
し
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
て
は
拙
著
﹃
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ　

神
秘
経
験
を

め
ぐ
る
思
想
の
限
界
と
新
た
な
可
能
性
﹄︵
水
声
社
、
二
〇
一
〇
年
、
特

に
二
二
〇

－

二
二
四
頁
︶
で
論
じ
た
。
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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40 
P
ro

u
st, À

 la
 rech

erch
e d

u
 tem

ps perd
u

, IV, op. cit., p
p
. 

572–576 et p
p
. 590–592.

︹﹃
見
い
だ
さ
れ
た
時
Ｉ
﹄、
鈴
木
道
彦
訳
、

集
英
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
九

－

一
四
六
頁
、
一
七
二

－

一
七
五
頁
︺

41 
B

ataille, L’expérien
ce in

térieu
re, op. cit., p

.169.

︹﹃
内
的

体
験
﹄、
前
掲
書
、
三
二
六
頁
︺

42 
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
﹁
親
殺
し
﹂
は
重
要

な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
﹃
見
い
だ
さ
れ
た
時
﹄
の
﹁
ラ
・
ベ
ル
マ

の
死
﹂
が
例
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
が
、﹃
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
﹄
誌
に
発
表

さ
れ
た
﹁
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
と
瀆
聖
さ
れ
た
母
親
﹂
や
﹃
文
学
と

悪
﹄
の
プ
ル
ー
ス
ト
論
で
は
、
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ュ
嬢
が
同
性
愛
に
耽
け

る
こ
と
で
父
を
苦
し
め
死
に
追
い
や
っ
た
﹁
親
殺
し
﹂
が
分
析
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
分
析
で
は
、﹁
殺
人
﹂
と
﹁
瀆
聖
﹂
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
嬢
は
父
を
苦
し
め
殺
す
と
と
も
に
、
喪
服
姿
の
ま
ま

に
同
性
の
愛
人
と
の
愛
撫
に
ふ
け
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ

イ
ユ
嬢
の
あ
り
か
た
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
の
あ
り
か
た
と
共
通
し
て

い
る
と
バ
タ
イ
ユ
は
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ュ
嬢
が
父
を
苦
し

め
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
母
を
苦
し
め
た
の
だ
。
こ
の

こ
と
に
関
し
て
バ
タ
イ
ユ
は
、﹁
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
と
瀆
聖
さ

れ
た
母
親
﹂
で
は
フ
レ
テ
博
士
、﹃
文
学
と
悪
﹄
で
は
マ
リ
・
ア
ヌ
・
コ

シ
ェ
と
ア
ン
リ
・
マ
シ
ス
の
研
究
を
参
照
し
て
、
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ュ
嬢

と
マ
ル
セ
ル
、
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ュ
と
マ
ル
セ
ル
の
母
を
同
一
視
し
、
さ

ら
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
と
そ
の
母
と
の
関
係
を
そ
こ
に
加
え
て
い
る
。︵id

., 
« M

arcel P
ro

u
st et la m

ère p
ro

fan
ée », op. cit., X

I, p
p
. 

158–161,  La
 littéra

tu
re et le m

a
l, op. cit., p

p
. 265–267.

︹﹃
文
学
と
悪
﹄、
前
掲
書
、
一
六
三

－

一
六
七
頁
︺︶。
た
だ
、
ひ
と
つ

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
付
け
加
え
た
い
こ
と
は
、﹁
殺
人
﹂
と
﹁
瀆
聖
﹂
に

関
し
て
、
バ
タ
イ
ユ
自
身
の
個
人
的
な
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
青
年
時
代
、
第
一
次
大
戦
が
は
じ
ま
り
、
住
ん
で

い
た
ラ
ン
ス
の
町
が
ド
イ
ツ
軍
に
攻
撃
さ
れ
る
と
、
梅
毒
に
よ
る
脊
髄

癆
で
四
肢
が
不
自
由
に
な
っ
て
い
た
父
を
彼
は
置
き
去
り
に
し
て
、
母

と
一
緒
に
町
か
ら
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
軍
が
引
き
上
げ
た
の
ち
、

彼
ら
は
ラ
ン
ス
に
戻
る
が
、
父
は
す
で
に
死
ん
で
い
た
。
バ
タ
イ
ユ
は

こ
の
こ
と
に
罪
悪
感
を
覚
え
、
自
分
を
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
な
ぞ
ら
え
る
。

彼
は
﹁
父
殺
し
﹂
の
罪
を
犯
し
た
の
だ
。
ま
た
、
母
が
死
ん
だ
と
き
に

そ
の
亡
骸
の
前
で
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
こ
と
も
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
﹁
瀆
聖
﹂
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︵id

., Le P
etit, in

 
Œ

u
vres com

plètes, III, G
allim

ard
, 1976, p

p
. 60–61

︶。
こ

の
よ
う
な
父
と
の
関
係
や
母
と
の
関
係
が
一
緒
に
な
っ
て
、
プ
ル
ー
ス

ト
解
釈
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
バ
タ
イ
ユ

は
同
性
愛
者
で
は
な
い
が
、﹁
殺
人
﹂
と
﹁
瀆
聖
﹂
に
よ
っ
て
親
を
苦
し

め
る
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ュ
嬢
、
マ
ル
セ
ル
と
プ
ル
ー
ス
ト
に
、
自
分
の
な

か
の
根
本
的
な
欲
望
と
同
じ
も
の
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

43 
P
ro

u
st, Le tem

ps retrou
vé, cité p

ar B
ataille, L’expérien

ce 
in

térieu
re, op. cit., p

p
. 175–176.

︹
同
、
三
三
六

－

三
三
七
頁
︺ 

À
 la

 rech
erch

e d
u

 tem
ps perd

u
, IV, op. cit., p

p
. 484–485.

︹﹃
見
い
だ
さ
れ
た
時
Ｉ
﹄、
三
六
九

－

三
七
〇
頁
︺、
傍
点
は
引
用
者
。

44 
B

ataille, L’expérien
ce in

térieu
re, op. cit., p

. 176.

︹﹃
内

的
経
験
﹄、
前
掲
書
、
三
三
七

－

三
三
八
頁
︺
傍
点
は
引
用
者
。
バ
タ

イ
ユ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。﹁﹃
私
は
ま
た
、
来
ら
れ

な
く
て
欠
席
し
て
い
る
病
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
た
。
彼
ら
の
秘
書
は
、

ま
だ
生
き
の
び
て
い
る
と
い
う
幻
想
を
与
え
よ
う
と
し
て
、
言
訳
の
電

報
を
打
ち
、
そ
れ
が
と
き
お
り
大
公
夫
人
に
と
ど
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ

た
﹄︹P

ro
u
st, A

 la
 rech

erch
e d

u
 tem

ps perd
u

, IV, op. cit., p
. 

524

﹃
見
い
だ
さ
れ
た
時
II
﹄、
前
掲
書
、
六
〇
頁
︺
と
い
う
招
待
客
全



プルーストと供犠

113

員
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
作
者
が
描
い
て
い
た
の
は
自
分
自
身
な
の

だ
﹂︵B

ataille, L’expérien
ce in

térieu
re, op. cit., p

. 176

︹﹃
内

的
経
験
﹄、
前
掲
書
、
三
三
八
頁
︺︶。﹁﹃
だ
が
こ
の
病
人
た
ち
は
数
年

来
死
に
か
け
て
い
て
、
も
は
や
起
き
上
が
る
こ
と
も
動
く
こ
と
も
で
き

ず
、
見
舞
客
た
ち
が
観
光
客
な
み
の
好
奇
心
に
か
ら
れ
た
の
か
、
巡
礼

の
信
心
に
か
り
た
て
ら
れ
た
の
か
、
浮
薄
な
気
持
ち
で
し
げ
し
げ
と
足

を
運
ぶ
と
、
そ
の
人
た
ち
に
か
こ
ま
れ
て
目
を
閉
じ
、
数
珠
を
手
に

し
て
、
す
で
に
経
帷
子
と
化
し
た
掛
け
布
を
半
ば
は
い
で
い
る
の
だ

が
、
そ
の
姿
は
、
大
理
石
の
よ
う
に
固
く
白
い
肉
体
が
病
気
の
た
め
に

骨
の
浮
き
出
る
ほ
ど
に
彫
り
こ
ま
れ
て
、
墓
石
の
上
に
横
た
え
ら
れ
て

い
る
仰
臥
像
に
そ
っ
く
り
な
の
だ
﹄︹P

ro
u
st, À

 la
 rech

erch
e d

u
 

tem
ps perd

u
, IV

, op. cit., p
. 524.

﹃
見
い
だ
さ
れ
た
時
II
﹄、
前

掲
書
、
六
〇
頁
︺
と
書
か
れ
た
こ
の
病
人
た
ち
に
数
珠
の
か
わ
り
に
原

稿
用
紙
を
も
た
せ
て
や
る
ま
で
も
な
い
の
だ
﹂︵B

ataille, L’expérien
ce 

in
térieu

re, op. cit., p
. 176.

︹﹃
内
的
経
験
﹄、
前
掲
書
、
三
三
八
頁
︺︶。


