
意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

―
大
江
健
三
郎
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
の
消
費
文
化

―

瀬　
　

崎　
　

圭　
　

二

は
じ
め
に

　

第
二
次
大
戦
後
、
世
界
の
覇
権
を
握
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
の
文
化
を
多
く

の
国
々
に
波
及
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
音
楽
や
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
の
消
費
文
化
は
、
若
者
の
そ
れ
と
し
て
迎
え

入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
対
米
戦
争
に
敗
北
し
、
占
領
下
に
置
か
れ
て
い
た

経
験
を
持
つ
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
う

ま
で
も
な
い
。
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に①
、
石
原
慎
太
郎
の
原
作
を

も
と
に
し
た
映
画
「
太
陽
の
季
節
」（
古
川
卓
巳
監
督  

一
九
五
六
年
五
月
一

七
日
公
開
）
や
「
狂
っ
た
果
実
」（
中
平
康
監
督  

一
九
五
六
年
七
月
一
二
日

公
開
）
に
お
い
て
、
湘
南
に
遊
ぶ
短
髪
の
青
年
た
ち
が
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
と
サ
ン

グ
ラ
ス
を
用
い
、
バ
ヤ
リ
ー
ス
を
口
に
し
て
、
ハ
ワ
イ
ア
ン
・
ソ
ン
グ
で
ダ
ン

ス
に
興
じ
て
い
る
の
は
そ
の
典
型
的
な
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
表
象
の
背

景
に
、
敗
戦
後
湘
南
海
岸
一
帯
に
配
置
さ
れ
て
い
た
米
軍
施
設
の
存
在
が
あ
る

こ
と
は
吉
見
俊
哉
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る②
。

　

一
九
五
六
年
一
月
に
芥
川
賞
を
受
賞
し
て
話
題
と
な
っ
た
小
説
「
太
陽
の
季

節
」（『
文
學
界
』
一
九
五
五
年
七
月
）
や
そ
の
映
画
化
作
品
が
、
無
軌
道
な
若

者
た
ち
を
「
太
陽
族
」
と
呼
ぶ
認
識
の
枠
組
み
を
生
む
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
戦
争
と
い
う
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
、
お
よ
そ
一
〇
年
を
経
過
し
た
頃

の
若
者
た
ち
の
言
動
は
、
資
本
主
義
下
に
お
け
る
産
業
復
興
と
、
そ
れ
と
共
に

発
達
し
て
い
く
消
費
文
化
に
近
づ
き
、
ま
た
遠
ざ
か
り
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の

文
化
圏
で
似
た
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
ビ
ー
ト
ニ
ク
と
呼
ば
れ
る
若
者
た
ち
が
現

れ
、
産
業
社
会
か
ら
敢
え
て
離
脱
す
る
よ
う
な
動
き
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
若
者
た
ち
に
支
持
さ
れ
た
の
が
、
Ｊ
・
ケ
ル
ア
ッ
ク
や
Ａ
・
ギ
ン
ズ
バ
ー

グ
ら
ビ
ー
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
作
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
も
、

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
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既
成
の
社
会
体
制
に
批
判
的
な
Ｊ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
や
Ｊ
・
ウ
ェ
イ
ン
、
Ａ
・
シ

リ
ト
ー
ら
「
怒ア
ン
グ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

れ
る
若
者
た
ち
」
と
呼
ば
れ
る
作
家
た
ち
の
動
向
が
見
ら
れ
る
。

　

一
九
五
九
年
七
月
に
中
央
公
論
社
か
ら
書
き
下
ろ
し
長
編
小
説
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
大
江
健
三
郎
の
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
を
共
有
し

て
い
る
と
言
え
る
。
大
江
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
厳
粛
な
綱
渡
り  

全
エ
ッ
セ
イ

集
』（
文
藝
春
秋
新
社  
一
九
六
五
年
三
月
）
か
ら
は
、
一
九
六
〇
年
前
後
の

大
江
が
ケ
ル
ア
ッ
ク
や
オ
ズ
ボ
ー
ン
ら
に
触
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
が
、
本

稿
が
問
題
に
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
直
接
的
な
影
響
関
係
で
は
な
い
。
第
二
次

大
戦
後
の
社
会
体
制
に
対
す
る
若
者
た
ち
の
抵
抗
の
振
幅
を
表
象
し
て
い
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
ビ
ー
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
「
怒ア
ン
グ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

れ
る
若
者
た
ち
」

の
作
家
た
ち
と
文
脈
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
と
い
う
小
説
は
「
太
陽
の
季
節
」
と
同
じ
視
線
で
捉

え
る
べ
き
小
説
な
の
で
あ
る
。

一
、
批
判
と
評
価

　
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
が
刊
行
さ
れ
る
前
年
の
一
九
五
八
年
一
〇
月
、
ア
メ
リ

カ
と
の
安
保
条
約
改
定
を
狙
っ
た
岸
信
介
内
閣
が
警
察
官
職
務
執
行
法
（
警
職

法
）
の
一
部
改
正
案
を
国
会
に
提
出
し
て
警
察
権
限
の
強
化
を
図
ろ
う
と
し
た

こ
と
に
対
し
、
江
藤
淳
、
石
原
慎
太
郎
、
大
江
健
三
郎
、
開
高
健
、
曽
野
綾
子
、

谷
川
俊
太
郎
、
武
満
徹
、
浅
利
慶
太
ら
が
連
絡
を
取
り
、
一
一
月
一
日
に
「
若

い
日
本
の
会
」
と
い
う
組
織
名
で
反
対
声
明
を
発
表
し
た③
。
そ
の
後
こ
の
組
織

は
会
員
数
を
増
や
し
、
一
九
五
九
年
三
月
に
は
、
江
藤
ら
が
中
心
と
な
っ
て
日

本
教
育
テ
レ
ビ
（
Ｎ
Ｅ
Ｔ  

後
の
テ
レ
ビ
朝
日
）
で
「
半
常
識
の
眼
」
と
い
う

シ
リ
ー
ズ
番
組
を
制
作
し
た
り④
、
や
は
り
江
藤
の
主
導
で
八
月
三
〇
、
三
一
日

に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
発
言
」
を
開
催
し
た
り
す
る
な
ど
、
警
職
法
反
対
闘
争
や

安
保
闘
争
に
と
ど
ま
ら
な
い
活
動
を
示
し
た⑤
。

　

シ
ン
ポ
「
発
言
」
の
模
様
は
『
三
田
文
学
』（
一
九
五
九
年
一
〇
〜
一
一
月
）

誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
江
藤
は
こ
の
シ
ン
ポ
に
つ
い
て
、

「
怒ア
ン
グ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

れ
る
若
者
た
ち
」
や
ビ
ー
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
動
向
に
触
れ
な
が

ら
、「
果
し
て
今
日
の
「
若
い
」
芸
術
家
た
ち
は
、
創
作
に
た
ず
さ
わ
る
も
の

と
し
て
、
あ
る
い
は
一
人
の
社
会
的
存
在
と
し
て
、
本
質
的
に
「
新
し
い
」
も

の
を
戦
後
の
日
本
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
問
い

を
設
定
し
て
い
た
。
実
際
、
江
藤
の
視
野
に
は
「
怒ア
ン
グ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

れ
る
若
者
た
ち
」
の
作
家

た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
し
たD

eclaration

（M
acGibbon &

 K
ee, 1957

）

の
存
在
が
あ
り⑥
、
シ
ン
ポ
「
発
言
」
の
企
画
を
め
ぐ
っ
て
、『
三
田
文
学
』
の

編
集
を
し
て
い
た
詩
人
の
足
立
康
に
そ
の
旨
を
葉
書
で
伝
え
た
と
い
う⑦
。
こ
う

し
た
「
若
い
日
本
の
会
」
の
動
向
を
、
当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も

「
怒ア

ン
グ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

れ
る
若
者
た
ち
」
に
な
ぞ
ら
え
て
捉
え
て
い
た
。
例
え
ば
、『
文
學
界
』

（
一
九
五
九
年
一
〇
月
）
誌
上
で
は
石
原
、
江
藤
、
大
江
、
浅
利
と
、
前
世
代

の
橋
川
文
三
、
村
上
兵
衛
と
の
座
談
会
「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
が
組
ま
れ
、
シ

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
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ン
ポ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
九
五
九
年
一
一
月
に
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
紙
上
の

「
文
化
（
意
見
と
異
見
）」
欄
で
、
佐
々
木
基
一
、
吉
本
隆
明
ら
の
反
応
を
含
め

た
全
六
回
の
連
載
記
事
「「
怒
れ
る
世
代
」
を
め
ぐ
っ
て
」
が
掲
載
さ
れ
る
な

ど
、
大
き
な
反
響
を
生
ん
だ
。

　

シ
ン
ポ
「
発
言
」
の
開
催
に
際
し
て
用
意
さ
れ
た
石
原
の
エ
ッ
セ
イ
「
刺
し

殺
せ
！  

芸
術
家
の
行
為
に
つ
い
て
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
石
原
の
言
動
は

そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
際
立
っ
て
お
り
、
石
原
は
「
今
作
家

に
作
家
と
し
て
必
要
な
も
の
は
デ
モ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
書
く
」
と
言
う
行

為
、
書
く
こ
と
よ
り
か
か
る
法
案
を
強
い
よ
う
と
す
る
為
政
者
に
対
し
一
人
の

読
者
を
テ
ロ
リ
ス
ト
と
し
て
駆
る
と
言
う
事
実
の
方
が
貴
重
で
は
な
い
か
」
と
、

警
職
法
に
対
抗
す
る
暴
力
の
可
能
性
を
文
学
に
託
そ
う
と
し
て
い
る
。
一
方
、

大
江
の
エ
ッ
セ
イ
「
現
実
の
停
滞
と
文
学
」
は
、
政
治
的
、
社
会
的
停
滞
を
示

す
五
五
年
体
制
に
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
芽
が
あ
る
と
し
、
自
分
は
「《
フ
ァ
シ
ズ

ム
待
望
と
い
う
危
険
な
ム
ー
ド
へ
》
自
ら
を
傾
斜
さ
せ
て
は
い
な
い
」
し
、

「
石
原
慎
太
郎
氏
の
思
想
に
た
い
し
て
も
確
固
と
し
て
逆
の
立
場
に
い
る
」
と

し
た
上
で
、
自
ら
の
小
説
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
を
そ
の
よ
う
な
状
況
を
扱
っ
た

「tragi-com
edy

」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。「
若
い
知
識
人
、
若
い
組
織
労
働
者
、

若
い
農
民
、
若
い
漁
民
、
若
い
日
本
人
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
、

若
い
日
本
人
の
人
間
そ
の
も
の
を
そ
の
深
い
停
滞
の
な
か
に
お
い
て
と
ら
え
る

リ
ア
リ
ズ
ム
こ
そ
が
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
大
江
に
と
っ
て
、

そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
実
践
こ
そ
が
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
大
江
の
記
述
に
は
、『
ア
カ
ハ
タ
』（
一
九
五
九
年
八
月
一
〇
日
）
紙
上

に
掲
載
さ
れ
た
武
井
昭
夫
の
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
評
に
対
す
る
反
論
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。
武
井
は
、
若
者
た
ち
の
〈
男
ら
し
さ
〉
を
保
証
し
て
い
た
戦
争
時

代
に
憧
れ
を
抱
く
《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
や
靖
男
に
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
待
望
の
心

情
」
を
認
め
、『
わ
れ
ら
の
時
代
』
は
「
新
し
い
フ
ァ
シ
ス
ト
小
説
」
の
出
現

で
あ
る
と
し
て
い
た
。
天
皇
が
乗
車
し
た
車
の
手
前
で
手
榴
弾
を
爆
発
さ
せ
よ

う
と
し
た
《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
は
行
動
派
の
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
り
、
軍
人
出

身
で
あ
る
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
よ
う
と
す

る
靖
男
は
非
行
動
的
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
と
し
、
先
に
挙
げ
た
「
フ
ァ
シ
ズ
ム

待
望
と
い
う
危
険
な
ム
ー
ド
」
に
大
江
が
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
大
江
の
言
う
「tragi-com

edy

」
と
い
う
意
図
や

リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
を
武
井
が
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、

武
井
と
大
江
の
政
治
に
対
す
る
距
離
の
取
り
方
の
違
い
が
表
れ
て
い
よ
う
。
武

井
は
、
こ
の
小
説
が
描
く
《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
の
暴
力
や
、
ド
・
ゴ
ー
ル
政

権
の
フ
ラ
ン
ス
に
脱
出
し
よ
う
と
す
る
靖
男
の
言
動
を
通
じ
て
、
現
実
変
革
へ

の
希
望
を
失
っ
た
、
行
き
場
の
な
い
若
者
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
へ
と
転
化
し
て
い
く
危
険
性
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、

《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
の
計
画
も
靖
男
の
留
学
も
実
現
し
は
し
な
い
の
だ
が
、

武
井
は
、
小
説
の
末
尾
で
日
本
人
の
若
者
が
唯
一
採
れ
る
行
動
と
し
て
自
殺
が

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
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提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
若
者
の
生
命
を
賭
し
た
変
革
の
危
険
性
を
感
じ

取
っ
た
よ
う
だ
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
小
説
を
的
確
に
捉
え
て
い
た
の
は
武
井
よ
り
も
吉
本
隆
明

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
吉
本
は
『
図
書
新
聞
』（
一
九
五
九
年
九
月
五
日
〜
二
六

日
）
の
文
芸
時
評
で
、「
大
江
健
三
郎
の
長
編
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
は
、
わ
か

い
世
代
の
思
想
と
行
動
の
様
式
を
、
い
ま
の
社
会
状
況
の
な
か
で
と
ら
え
て
み

せ
た
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
過
剰
な
性
描
写
を
「
若
い
世
代

の
停
滞
感
と
内
閉
感
と
を
象
徴
さ
せ
る
」
作
用
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、

日
本
の
支
配
体
制
が
生
み
出
す
「
じ
ぶ
ん
に
も
社
会
に
も
過
大
な
要
求
は
な
く
、

深
刻
な
思
想
的
な
分
裂
な
ど
お
く
び
に
も
も
た
ず
、
生
活
者
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚

を
も
っ
て
現
実
を
処
理
し
て
ゆ
く
タ
イ
プ
」
の
若
者
に
つ
い
て
触
れ
、「
大
江

健
三
郎
は
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
の
な
か
で
、
こ
の
タ
イ
プ
に
思
想
的
意
味
を
あ

た
え
よ
う
と
し
て
「
不
幸
な
若
者
た
ち
」
と
い
う
楽
団
ト
リ
オ
を
登
場
さ
せ
、

手
留
弾
あ
そ
び
で
自
滅
さ
せ
た
」

と
い
う
。

そ
し
て
、

そ
の

《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
を
め
ぐ
る
描
写
か
ら
、
大
江
は
「
独
占
体
制
の
膨
張
が

あ
た
え
て
く
れ
る
す
え
膳
を
食
う
こ
と
だ
け
は
、
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
て
い
な

い
」
こ
と
、
つ
ま
り
、
日
本
の
社
会
体
制
か
ら
生
じ
た
、
ジ
ャ
ズ
演
奏
や
テ
ロ

も
ど
き
の
遊
戯
に
ふ
け
る
若
者
た
ち
を
肯
定
し
て
は
い
な
い
と
い
う
の
だ
。
も

ち
ろ
ん
吉
本
も
こ
の
評
の
中
で
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
を
全
面
的
に
評
価
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
小
説
が
、
性
や
音
楽
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
消
費

す
る
若
者
た
ち
の
姿
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
捉
え
て
い
る
こ
と
に
吉
本
が
気
付
い

て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。

二
、
ア
メ
リ
カ
の
消
費
文
化

　

こ
の
小
説
に
描
か
れ
る
若
者
た
ち
の
言
動
が
ア
メ
リ
カ
を
め
ぐ
る
比
喩
に
満

ち
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
中
心
人
物
で
あ
る
靖
男
と
滋
の
兄
弟
は

両
親
を
戦
争
中
に
失
っ
て
お
り
、「
靖
男
」
と
は
、
航
空
隊
の
将
校
で
あ
っ
た

父
親
が
靖
国
神
社
に
ち
な
ん
で
つ
け
た
名
で
あ
る
が
、
そ
の
靖
男
は
戦
争
や
そ

の
時
代
に
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
た
〈
男
ら
し
さ
〉
に
憧
憬
し
つ
つ
、
戦
後
を
呪

詛
し
て
い
る
。
靖
男
が
呪
う
の
は
、
日
米
間
の
安
保
体
制
や
そ
れ
に
囲
繞
さ
れ

た
若
者
た
ち
の
感
性
で
あ
り
、
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
自
己
自
身
で
も

あ
る
。
性
的
に
満
た
さ
れ
ず
、
と
き
に
不
能
に
陥
る
靖
男
の
性
の
あ
り
様
が
、

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
精
神
的
な
〈
去
勢
〉
の
隠
喩
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
。

　

靖
男
が
同
棲
す
る
年
上
の
女
性
頼
子
が
、
一
〇
年
ほ
ど
外
国
人
相
手
の
娼
婦

を
し
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
頼
子
は
占
領
期

か
ら
米
兵
相
手
の
「
パ
ン
パ
ン
」
や
「
オ
ン
リ
ー
」
と
し
て
生
活
し
て
き
た
女

性
で
、
そ
の
体
は
「
四
十
年
の
フ
ォ
ー
ド
く
ら
い
が
た
が
た
に
な
っ
て
」
い
る
。

そ
の
稼
ぎ
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
靖
男
は
、
ア
メ
リ
カ
に
従
属
す
る
日
本
の

姿
そ
の
も
の
で
あ
り
、
頼
子
も
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
ア
メ
リ
カ
に
「
頼
」

り
つ
つ
、
靖
男
に
「
頼
」
ら
れ
る
存
在
な
の
だ
。
と
す
る
と
、
戦
争
時
代
の

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
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〈
男
ら
し
さ
〉
に
憧
れ
る
靖
男
に
性
的
、
政
治
的
な
二
重
の
レ
ベ
ル
の
屈
辱
を

与
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

靖
男
は
そ
の
よ
う
な
頼
子
と
の
関
係
を
解
消
で
き
ず
に
い
る
一
方
で
、
二
人

の
関
係
が
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
頼
子
の
妊
娠
を
恐
れ
て
い
る
。

頼
子
の
妊
娠
は
、
靖
男
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
と
い
う
第
三
項
へ
の
脱
出
を
阻
害
す

る
上
に
、
戦
後
日
本
の
社
会
体
制
を
抜
け
出
す
可
能
性
と
し
て
わ
ず
か
に
担
保

さ
れ
て
い
た
〈
若
さ
〉
の
喪
失
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
太
字
交
じ
り
で
記

さ
れ
る
「
い
や
よ
、
い
や
よ
、
い
や
よ
、
妊
娠
し
た
ん
だ
か
ら
生
む
わ
、
い
や

よ
、
い
や
よ
、
中
絶
は
し
な
い
わ
、
ぜ
っ
た
い
に
人
工
中
絶
は
い
や
よ
、
わ
た

し
の
ぼ
う
や
を
殺
す
の
は
い
や
よ
、
い
や
よ
！
」
と
い
う
声
は
、
実
際
に
頼
子

が
発
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
靖
男
の
内
面
に
響
く
頼
子
の
声
で
あ
り
、
靖

男
が
父
親
に
な
る
こ
と
の
潜
在
的
な
恐
怖
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
恐
怖
は
、

靖
男
が
父
親
と
な
り
、
子
を
持
つ
こ
と
で
戦
後
日
本
の
シ
ス
テ
ム
内
に
一
層
沈

殿
し
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
結
局
靖
男
は
頼
子
が
目

論
ん
だ
ガ
ス
心
中
を
拒
み
、〈
若
さ
〉
の
中
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
選
択
す
る
。

　

ち
な
み
に
、
石
原
慎
太
郎
「
太
陽
の
季
節
」
に
お
い
て
も
、
作
中
人
物
竜
哉

が
交
際
す
る
英
子
の
妊
娠
が
二
人
の
関
係
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
英
子

の
堕
胎
か
ら
生
じ
た
そ
の
死
が
物
語
を
閉
じ
て
い
る
。
英
子
の
葬
式
を
訪
れ
た

竜
哉
は
香
炉
を
遺
影
に
投
げ
つ
け
て
大
人
た
ち
の
無
理
解
を
叫
ぶ
が
、
妊
娠
に

よ
る
母
性
の
目
覚
め
と
い
う
女
性
の
変
化
が
、
交
際
相
手
の
男
性
の
〈
若
さ
〉

を
終
焉
へ
と
向
か
わ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
小
説
は
妊
娠
を

め
ぐ
る
表
象
を
共
有
し
て
い
る⑧
。『
わ
れ
ら
の
時
代
』
は
、
そ
の
隠
喩
に
政
治

性
を
重
ね
た
に
過
ぎ
な
い
。

　

一
方
、
靖
男
の
弟
滋
が
加
わ
る
ジ
ャ
ズ
・
ト
リ
オ
《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
は
、

文
字
通
り
「
怒ア
ン
グ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

れ
る
若
者
た
ち
」
に
な
れ
な
か
っ
た
若
者
た
ち
で
あ
り⑨
、
ア
メ

リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
経
て
ジ
ャ
ズ
を
演
奏
す
る
に
至
っ
て

い
る
。
彼
ら
は
、
米
軍
放
出
の
大
型
ト
ラ
ッ
ク
を
欲
し
て
お
り
、
そ
の
ト
ラ
ッ

ク
が
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
移
動
で
き
て
《
幸ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

運
な
若
者
た
ち
》
に
な
れ
る
と
信

じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
が
賭
け
て
い
る
の
は
「
怒ア
ン
グ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

れ
る
若
者
た
ち
」
に
見

ら
れ
た
よ
う
な
社
会
へ
の
〈
怒
り
〉
を
通
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
幸
か
不
幸
か

と
い
う
境
遇
な
の
だ
。
青
い
デ
ニ
ム
の
ズ
ボ
ン
を
は
き
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
で
自

由
に
各
地
を
放
浪
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
三
人
が
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
い
っ
た
消
費
文
化
に
依
存
す
る
若
者
た
ち
を
表

し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

　

靖
男
ほ
ど
戦
後
日
本
に
対
す
る
政
治
的
な
自
意
識
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、

ア
メ
リ
カ
の
消
費
文
化
に
支
え
ら
れ
た
こ
の
三
人
も
、
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く

環
境
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
型
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
放
浪
が
そ
れ

を
解
消
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
雑
役
夫
と
し
て
朝
鮮

戦
争
に
従
軍
し
た
経
験
を
持
つ
在
日
朝
鮮
人
の
高
に
対
し
て
、
滋
と
康
二
が
嫉

妬
と
崇
敬
の
視
線
を
注
い
で
い
る
の
も
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
靖
男
に
見
ら
れ

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
一
八

同志社国文学98号　三校　（瀬崎圭二様）　Ａ



た
よ
う
な
戦
争
時
代
の
〈
男
ら
し
さ
〉
へ
の
憧
憬
は
、
こ
の
三
人
に
も
共
有
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
こ
の
三
人
も
ま
た
戦
後
日

本
の
体
制
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
ジ
ャ
ズ
・
ト
リ
オ
と
し
て
活
動
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ッ
ク
で
の
放

浪
を
夢
見
、
青
い
デ
ニ
ム
の
ズ
ボ
ン
を
愛
用
す
る
こ
の
三
人
が
、
ア
メ
リ
カ
の
消

費
文
化
を
受
容
す
る
局
面
に
も
表
れ
て
い
る
。
以
下
は
、《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》

の
三
人
が
、
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
と
交
流
す
る
中
で
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
回
し
飲
み

す
る
場
面
の
一
節
だ
。

「
飲
む
と
い
い
わ
よ
、
ジ
ン
を
ま
ぜ
て
砂
糖
を
お
と
し
た
コ
カ
・
コ
ー
ラ
」

　

康
二
が
瓶
を
う
け
と
っ
て
一
口
飲
み
、
そ
れ
を
滋
に
わ
た
し
た
が
、
滋

は
コ
カ
・
コ
ー
ラ
に
は
我
慢
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
女
の
子
に

戻
す
。
女
の
子
は
の
け
ぞ
っ
た
喉
を
ご
く
ご
く
鳴
ら
し
て
残
り
を
飲
み
ほ

し
、
他
の
女
の
子
が
嘆
声
を
あ
げ
る
の
を
満
足
し
て
眺
め
て
い
た
。

（
中
略
）

康
二
の
掌
が
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
く
れ
た
女
の
子
の
背
を
軽
く
叩
い
て

や
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
勇
敢
な
女
の
子
が
ジ
ン
入
り
コ
カ
・
コ
ー

ラ
の
た
め
に
気
分
が
悪
く
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
か
ら
女
の
子
は
屈
ん
で

少
し
吐
い
た
。
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
空
虚
な
匂
い
、
ジ
ン
と
砂
糖
、
胃
液
の

混
入
し
た
匂
い
。

（
傍
線
引
用
者
）

　

既
に
大
正
期
に
は
輸
入
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
コ
カ
・
コ
ー
ラ
は
、
戦
後

一
気
に
一
般
化
し
、
一
九
五
六
年
に
は
日
本
最
初
の
ボ
ト
ラ
ー
社
で
あ
る
東
京

飲
料
株
式
会
社
が
設
立
、
翌
年
に
は
ア
メ
リ
カ
の
ザ
・
コ
カ
・
コ
ー
ラ
・
エ
ク

ス
ポ
ー
ト
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
全
額
出
資
の
日
本
法
人
と
し
て
日
本
飲
料
工

業
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
こ
の
会
社
が
日
本
コ
カ
・

コ
ー
ラ
株
式
会
社
に
社
名
変
更
さ
れ
て
い
る⑩
。
一
九
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
わ
れ
ら
の
時
代
』
の
背
景
に
は
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
が
日
本
の
飲
料
水
と
し
て

定
着
し
て
い
っ
た
事
実
が
あ
り
、
作
中
の
少
女
は
そ
の
コ
カ
・
コ
ー
ラ
に
ジ
ン

と
砂
糖
を
混
ぜ
て
独
自
の
カ
ク
テ
ル
を
作
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

少
女
の
こ
の
行
為
に
も
注
意
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、

こ
の
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
め
ぐ
る
一
節
は
、
ア
メ
リ
カ
の
消
費
文
化
を
吸
収
し
な

が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
違
和
感
を
抱
え
持
つ
こ
の
若
者
た
ち
の
感
性
を
示
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
三
人
は
駅
前
広
場
で
《
日
本
国
民
は
独

裁
者
を
も
と
め
て
い
る
！
》
と
天
皇
を
賛
美
す
る
右
翼
に
惹
か
れ
る
一
方
、
実

際
の
天
皇
に
失
望
し
、
手
榴
弾
を
用
い
て
天
皇
を
驚
か
す
こ
と
を
計
画
す
る
の

だ
。
こ
こ
で
も
、
靖
男
に
比
し
て
こ
の
三
人
の
計
画
に
は
政
治
性
が
乏
し
く
、

遊
戯
を
消
費
す
る
感
覚
が
顕
著
で
あ
る
。

三
、
ジ
ャ
ズ
と
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル

　
《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
が
ジ
ャ
ズ
・
ト
リ
オ
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
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に
、
ア
メ
リ
カ
の
消
費
文
化
が
若
者
に
内
面
化
さ
れ
て
い
く
様
相
は
、
こ
の
小

説
内
の
ジ
ャ
ズ
や
ポ
ッ
プ
ス
の
ナ
ン
バ
ー
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど

引
用
し
た
三
人
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
少
女
た
ち
に
は
、「
タ
イ
ガ
ー
・
ラ
グ
は

《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
の
ビ
グ
・
ヒ
ッ
ト
よ
、
大
会
に
は
あ
れ
で
出
る
べ
き
だ

と
思
う
わ
ね
」、「
ロ
ン
グ
・
ゴ
ー
ン
・
ロ
ン
サ
ム
ブ
ル
ー
ス
を
え
ら
ぶ
べ
き
ね
、

う
け
る
わ
よ
」
と
い
う
台
詞
が
見
え
、「
お
お
、
レ
デ
ィ
、
良
い
子
に
し
な
よ
」

も
彼
ら
の
「
ビ
グ
・
ヒ
ッ
ト
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
タ
イ
ガ
ー
・
ラ
グ
」

（T
iger R

ag

）
も
「
お
お
、
レ
デ
ィ
、
良
い
子
に
し
な
よ
」（O
h Lady Be 

G
ood

）
も
よ
く
知
ら
れ
た
ジ
ャ
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
で
あ
り
、「
ロ
ン
グ
・
ゴ
ー
ン
・

ロ
ン
サ
ム
ブ
ル
ー
ス
」（Long G

one Lonesom
e Blues

）
は
カ
ン
ト
リ
ー
歌

手
の
Ｈ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ヒ
ッ
ト
曲
だ
が
、
そ
れ
ら
は
《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》

の
「
ビ
グ
・
ヒ
ッ
ト
」
と
し
て
フ
ァ
ン
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
三
人
も
そ
れ
を
自
負
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
三
人
が
「
日
本
で
最

も
英
雄
的
な
若
者
た
ち
の
ト
リ
オ
」
で
あ
る
こ
と
は
「《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》

の
ビ
グ
・
ヒ
ッ
ト
《
お
お
、
レ
デ
ィ
、
良
い
子
に
し
な
よ
》
を
聞
け
ば
あ
き
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
記
述
も
小
説
内
に
見
え
る
。

　

三
人
が
「
お
お
、
レ
デ
ィ
、
良
い
子
に
し
な
よ
」
を
演
奏
す
る
場
面
で
は
、

ホ
ー
ル
の
支
配
人
が
終
了
時
刻
を
気
に
し
て
演
奏
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
な
が

ら
も
、
そ
の
ま
ま
演
奏
を
続
け
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
演
奏
を

続
け
る
ド
ラ
ム
の
高
に
焦
点
化
し
た
一
節
だ
。

　

か
れ
は
決
し
て
後
へ
は
ひ
か
な
い
だ
ろ
う
、
い
か
に
支
配
人
が
苛
だ
ち

喚
こ
う
と
、
ソ
ロ
は
き
ち
ん
と
片
を
つ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。《
お

お
、
レ
デ
ィ
、
良
い
子
に
し
な
よ
》
と
い
う
曲
で
、
か
れ
が
い
ま
や
っ
て

い
る
ソ
ロ
は
一
九
三
六
年
の
四
月
に
ベ
ニ
イ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
ト
リ
オ
が
吹

き
こ
ん
だ
も
の
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
の
だ
。
ド
ラ
ム
ス
は
ジ
ー
ン
・

ク
ル
ー
パ
で
、
一
九
三
六
年
と
い
う
と
《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
は
誰
一
人

ま
だ
生
れ
て
き
て
い
な
い
時
代
だ
っ
た
。
古
典
と
い
う
べ
き
だ
。
改
竄
し

た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、
尻
を
は
し
ょ
る
な
ど
は
も
っ
て
の
ほ
か
だ
。

（
傍
線
引
用
者
）

　

先
に
取
り
上
げ
た
フ
ァ
ン
の
少
女
た
ち
の
反
応
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ナ
ン

バ
ー
が
《
不ア

ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
の
「
ビ
グ
・
ヒ
ッ
ト
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ナ
ン
バ
ー
で
は
な
く
、

《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
の
曲
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
。
し
か
も
、
ジ
ャ
ズ
で
あ
る
の
だ
か
ら
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ナ
ン
バ
ー
を
自
由

に
ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
演
奏
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
「
ビ
グ
・

ヒ
ッ
ト
」
で
あ
る
「
お
お
、
レ
デ
ィ
、
良
い
子
に
し
な
よ
」
の
演
奏
は
、
一
九

三
六
年
に
ベ
ニ
ー
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
ト
リ
オ
が
録
音
し
た
も
の
を
忠
実
に
模
倣

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
発
信
す
る
側
は
ア
メ
リ
カ
の
消
費
文
化
を
正
確
に
コ

ピ
ー
し
、
受
容
す
る
側
は
そ
れ
を
コ
ピ
ー
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
上
に
、
そ
れ

が
発
信
者
の
「
ビ
グ
・
ヒ
ッ
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
事
態
は
、
消

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
二
〇
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費
文
化
を
通
じ
て
〈
ア
メ
リ
カ
〉
を
自
然
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
若

者
た
ち
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
も
小
説
の
記
述
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
天
皇
が
乗

る
車
の
手
前
に
手
榴
弾
を
投
げ
る
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
合
図
を
す
る
役
割
を

果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
高
は
、
合
図
の
道
具
と
し
て
赤
い
紙
片
で
く
る
ん
だ
小

石
を
握
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
赤
い
紙
片
に
は
、
高
が
暗
記
し
よ
う
と
し

て
い
た
Ｌ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
「
ル
シ
ー
ル
」（Lucille

）
の
歌
詞
が
印
刷
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
記
述
を
展
開
通
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
ク
ラ

ブ
で
大
柄
の
黒
人
男
性
が
「
ル
シ
ー
ル
」
を
歌
う
姿
に
欲
情
し
た
高
が
、
同
性

愛
者
で
あ
る
こ
と
を
仲
間
か
ら
見
破
ら
れ
る
危
機
を
恐
れ
た
、
嫌
悪
す
べ
き
そ

の
記
憶
を
隠
蔽
す
る
よ
う
に
「
ル
シ
ー
ル
」
の
歌
詞
が
書
か
れ
た
赤
い
紙
片
を

合
図
の
道
具
に
使
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、「
ル
シ
ー
ル
」
の
歌
詞
に
く
る
ま
れ
た
小
石
が
、
天
皇
の
乗

る
車
に
悪
戯
を
仕
掛
け
る
た
め
の
合
図
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
・
シ
ン

ガ
ー
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
た
リ
チ
ャ
ー
ド
の
「
ル
シ
ー
ル
」
の
歌
詞
が
、

日
本
の
戦
後
に
お
い
て
象
徴
と
化
し
た
天
皇
に
悪
戯
す
る
た
め
の
小
道
具
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
歌
詞
が
書
か
れ
た
こ

の
紙
片
は
、
手
榴
弾
を
投
げ
る
合
図
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、「
血

の
し
ず
く
」
の
よ
う
な
「
赤
い
か
た
ま
り
」
と
し
て
小
説
内
に
表
現
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
天
皇
を
攻
撃
す
る
た
め
の
小
道
具
そ
の
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
る
シ
ャ
ウ
ト
が
特
徴
的
な
「
ル
シ
ー
ル
」
の
メ
ロ
デ
ィ
を
そ

こ
に
重
ね
合
わ
せ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
そ
の
構
図
は
、
当
時
ア
メ
リ
カ
国
内
で
公
民
権
運
動
が
高
ま
っ
て
い

た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
周
縁
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
黒
人
が
歌
う
歌

詞
の
紙
片
を
、
形
骸
化
し
て
は
い
な
が
ら
も
日
本
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
と
い
う

中
心
を
攻
撃
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
行
為
を
、
日
本
に
お
い
て
周
縁
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
在
日
朝
鮮
人

で
同
性
愛
者
で
あ
る
高
が
担
っ
て
い
る
の
だ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
、

単
に
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
が
消
費
文
化
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
が
一
つ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
批
評
に
転
化
し
て
い
く
よ
う
な

瞬
間
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

そ
れ
は
、
計
画
に
失
敗
し
た
後
、
失
意
の
ど
ん
底
に
あ
る
三
人
の
耳
に
Ａ
・

オ
デ
イ
の
曲Y

ou

’re the T
op

が
流
れ
て
く
る
場
面
に
も
表
れ
て
い
る
。
こ

の
曲
は
、
相
手
が
最
高
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
多
く
の
名
詞
の
羅
列
で
表
現
し

て
い
く
点
に
特
徴
が
あ
り
、
三
人
の
失
意
を
対
比
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る⑪
。

あ
ん
た
は
一
番
よ
、
あ
ん
た
は
美
術
館
よ
、
あ
ん
た
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の

シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
の
メ
ロ
デ
ィ
よ
、
あ
ん
た
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ

ト
よ
、
あ
ん
た
は
ミ
ッ
キ
ー
・
マ
ウ
ス
よ
！  

こ
ん
畜
生
、
お
れ
は
そ
の

逆
だ
、
イ
ン
ポ
テ
ン
ツ
そ
の
も
の
だ
。
あ
ん
た
は
ト
ッ
プ
！  

あ
ん
た
は

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
二
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円
形
大
演
技
場
よ
！  

こ
ん
畜
生
、
こ
ん
畜
生
、
お
れ
は
ど
ん
底
の
、
け

ち
な
ワ
ラ
ジ
ム
シ
だ
、《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》
の
み
ん
な
が
、
猫
の
尿
に

あ
っ
ぷ
あ
っ
ぷ
の
ワ
ラ
ジ
ム
シ
だ
。

〈
男
ら
し
さ
〉
を
発
揮
す
る
機
会
を
得
な
が
ら
そ
れ
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
三

人
に
聞
こ
え
て
く
るY

ou

’re the T
op

は
、
三
人
が
「
一
番
」
で
も
「
ト
ッ

プ
」
で
も
な
く
、「
ど
ん
底
の
、
け
ち
な
ワ
ラ
ジ
ム
シ
」
で
あ
る
こ
と
を
突
き

付
け
て
い
く
。
小
説
に
お
い
て
太
字
で
表
記
さ
れ
る
ミ
ッ
キ
ー
・
マ
ウ
ス
は
、

三
人
に
と
っ
て
は
も
は
や
ア
メ
リ
カ
消
費
文
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
は
な
く
、
卑
小

で
滑
稽
な
子
ネ
ズ
ミ
で
し
か
な
い
。
言
わ
ば
ミ
ッ
キ
ー
・
マ
ウ
ス
が
ワ
ラ
ジ
ム

シ
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
意
味
が
ズ
ラ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

あ
る
い
は
、
そ
の
後
に
聞
こ
え
て
く
る
オ
デ
イ
の
「
バ
ー
ク
レ
イ
街
で
ナ
イ

チ
ン
ゲ
ー
ル
が
歌
っ
た
」（A

 N
ightingale Sang in Berkeley Square

）

に
、
ホ
ー
ル
で
事
務
員
を
務
め
る
少
女
が
Ｅ
・
Ａ
・
ポ
ー
の
詩
を
重
ね
よ
う
と

す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
滋
が
否
定
す
る
の
も
構
造
的
に
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

し
て
み
る
と
、
三
人
に
と
っ
て
〈
ア
メ
リ
カ
〉
は
憧
憬
の
対
象
で
あ
り
な
が
ら

そ
れ
を
批
評
し
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
も
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
と
は

言
え
、
三
人
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
戦
後
の
日
本
を
忌
避
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

に
大
き
な
打
撃
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。《
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》

が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
出
口
の
な
い
場
所
に
他
な
ら
な
い
。

四
、「
性
的
人
間
」
と
し
て
の
若
者

　

計
画
の
失
敗
後
、
高
は
朝
鮮
戦
争
で
の
戦
友
ジ
ミ
ー
に
再
会
し
、
ジ
ミ
ー
を

絞
殺
し
て
金
を
奪
う
。
出
口
の
な
い
場
所
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
高
と
滋
は
康
二

を
残
し
て
そ
の
金
で
朝
鮮
に
渡
ろ
う
と
す
る
が
、
計
画
の
失
敗
で
卑
怯
者
の
烙

印
を
押
さ
れ
た
康
二
と
、
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
康
二
に
侮
蔑
さ
れ
た
高
と
の

諍
い
を
き
っ
か
け
に
、
二
人
は
度
胸
試
し
を
し
て
爆
死
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ら
一
連
の
事
件
の
犯
人
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
滋
は
、
追
っ
て
く

る
警
察
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
末
に
墜
落
死
し
、
結
果
的
に
三
人
は
い
ず
れ
も

出
口
の
な
い
場
所
で
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。《
不ア

ン
ラ
ッ
キ
ー
・
ヤ
ン
グ
メ
ン

幸
な
若
者
た
ち
》

は
文
字
通
り
〈
不ア
ン
ラ
ッ
キ
ー幸
〉
な
展
開
へ
と
至
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
展
開
の
中
に
高

と
ジ
ミ
ー
の
同
性
愛
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
小
説
は
、
発
表
当
初
か
ら
過
剰
な
性
描
写
に
注
目
が
集
ま
っ

て
い
た
。
冒
頭
に
描
か
れ
る
、
空
虚
で
あ
り
な
が
ら
も
濃
密
な
靖
男
と
頼
子
の

性
交
の
あ
り
様
は
そ
れ
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。
高
と
ジ
ミ
ー
の
同
性
愛

の
描
写
も
そ
の
延
長
上
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
性
描
写
に
つ
い
て
、

大
江
は
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
刊
行
直
後
に
「
わ
れ
ら
の
性
の
世
界
」（『
群
像
』

一
九
五
九
年
一
二
月
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
、
以
下
の
よ
う
に
〈
性
〉

を
意
味
づ
け
て
い
る
。

　

私
は
現
代
日
本
と
い
う
東
洋
の
一
国
家
が
、
単
純
に
い
え
ば
安
全
保
障

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
二
二
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条
約
体
制
の
も
と
に
お
い
て
、
し
だ
い
に
性
的
人
間
の
国
家
と
な
つ
た
と

考
え
る
。
現
代
日
本
人
が
政
治
的
人
間
で
あ
る
こ
と
を
志
向
す
る
こ
と
は

き
わ
め
て
無
意
味
に
さ
え
思
わ
れ
る
、
そ
の
種
の
性
的
人
間
の
国
家
化
が

あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
大
江
は
、「
私
が
ア
ラ
ブ
人
の
民
族
運
動
に
あ
こ
が
れ
る
日
本
の
青

年
を
き
わ
め
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
え
が
く
の
は
、
あ
る
べ
き
政
治
運
動
の
形
と

し
て
ア
ラ
ブ
連
合
の
姿
を
え
が
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
く
、

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
異
国
の
革
命
に
胸
を
お
ど
ら
せ
る
ほ
か
は
な
い
性
的
人
間
の

致
命
的
な
行
動
不
能
、
停
滞
を
え
が
き
た
い
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
、
靖

男
の
創
作
意
図
を
語
っ
て
い
る
。

　

小
説
中
に
お
い
て
靖
男
と
や
り
取
り
す
る
ア
ラ
ブ
人
に
、「
希
望
の
な
い
状

況
の
な
か
で
青
春
を
お
く
る
者
た
ち
が
熱
中
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
と
暴
力
で
す
」
と
い
う
台
詞
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
日
本
に

限
ら
ず
、
世
界
中
の
若
者
が
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
志
向
す
る
「
性
的
人
間
」
と

化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
民
族
主
義
運
動
に

関
与
し
て
い
る
こ
の
ア
ラ
ブ
人
や
、
民
学
同
と
い
う
学
生
組
織
を
率
い
る
八
木

沢
は
、
大
江
の
言
う
無
力
で
滑
稽
、
悲
惨
な
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
の
「
政
治

的
人
間
」
に
当
た
り
、
二
人
は
、「
桃
色
遊
戯
の
常
習
者
」
や
、「
革
ジ
ャ
ン

パ
ー
を
着
こ
ん
で
オ
ー
ト
バ
イ
を
驀
走
さ
せ
る
連
中
」、「
ジ
ャ
ズ
を
生
き
が
い

に
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
若
者
」
が
「
政
治
的
人
間
」
と
化
す

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

若
者
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
小
説
中
の
認
識
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
性
的
人
間
」

と
は
、
セ
ッ
ク
ス
や
消
費
文
化
に
浸
る
若
者
た
ち
の
様
相
を
言
い
表
し
て
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
同
性
愛
的
関
係
に
あ
る
高
と
ジ
ミ
ー
も
「
性

的
人
間
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

小
説
の
記
述
に
則
す
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
高
は
「
ル
シ
ー
ル
」
を
歌

う
黒
人
男
性
へ
の
欲
情
を
隠
す
よ
う
に
そ
の
歌
詞
が
書
か
れ
た
紙
片
を
計
画
の

小
道
具
に
用
い
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、「
西
欧
の
人
間
、

あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
人
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
白
人
」
と
し
か
寝
な
い
と
い
う
高

に
と
っ
て
の
同
性
愛
が
「
名
誉
回
復
の
儀
式
」、
つ
ま
り
「
民
族
的
な
序
列
を

一
挙
に
ひ
っ
く
り
か
え
し
挽
回
す
る
た
め
の
息
苦
し
い
儀
式
」
で
あ
る
か
ら
だ
。

戦
後
の
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
分
断
の
中
で
共
産
主
義
陣
営
と
戦
っ
た
経
験
を
持
つ

高
は
、
日
本
の
植
民
地
化
や
冷
戦
構
造
の
中
で
二
重
に
祖
国
を
奪
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
故
に
「
白
人
」
と
の
個
人
的
な
同
性
愛
に
お
い
て
、「
朝
鮮
人
で
も
東
洋

人
で
も
な
い
」「
超
越
者
」
を
錯
覚
す
る
。
高
の
こ
の
認
識
が
、
性
、
政
治
、

人
種
を
め
ぐ
る
関
係
性
の
偏
差
か
ら
生
じ
る
劣
等
感
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
限
界
は
あ
る
の
だ
が
、
同
性
愛
を
通
じ
て
「
超
越
者
」
を
錯
覚

す
る
高
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
留
意
し
て
お
い
て
も

良
い
表
現
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
高
は
、
出
口
の
な
い
場
所
か
ら
の
脱
出
を
求
め

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
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て
、
ジ
ミ
ー
と
共
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
渡
り
、
ジ
ミ
ー
の
農
場
で
働
く
こ
と

を
夢
想
し
て
い
る
。
も
と
も
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
移
民
が
多
く
、
自
由
な
気

風
の
土
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
は
一
九
五
〇
年
代
に
ビ
ー
ト
・

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
作
家
た
ち
が
移
住
し
て
活
動
し
た
地
で
も
あ
る⑫
。
ビ
ー

ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
物
質
主
義
や
現
実
の
政
治
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た

人
間
性
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
中
に
男
性
同
性
愛
を
含
む
性
の
解
放

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
れ
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
同
性
愛
関
係
に
あ

る
ジ
ミ
ー
と
の
新
生
活
を
夢
想
す
る
高
の
感
覚
は
ビ
ー
ト
ニ
ク
的
で
あ
る
と
も

言
え
よ
う
。
ジ
ャ
ズ
を
志
向
し
、
Ｊ
・
ケ
ル
ア
ッ
ク
の
『
路
上
』
の
よ
う
に
ト

ラ
ッ
ク
に
よ
る
放
浪
を
夢
見
て
い
る
姿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
消
費
文
化
と
、
ビ
ー

ト
ニ
ク
の
双
方
を
内
面
化
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ⑬
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
高
は
「
性
的
人
間
」
そ
の
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
確
か
に
高
の
同
性
愛
は
、
性
、
政
治
、
人
種
を
め
ぐ
る
関
係

性
の
偏
差
に
支
え
ら
れ
て
い
る
し
、
ジ
ミ
ー
は
行
為
の
後
で
金
銭
を
要
求
し
た

高
が
「
東
洋
人
」
で
あ
る
こ
と
を
侮
蔑
す
る
た
め
、
ビ
ー
ト
ニ
ク
が
志
向
し
た

性
の
解
放
と
は
異
な
る
の
だ
が
、
こ
の
高
の
夢
想
の
一
部
に
ビ
ー
ト
ニ
ク
的
な

も
の
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
良
い
。

　

さ
ら
に
、
大
江
の
「
わ
れ
ら
の
性
の
世
界
」
に
見
え
る
Ｗ
・
ラ
イ
ヒ
の
名
に

注
目
す
れ
ば
、
大
江
の
言
う
「
性
的
人
間
」
に
は
そ
の
概
念
自
体
を
内
破
し
て

い
く
よ
う
な
力
も
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
に
学
ん
だ
ラ

イ
ヒ
は
、
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
的
統
合
を
図
り
、
権
威
主
義
的

な
家
父
長
制
度
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
性
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
す
る
こ
と
こ

そ
が
革
命
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
大
江
の
創
作
意
図
で
は
、
例
え
ば
靖
男
は

「
性
的
人
間
の
致
命
的
な
行
動
不
能
、
停
滞
」
の
表
徴
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
靖
男
の
過
剰
な
性
描
写
や
高
の
同
性
愛
は
、「
性
的
人
間
」
に
捕
捉
さ

れ
な
い
剰
余
、
ラ
イ
ヒ
の
言
う
性
の
解
放
を
表
現
上
可
能
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
は
、「
お
れ
に
と
っ
て
唯
一
の
《
行
動
》
が
自
殺
だ
！
」

と
考
え
な
が
ら
も
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
な
く
生
き
て
い
く
靖
男
の
内
面
に
語
り

が
向
け
ら
れ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
大
江
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
若
者
た
ち
を
捉

え
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
石
原
慎
太
郎
「
太
陽

の
季
節
」
が
描
い
た
、
ボ
ク
シ
ン
グ
や
ヨ
ッ
ト
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
、
女
性
を
弄

ぶ
無
軌
道
な
青
年
た
ち
の
表
象
と
重
な
る
要
素
が
認
め
ら
れ
よ
う
。『
わ
れ
ら

の
時
代
』
は
、「
見
る
ま
え
に
跳
べ
」（『
文
學
界
』
一
九
五
八
年
六
月
）
と
併

せ
て
白
坂
依
志
夫
に
よ
っ
て
脚
本
化
さ
れ
、
蔵
原
惟
繕
の
監
督
で
映
画
化
（
一

九
五
九
年
一
一
月
二
五
日
公
開
）
も
さ
れ
て
お
り⑭
、
公
開
当
時
は
過
激
な
政
治

的
、
性
的
表
現
が
話
題
を
呼
ん
で
い
た
。
靖
男
を
演
じ
た
の
は
、「
太
陽
の
季

節
」
で
竜
哉
を
演
じ
た
長
門
裕
之
で
あ
り
、
様
々
な
意
味
に
お
い
て
「
太
陽
の

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
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季
節
」
と
重
複
す
る
点
が
多
い
。

　

シ
ン
ポ
「
発
言
」
に
対
す
る
反
応
を
受
け
て
書
か
れ
た
大
江
の
「《
怒
れ
る

若
者
た
ち
》
ノ
ー
ト
」（『
世
界
』
一
九
六
〇
年
三
月
）
は
、
前
世
代
と
大
江
ら

の
世
代
と
の
認
識
の
差
異
を
取
り
上
げ
て
、「
ぼ
く
ら
は
自
己
批
判
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
、《
あ
な
た
た
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
！
》
と
仮
に
い
っ
た
と

す
れ
ば
そ
れ
は
文
学
者
と
し
て
本
質
的
な
自
殺
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
が
、

「
貴
方
達
に
は
何
も
わ
か
り
や
し
な
い
ん
だ
」
と
は
、「
太
陽
の
季
節
」
の
末
尾

近
く
に
記
さ
れ
た
著
名
な
台
詞
で
あ
る
。『
わ
れ
ら
の
時
代
』
は
、
若
者
と
前

世
代
と
の
認
識
の
差
異
を
描
い
た
こ
の
「
太
陽
の
季
節
」
を
ふ
ま
え
、
セ
ッ
ク

ス
や
暴
力
へ
の
欲
動
を
抱
え
つ
つ
、
そ
れ
を
行
為
と
し
て
な
し
た
と
し
て
も
何

か
を
な
し
遂
げ
た
と
は
言
え
な
い
「
性
的
人
間
」
で
あ
る
若
者
た
ち
の
閉
塞
状

態
を
表
象
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
太
陽
の
季
節
」
と
の
差
異
が
あ
り
、
ま
た
文

学
者
と
し
て
「
本
質
的
な
自
殺
」
を
遂
げ
て
い
な
い
大
江
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
認

め
ら
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
、『
わ
れ
ら
の
時
代
』
に
描
か
れ
た
セ
ッ
ク
ス
や
ス

ポ
ー
ツ
、
暴
力
、
音
楽
を
消
費
し
、
自
殺
す
る
こ
と
も
な
く
生
き
て
い
く
若
者

た
ち
の
姿
は
、
そ
の
後
の
時
代
へ
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
意
味

で
現
代
的
な
小
説
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

若
者
た
ち
に
よ
る
消
費
文
化
の
受
容
の
場
で
は
微
妙
な
意
味
の
再
編
は
行
わ

れ
て
は
い
よ
う
が
、
そ
の
行
為
や
事
物
の
消
費
の
中
で
大
き
な
希
望
を
持
た
ず

に
若
者
た
ち
は
た
だ
た
だ
生
き
て
い
く
。
映
画
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
の
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
、「
意
味
も
な
く
、
生
き
て
い
く
の
だ
！
」「
だ
ら
し
な
く
、
生
き
て

い
く
の
だ
！
」
と
物
語
を
結
ん
で
い
る
よ
う
に
、
た
だ
た
だ
生
き
て
い
く
の
で

あ
る
。

注①　

拙
論
「〈
現
代
文
学
〉
の
風
景

―
物
語
の
大
衆
消
費
と
石
原
慎
太
郎
「
太
陽
の

季
節
」

―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
一
年
一
一
月
）
参
照
。

②　

吉
見
俊
哉
『
親
米
と
反
米

―
戦
後
日
本
の
政
治
的
無
意
識
』（
岩
波
新
書  

二

〇
〇
七
年
四
月
）
参
照
。

③　

石
田
雄
・
江
藤
淳
・
重
枝
琢
巳
・
柳
本
美
雄
・
渡
邊
道
子
・
日
高
六
郎
「
座
談
会  

統
一
の
芽
を
ど
う
育
て
る
か

―
警
職
法
反
対
運
動
の
経
験
の
な
か
か
ら

―
」

（『
世
界
』
一
九
五
九
年
一
月
）
参
照
。

④　
「
メ
モ  

テ
レ
ビ
へ
乗
出
す
「
若
い
日
本
の
会
」」（『
毎
日
新
聞
』
朝
刊  

一
九
五

九
年
三
月
二
〇
日
）
参
照
。

⑤　
「
若
い
日
本
の
会
」
に
つ
い
て
は
、
服
部
訓
和
「「
若
い
日
本
の
会
」
と
青
年
の

（
不
）
自
由

―
江
藤
淳
と
大
江
健
三
郎

―
」（『
稿
本
近
代
文
学
』
二
〇
〇
七
年

一
二
月
）
に
細
か
な
考
察
が
あ
る
。

⑥　

江
藤
淳
「「
外
へ
出
ろ
、
前
進
し
ろ
！
」」（「
文
学
共
和
国

―
世
界
文
学
展
望
」

『
文
學
界
』
一
九
五
八
年
三
月
）
参
照
。

⑦　

平
山
周
吉
『
江
藤
淳
は
甦
え
る
』（
新
潮
社  

二
〇
一
九
年
四
月
）
参
照
。

⑧　

斎
藤
美
奈
子
『
妊
娠
小
説
』（
筑
摩
書
房  

一
九
九
四
年
六
月
）
参
照
。

⑨　

蘇
明
仙
「『
わ
れ
ら
の
時
代
』
論

―
戦
後
認
識
を
中
心
に

―
」（『
コ
ン
パ
ラ

テ
ィ
オ
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
論
考
は
『
わ
れ
ら

の
時
代
』
が
表
す
多
く
の
比
喩
を
整
理
し
て
い
る
。

⑩　
『Coca-Cola Japan 50th A

nniversary 1957

―2007

』（Coca-Cola

（Ja-

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち

二
二
五

同志社国文学98号　三校　（瀬崎圭二様）　Ａ



pan

） Com
pany, Lim

ited  

二
〇
〇
七
年
六
月
）
参
照
。

⑪　

島
村
健
「「
抵
抗
者
の
音
楽
」
の
発
見

―
大
江
健
三
郎
と
一
九
五
〇
〜
六
〇
年

代
の
ジ
ャ
ズ

―
」（『
近
代
文
学
研
究
と
資
料
』
第
二
次  

二
〇
〇
九
年
三
月
）
参

照
。

⑫　

諏
訪
優
『
ビ
ー
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
』（
紀
伊
國
屋
書
店  

一
九
六
五
年
六

月
）、「
特
集  
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
〈
ビ
ー
ト
〉
誕
生
」（『
現
代
詩

手
帖
』
二
〇
〇
一
年
二
月
）
等
参
照
。

⑬　
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
と
ビ
ー
ト
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
石
田
一
真

「
大
江
健
三
郎
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ル
ア
ッ
ク
：『
わ
れ
ら
の
時
代
』
とO
n the 

Road

（『
路
上
』）
に
つ
い
て
の
考
察
」（『
愛
媛
大
学
人
文
学
論
叢
』
二
〇
〇
二
年

一
二
月
）
に
詳
し
い
。

⑭　

映
画
『
わ
れ
ら
の
時
代
』
に
つ
い
て
は
、「
シ
ナ
リ
オ  

わ
れ
ら
の
時
代
」（『
映

画
芸
術
』
一
九
六
〇
年
一
月
）
等
を
参
照
し
た
。

意
味
も
な
く
、
だ
ら
し
な
く
生
き
る
若
者
た
ち
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