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身
体
の
二
重
性
と
パ
ロ
デ
ィ

　
　
　
ー
『
選
ば
れ
し
人
』
の
語
り
手
に
つ
い
て
－

　
本
誌
三
月
号
「
救
済
の
語
り
手
と
語
り
手
の
救
済
」
（
以
下
「
前

稿
」
）
で
は
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
選
ば
れ
し
人
』
と
い
う
小

説
が
、
現
代
で
は
語
る
こ
と
が
困
難
に
な
う
て
い
る
救
済
の
物
語

を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
非
常
に
技
巧
的
な
語
り
手
の
設
定
を
行

な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
語
り
手
が
こ
の
小
説
を
物
語
と

し
て
〈
語
る
人
〉
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
「
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
ク
レ
メ
ン
ス
」
と
の
二
つ
の
人
格
を
持
ち
、
そ
れ

が
役
者
と
役
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
重
な
っ
た
二
重
の
身
体
を
持

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
二
重
性
に
依
っ
て
、
現
代
に
於
い
て
あ
る

リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
救
済
を
語
る
と
い
う
課
題
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
（
ハ
ル
ト
マ
ン
の
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
の
先
例

尾
　
　
方

郎

に
倣
い
つ
つ
）
こ
の
救
済
を
語
る
こ
と
で
〈
語
る
人
〉
が
ま
た
救

済
を
得
る
こ
と
を
、
や
や
急
ぎ
つ
つ
ま
ず
結
論
を
先
に
出
す
形
で

述
べ
た
。
本
稿
で
は
『
選
ば
れ
し
人
』
に
於
け
る
語
り
手
の
在
り

方
に
つ
い
て
具
体
的
に
兄
て
行
き
、
救
済
の
語
り
を
可
能
に
す
る

機
構
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二

　
『
選
ば
れ
し
人
』
は
（
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
と
は
違
い
）
、
物
語

の
中
で
の
時
間
と
し
て
は
終
結
に
近
い
部
分
、
ロ
ー
マ
で
町
中
の

聖
堂
の
鐘
が
、
鳴
ら
す
者
も
な
い
の
に
自
ず
と
鳴
り
始
め
る
と
い

う
奇
蹟
謹
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
と
き
物
語
は
こ
の
鐘
を
「
誰
が
鳴

ら
す
の
か
」
と
自
問
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
物
語
の
精
神
」

が
鳴
ら
す
の
だ
と
言
わ
れ
、
そ
の
「
精
神
O
①
邑
」
（
「
霊
」
と
訳
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（67）身体の二重性とパロディ

し
て
も
良
く
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
若
干
合
ん
で
い
よ
う
）
は
ま

た
「
受
肉
」
（
H
O
）
し
て
一
つ
の
人
格
と
な
り
、
修
道
士
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
ク
レ
メ
ン
ス
と
名
乗
る
。
こ
う
し
て
こ
の
物
語
の
語
り

の
大
枠
は
形
作
ら
れ
る
。

　
極
く
普
通
の
意
味
で
こ
の
枠
の
果
す
機
能
の
一
つ
は
、
〈
語
ら

れ
る
事
柄
V
に
対
す
る
〈
語
る
こ
と
〉
へ
の
視
線
の
設
定
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ぱ
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
両
親
の
生
い
立
ち
か

ら
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
教
皇
就
位
に
至
る
第
一
の
物
語
の
他
に
、
そ

れ
を
語
る
こ
と
と
い
う
第
二
の
物
語
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
や
ボ
ッ
カ
チ
オ
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
、
シ

ュ
ト
ル
ム
の
『
白
馬
の
騎
手
』
な
ど
、
所
謂
枠
物
語
と
し
て
こ
う

し
た
形
式
を
持
つ
も
の
は
多
い
が
、
そ
の
中
で
『
選
ば
れ
し
人
』

が
特
異
だ
と
す
れ
ば
、
第
一
の
語
り
が
超
越
的
な
い
し
く
神
の
視

点
V
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
小
説
の
視
点
か
ら
行
な
わ
れ
、
語
り

手
が
極
め
て
抽
象
的
な
相
貌
を
帯
び
な
が
ら
、
同
時
に
一
個
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

問
と
し
て
登
場
す
る
点
で
あ
る
。

　
勿
論
、
物
語
は
語
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
言
葉
の
背
後
に
は
語
る

主
体
が
あ
る
こ
と
が
当
然
だ
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
を
〈
語
り
手
〉
と

呼
ん
で
一
つ
の
人
格
と
見
な
す
の
は
、
我
々
に
は
自
然
な
こ
と
で

あ
る
。
だ
が
語
り
手
の
様
態
は
普
通
は
語
り
の
形
式
に
必
然
的
に

結
び
付
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
周
知
の
如
く

多
様
な
議
論
の
あ
る
所
だ
が
、
暫
く
対
照
の
た
め
だ
け
に
簡
単
に

比
較
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
は
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
晩
夏
』
や
ケ
ラ
ー
の
『
緑
の
ハ

イ
ン
リ
ヒ
』
（
第
二
版
）
の
よ
う
に
主
人
公
自
ら
一
人
称
で
語
る

も
の
だ
が
、
彼
等
は
基
本
的
に
自
分
の
視
点
（
と
自
分
の
耳
）
で

見
得
る
も
の
、
聴
き
得
る
も
の
だ
け
を
自
己
の
カ
に
基
づ
い
て
認

識
し
あ
る
い
は
想
起
し
て
い
く
。
従
っ
て
『
晩
夏
』
の
よ
う
に
認

識
カ
の
発
展
が
あ
る
と
、
同
じ
対
象
（
薔
薇
の
家
の
中
心
の
。
大
理

石
像
等
）
が
新
た
な
視
線
を
浴
び
る
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
が
「
私
」
の
視
線
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

　
対
し
て
主
人
公
を
三
人
称
で
語
る
も
の
の
う
ち
、
例
え
ば
シ
ュ

ト
ル
ム
の
『
イ
ン
メ
ン
ゼ
ー
』
な
ど
は
、
冒
頭
と
末
尾
で
老
人
の

婆
を
描
き
、
そ
の
枠
の
中
で
彼
の
幼
年
・
青
年
時
代
が
回
想
の
よ

う
に
語
ら
れ
る
訳
だ
が
、
内
側
の
物
語
も
徹
底
し
て
彼
が
見
聞
し

、
た
範
囲
の
こ
と
だ
け
が
語
ら
れ
、
外
枠
で
も
彼
に
密
着
し
た
視
点

し
－
か
な
い
。
こ
の
語
り
手
も
主
人
公
に
全
く
寄
り
添
っ
た
視
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
貫
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
語
り
手
は
我
々
の
通
念
で
あ
る
統
一
さ
れ
た
主
観
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
く
適
合
し
、
物
語
る
行
為
の
主
体
の
越
権
が
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替
め
ら
れ
な
い
、
即
ち
「
何
故
お
前
は
他
人
の
そ
ん
な
事
ま
で
知

っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
疑
問
を
防
ぎ
得
る
と
い
う
意
味
で
極
く

穏
当
な
在
り
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
物
語
に
採
り
入
れ

ら
れ
る
見
聞
範
囲
は
否
応
な
く
狭
く
な
り
、
対
象
に
対
す
る
認

識
・
判
断
の
在
り
よ
う
も
一
種
類
の
主
観
の
も
の
で
し
か
有
り
得

な
く
な
る
。
そ
こ
で
シ
ュ
ト
ル
ム
で
言
え
ぱ
『
水
に
沈
む
』
で
は

古
い
手
稿
に
書
か
れ
た
物
語
、
『
白
馬
の
騎
手
』
で
は
語
り
伝
え

ら
れ
た
物
語
が
挿
入
さ
れ
、
一
つ
の
主
観
か
ら
の
語
り
に
収
め
な

が
ら
多
少
の
時
問
的
・
空
間
的
広
が
り
を
見
せ
る
の
だ
が
、
そ
う

し
た
枠
付
き
の
物
語
も
「
何
故
知
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
問
い

を
恐
れ
る
な
ら
ば
結
局
は
狭
隆
さ
を
免
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
す
る
の
が
所
謂
神
の
視
点
を
持
つ
趨
越
的
な
語
り
手

で
あ
る
。
十
九
世
紀
以
来
小
説
の
世
界
で
は
こ
の
語
り
手
が
長
く

主
流
を
占
め
て
き
た
の
だ
が
、
気
の
毒
に
も
存
在
を
意
識
さ
れ
な

か
っ
た
り
、
極
端
に
は
存
在
を
否
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。

確
・
か
に
こ
う
し
た
様
式
の
小
説
で
は
登
場
す
る
誰
彼
の
言
葉
と
内

心
の
独
白
、
外
か
ら
聞
こ
え
る
言
葉
、
そ
し
て
所
謂
地
の
文
と
そ

れ
ぞ
れ
違
っ
た
多
く
の
声
が
響
き
、
全
体
を
統
一
し
て
語
る
声
は

聞
き
取
り
難
い
。
ま
た
地
の
文
の
語
り
が
時
折
主
体
性
を
兄
せ
る

ケ
ー
ス
が
あ
っ
て
も
1
例
え
ば
ゲ
ー
テ
の
『
親
和
カ
』
で
は

「
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
、
と
我
々
は
あ
る
裕
福
な
男
盛
り
の
男
爵
を
呼

　
　
　
　
（
3
）

ん
で
お
こ
う
」
と
言
い
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
水
晶
』
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
我
々
の
祖
国
の
高
い
山
々
の
問
に
小
さ
な
村
が
あ
っ
た
…
」
と

言
づ
て
一
人
称
で
現
わ
れ
、
ま
た
フ
ォ
ン
タ
ー
ネ
の
『
エ
フ
ィ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

ブ
リ
ー
ス
ト
』
で
は
「
可
哀
想
な
エ
フ
ィ
ー
・
」
と
い
う
呼
び
掛
け

に
よ
っ
て
人
格
を
覗
か
せ
た
り
も
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
〈
地
の

文
の
声
〉
と
い
う
、
一
つ
の
声
に
過
ぎ
ぬ
と
さ
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
。

　
し
か
し
そ
れ
は
小
説
の
内
側
の
論
理
に
従
っ
た
聴
き
方
で
あ
ろ

う
。
小
説
中
で
妻
が
夫
に
語
り
か
け
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
夫
へ
の

語
り
か
け
に
過
ぎ
な
い
が
、
外
か
ら
見
れ
ぱ
こ
こ
に
は
そ
れ
を
更

に
物
語
に
し
て
い
る
主
体
が
あ
り
、
多
く
の
声
に
よ
る
言
葉
を
束

ね
て
一
つ
の
言
葉
の
流
れ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も

単
な
る
報
告
者
で
は
な
い
。
報
告
者
な
ら
「
彼
女
は
－
・
と
考
え
た

そ
う
だ
」
と
言
う
所
を
、
「
『
…
』
と
考
え
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
極
め
て
人
工
的
な
人
格
で
あ
る
。
我
々
は
こ
う
し
た

言
葉
で
も
難
無
く
受
け
取
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
我
々
が
、
声
が

他
の
声
を
模
倣
す
る
と
い
う
出
来
事
に
慣
れ
、
む
し
ろ
積
極
的
に

身
を
委
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
に
は
こ
の
様
相
を
鮮

や
か
に
見
せ
る
落
語
と
い
う
話
芸
が
あ
る
。
　
一
人
の
人
問
が
何
人
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（69）身体の二重性とパロディ

も
の
人
問
の
生
の
言
葉
や
心
申
の
独
言
、
〈
地
の
文
〉
、
そ
し
て
聴

き
手
へ
の
語
り
か
け
と
多
様
な
声
を
発
し
、
没
頭
し
た
瞬
問
に
は

何
人
も
の
声
と
錯
覚
さ
れ
も
す
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
一
つ
の
声

で
も
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
物
語
を
統
括
す
る
の
は
登
場
す
る
誰
某

の
声
で
は
な
く
、
こ
の
一
つ
の
声
で
あ
る
。
こ
の
声
に
耳
を
傾
け

れ
ば
、
超
越
的
な
語
り
手
の
人
格
も
ま
た
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
こ
の
語
り
手
は
物
語
中
の
世
界
全
て
を
支
配
し
、
そ
の
世
界
で

は
如
何
な
る
出
来
事
で
も
語
ら
れ
た
通
り
に
起
こ
る
。
従
っ
て

『
選
ば
れ
し
人
』
冒
頭
の
鐘
も
語
り
手
が
「
鳴
っ
た
」
と
語
れ
ば

鳴
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
主
体
を
物
語
の
精
神
と
呼
べ
ぱ
、
そ
の

精
神
が
「
鳴
ら
す
」
と
言
え
よ
う
。
た
だ
こ
の
奇
蹟
謹
は
ハ
ル
ト

マ
ン
の
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
で
も
そ
の
粉
本
の
古
フ
ラ
ン
ス
語
の

作
品
で
も
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
鳴
ら
す
主
体
を
人
間
主

義
・
個
人
主
義
的
に
精
神
と
呼
ぶ
の
は
や
や
不
適
当
で
、
む
し
ろ

霊
と
呼
ん
だ
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ

我
々
は
こ
の
物
語
の
精
神
な
り
霊
な
り
が
無
人
の
鐘
を
鳴
ら
す
こ

と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
語
り
手
は
ま
た
神
の
視
点
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
何
処
に

い
つ
屠
て
も
構
わ
な
い
。
「
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
所
に
、
此
処
に
そ

し
て
至
る
所
に
、
存
在
し
得
る
も
の
な
の
か
。
［
…
］
一
時
に
百

も
の
聖
場
に
存
在
し
得
る
の
か
？
　
　
勿
論
で
あ
る
。
物
語
の
精

神
は
空
気
の
如
く
、
身
体
を
持
た
ず
、
此
処
と
彼
処
の
区
別
に
は

従
わ
な
い
L
（
；
）
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
数
々
の
人
物
の
内
面

を
直
接
話
法
で
語
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
人
格
の
個
別
性
と
い
う

原
理
に
も
従
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
一
方
で
は
重
大
な
不
白
由
も
あ
る
。
ご
く
抽
象
的
な
、
そ

れ
こ
そ
霊
か
精
神
と
で
も
言
う
他
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か

存
在
で
き
な
い
（
あ
る
い
は
表
象
さ
れ
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
『
魔
の
山
』
で
「
我
々
」
（
ω
－
⑩
）
と
言
っ
て
物
語
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
）

う
と
す
る
の
も
同
種
の
存
在
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
言
語
主
体
で
あ
っ
て
、
身
体
性
は
な
い
。
我
々
は
、
趨
越
的

語
り
手
に
大
き
な
自
由
を
認
め
る
代
り
に
、
存
在
の
現
実
性
に
は

大
き
く
制
約
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
精
神
が
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
一
個
の
人
格
に
な

る
の
み
な
ら
ず
、
肉
体
を
持
た
さ
れ
る
の
が
『
選
ば
れ
し
人
』
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
修
適
士
で
あ
る
以
上
幾
分
は
霊
な
い
し
精
神
の

領
域
に
近
い
者
（
忌
『
Ω
①
季
＝
o
ぎ
）
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
そ

う
な
の
だ
が
、
彼
は
あ
た
か
も
そ
の
見
方
を
封
じ
る
よ
う
に
、
僧

職
に
就
く
前
は
胴
着
を
着
け
て
走
り
回
る
モ
ロ
ル
ト
と
い
う
名
の

男
で
あ
っ
た
と
、
い
や
正
確
に
は
「
モ
ロ
ル
ト
の
胴
着
を
着
け
て
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走
り
回
る
肉
の
身
体
L
（
H
ω
）
で
あ
っ
た
と
言
う
。
だ
と
す
る
と

一
旦
肉
体
を
備
え
て
い
た
者
は
そ
の
後
も
肉
体
を
備
え
て
い
る
と

い
う
の
が
現
実
的
な
考
え
方
で
あ
る
か
ら
、
我
々
も
そ
う
見
な
そ

う
と
す
る
。

　
だ
が
そ
う
す
る
と
今
度
は
、
自
分
は
「
も
は
や
卑
し
い
モ
ロ
ル

ト
で
は
な
く
、
洗
練
さ
れ
た
ク
レ
メ
ン
ス
」
に
な
る
こ
と
で
、
パ

ウ
ロ
の
言
う
「
新
し
き
人
間
を
着
る
こ
と
」
を
果
し
た
、
も
は
や

自
分
は
精
神
的
な
肉
体
（
⑰
q
9
ω
艘
o
冨
『
－
①
亭
）
（
冨
）
な
の
だ
と

も
言
う
。
こ
れ
も
あ
る
理
念
的
な
思
考
法
に
拠
っ
た
、
あ
る
正
当

性
を
持
っ
た
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
自
分
は
前
に
「
物
語

の
精
神
が
受
肉
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
が
、
白
分
は
「
受

肉
」
と
い
う
言
葉
を
あ
ま
り
好
ま
な
い
と
し
て
、
自
己
の
肉
体
性

を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
普
通
の
語
り
手
に
期
待
さ
れ
る
役
割
を
逸
脱
し
た
こ
う
し
た
論

議
は
、
論
議
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
主
な
意
味
が
あ
り
、
結

局
結
論
が
何
処
に
到
達
し
よ
う
と
語
り
手
の
身
体
性
と
い
う
問
題
、

と
言
っ
て
も
単
に
物
語
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
小
説
読
者
に
と
っ

て
は
間
題
外
で
あ
り
神
経
質
な
書
き
手
や
批
評
家
に
と
っ
て
の
み

問
題
か
も
し
れ
な
い
も
の
に
、
否
応
な
く
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。

そ
し
て
頼
み
も
せ
ぬ
の
に
語
り
手
自
ら
の
身
体
の
幻
像
を
一
日
一
空

中
に
織
り
成
し
た
上
で
、
今
度
は
そ
れ
を
否
定
し
徐
々
に
消
そ
う

と
し
て
見
せ
る
こ
と
で
、
像
と
し
て
は
固
着
さ
せ
て
し
ま
う
。
．

　
こ
う
し
た
言
葉
の
上
で
の
白
己
否
定
は
、
む
し
ろ
レ
ト
リ
カ
ル

に
自
已
の
存
在
を
強
調
す
る
も
の
と
杢
言
え
よ
う
が
、
さ
ら
に
肯

定
し
つ
つ
否
定
す
る
イ
ロ
ニ
ー
が
強
烈
に
働
い
て
い
る
こ
と
も
問

違
い
な
い
。
こ
う
し
た
イ
ロ
ニ
ー
は
主
体
に
対
す
る
〈
解
釈
〉
を

引
き
寄
せ
、
内
面
を
持
っ
た
人
格
像
を
描
か
せ
る
。
ま
た
イ
ロ
ニ

ー
は
距
離
を
取
る
も
の
で
も
あ
る
。
自
己
に
対
し
て
距
離
が
生
ま

れ
れ
ぱ
、
二
つ
の
人
格
、
さ
ら
に
二
つ
の
身
体
が
生
ま
れ
て
く
る
。

そ
こ
か
ら
前
稿
で
述
べ
た
、
〈
語
る
人
〉
が
「
ク
レ
メ
ン
ス
」
を

遊
戯
的
に
演
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。

　
例
え
ば
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
遣
士
と
し
て
口
i
マ
ヘ
の
忠
誠
を

誓
っ
て
い
る
と
言
う
彼
が
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
そ
の
首
位
権
に
取
る

態
度
は
ど
う
だ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
「
我
々
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
僧

が
常
に
行
動
の
白
主
性
を
重
ん
じ
て
き
た
事
は
事
実
で
あ
る
」
が
、

「
そ
れ
で
も
我
々
が
ラ
テ
ラ
ン
宮
の
司
教
を
キ
リ
ス
ト
教
会
の
主

座
と
認
め
、
せ
い
ぜ
い
神
の
復
活
の
場
所
だ
け
を
聖
ペ
テ
ロ
寺
院

よ
り
神
聖
だ
と
見
な
す
だ
け
で
、
こ
の
教
会
の
首
長
に
ほ
と
ん
ど

神
的
な
性
質
の
存
在
を
認
め
て
き
た
事
に
は
変
わ
り
は
な
い
」
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（71）身体の二重性とパロディ

（
冨
）
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
ロ
ー
マ
司
教
が
他
の
司
教
に
優
先

す
る
絶
対
の
首
位
を
占
め
る
の
か
、
と
い
う
の
は
通
常
の
歴
史
的

経
緯
や
合
理
で
は
必
ず
し
も
説
明
し
易
く
は
な
い
事
項
で
あ
る
が

（
従
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
教
要
理
に
も
信
ず
べ
き
事
と
し
て
書

か
れ
て
い
る
！
）
、
ま
ず
こ
う
し
た
徴
妙
な
両
義
性
が
現
わ
れ
た

後
で
さ
ら
に
続
け
ら
れ
る
。

イ
ェ
ル
サ
レ
ム
や
エ
フ
ェ
ス
ス
や
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
教
会
が

口
i
マ
よ
り
も
古
い
と
言
う
の
は
嘘
で
は
な
い
し
、
ペ
テ
ロ

ー
そ
の
確
固
と
し
た
名
を
聞
く
と
心
な
ら
ず
も
あ
る
鶏
鳴
を

想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
ペ
テ
ロ
が
ロ
ー
マ
司
教
区
を

設
立
し
た
と
す
れ
ば
、
（
い
や
勿
論
確
か
に
し
た
の
だ
が
）
、
ア

ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
区
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ

る
。
だ
が
こ
う
し
た
こ
と
は
真
理
の
傍
ら
に
注
と
し
て
付
せ
ら

れ
る
だ
け
の
役
割
し
か
持
ち
得
な
い
。
（
冨
）

　
イ
エ
ス
が
捕
ら
え
ら
れ
た
時
知
ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
を
通
し
「
鶏
鳴
」

を
聞
い
て
よ
う
や
く
反
省
し
た
ペ
テ
ロ
が
何
故
使
徒
の
筆
頭
で
あ

り
得
る
か
の
疑
問
は
、
古
来
絶
え
な
い
訳
で
あ
る
し
、
こ
の
後
に

「
真
理
」
と
し
て
、
主
が
ベ
テ
ロ
に
「
マ
タ
イ
伝
に
、
マ
タ
イ
伝

に
だ
け
見
え
る
よ
う
に
、
地
上
で
の
主
の
采
邑
保
持
者
と
し
て
の

使
命
を
授
け
た
L
と
述
べ
る
こ
と
は
、
何
故
他
の
三
伝
に
無
い
か

の
疑
問
を
裏
に
忍
ぱ
せ
、
次
い
で
ペ
テ
ロ
が
ロ
ー
マ
司
教
に
神
の

代
理
人
た
る
地
位
を
譲
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
使

徒
ペ
テ
ロ
が
最
初
の
後
継
者
教
皇
リ
ー
ヌ
ス
の
叙
任
式
に
行
な
っ

た
演
説
」
が
残
さ
れ
て
い
て
「
そ
れ
を
私
は
真
に
信
仰
の
試
練
と

見
な
し
、
如
何
な
る
事
を
も
金
て
信
ず
る
こ
と
が
可
能
か
を
示
し

て
、
そ
の
力
を
証
明
せ
よ
と
い
う
、
精
神
に
対
す
る
挑
戦
と
も
見

な
す
」
（
同
）
と
い
う
、
ど
ち
ら
と
も
解
せ
る
言
葉
を
吐
く
の
で

あ
る
。

　
勿
論
こ
れ
ら
の
両
義
性
の
根
は
確
か
に
「
不
合
理
故
に
我
信

ず
」
と
い
う
句
に
集
約
さ
れ
る
信
仰
の
日
常
論
理
か
ら
の
超
越
性

に
存
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
小
説
と
い
う
日
常
論
理
に
よ
り
近
い

場
で
は
明
ら
か
な
皮
肉
に
見
え
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
こ
こ
で
は
強
固
な
信
仰
の
告
白
と
教
皇
首
位
権
に
対

す
る
疑
問
提
起
（
し
か
も
都
楡
的
な
）
と
い
う
二
声
部
が
同
時
に
、

し
か
も
後
者
が
よ
り
鋭
く
奏
で
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

を
安
定
し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
士
一
人
の
人
格
に
収
敏
さ
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
当
然
無
い
。
む
し
ろ
こ
の
人
格
は
そ
れ
を
否
定

す
る
方
向
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
た
方
が
見
易
い
も
の
で
あ
る
。
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だ
が
こ
う
言
う
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
よ
り
低
い
蓋
然
性

で
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
熱
烈
な
信
仰
者
の
一
種
イ
ロ
ニ
ー
的

な
言
葉
で
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
く
、
ロ
ー
マ

教
皇
の
首
位
権
と
そ
れ
を
基
礎
付
け
る
使
徒
中
で
の
ペ
テ
ロ
の
首

位
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
ペ
テ
ロ
の
名
指
し
、
そ
し
て
ロ

ー
マ
司
教
へ
の
代
理
権
の
承
継
な
ど
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
外
部
か

ら
（
あ
る
い
は
内
部
か
ら
も
）
の
絶
え
ざ
る
攻
撃
に
晒
さ
れ
て
き

た
事
項
で
あ
る
。
従
づ
て
、
そ
う
し
た
理
風
の
上
で
の
批
判
は
全

て
承
知
の
上
で
自
分
は
信
ず
る
の
だ
と
い
う
言
葉
に
も
な
り
得
る

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
二
重
性
は
、
物
語
の
精
神
が
ク
レ
メ
ン
ス
に
受
肉
1
－

具
体
化
し
た
こ
と
が
も
た
ら
す
こ
の
作
品
の
特
質
の
大
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
重
性
と
は
、
謹
教
的
と
批
判
的
と
い
う
よ
う

な
単
な
る
理
念
的
対
立
の
並
立
で
は
な
い
。
一
方
で
は
批
判
的
立

場
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
合
理
で
解
し
て
椰
楡
す
る
た
め
に
、

．
わ
ざ
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
を
演
じ
て
見
せ
る
と
い
う
イ
ロ
ニ
ー

が
あ
っ
て
、
他
方
で
は
護
教
的
な
立
場
が
わ
ざ
と
反
対
論
を
呼
び

込
ん
で
見
せ
る
イ
ロ
ニ
ー
の
視
線
も
共
に
在
り
得
る
の
で
あ
る

（
こ
れ
が
完
全
に
欠
如
し
て
い
れ
ぱ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
士
を

演
ず
る
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
）
。

　
こ
の
二
つ
の
イ
ロ
ニ
ー
の
並
立
が
、
二
つ
の
身
体
を
現
出
さ
せ

る
。
身
体
は
単
に
透
明
な
論
理
で
は
な
く
、
主
観
の
屈
折
や
反
射

を
含
む
所
に
兄
て
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
方
が

〈
語
る
人
〉
、
他
方
が
ク
レ
メ
ン
ス
で
あ
り
、
前
者
が
後
者
を
演
ず

る
と
一
応
は
言
え
よ
う
。
だ
が
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
前
者
が
実
で
後

者
が
虚
で
あ
る
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
先
程
の
イ
ロ
ニ
ー
の
二
面

性
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
は
後
者
こ
そ
が
実
で
前
者
が
虚
と
見
え
て

く
る
瞬
間
も
ま
た
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
前
稿
で
は
舞
台
の
上
の
人
間
の
役
者
と
そ
の
役
と
に
比

し
た
。
そ
れ
も
感
情
移
入
を
重
要
な
方
法
と
す
る
近
代
劇
で
は
な

く
、
そ
れ
と
は
別
の
原
理
に
よ
る
歌
舞
伎
の
場
含
に
で
あ
る
。
近

代
劇
の
舞
台
の
上
で
は
（
少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
）
役
者
の
身

体
は
役
の
そ
れ
の
背
後
に
引
き
寵
っ
て
安
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

一
方
歌
舞
伎
で
は
観
客
は
例
え
ば
義
経
の
心
申
を
汲
み
な
が
ら
も

「
音
羽
屋
ツ
」
と
声
を
掛
け
得
る
。
役
の
身
体
と
共
に
役
者
の
身

体
も
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
役
者
の
身
体
も
生
の

そ
れ
で
は
な
く
「
幾
分
か
演
じ
ら
れ
た
も
の
」
、
仮
構
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
役
者
の
芸
名
や
ま
し
て
実
名
で
は
な
く
、
屋
号
と
い

う
相
当
に
迂
遠
な
名
が
用
い
ら
れ
る
の
も
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
役
の
身
体
が
役
者
の
実
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
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（73）身体の二重性とパロディ

く
、
役
者
の
身
体
は
役
の
実
か
ら
反
照
を
受
け
取
っ
て
光
輝
を
増

す
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
つ
の
身
体
は
互
い
に
実
を
霞
り
合
い
な

が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
は
ま
た
目
兄
え
な
く
な
づ
て
い
く
。
こ
れ
が

ま
さ
に
『
選
ぱ
れ
し
人
』
の
語
り
の
舞
台
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
で
何
か
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
が
何
か
は
、
正
体
を
掴
ま
せ
な
い
。
遊
戯
的
で

あ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

三

　
『
選
ぱ
れ
し
人
』
で
語
り
手
が
見
せ
る
こ
の
遊
戯
性
は
、
ま
た

パ
ロ
デ
ィ
的
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
る

の
は
や
は
り
普
通
の
小
説
の
く
語
り
手
V
、
超
越
的
と
呼
ば
れ
る

そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
な
超
越
的
語
り
手
の
特
性
は
、

場
合
に
よ
う
て
は
物
語
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
わ
せ
か
ね
な
い

も
の
だ
が
、
『
選
ば
れ
し
人
』
の
語
り
手
は
リ
ア
リ
テ
ィ
の
仮
象

性
を
剥
ぐ
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
探
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
超
越
的
語
り
手
が
語
る
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
リ

ア
ル
な
現
実
世
界
と
そ
の
認
識
と
い
う
形
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

の
点
で
他
の
様
態
で
語
ら
れ
る
物
語
の
世
界
と
は
か
な
り
異
な
る
。

　
例
え
ば
一
人
称
の
語
り
手
が
語
る
世
界
で
あ
れ
ぱ
、
そ
こ
を
支

配
す
る
法
則
は
、
基
本
的
に
他
人
の
考
え
て
い
る
事
は
分
か
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
言
葉
や
態
度
に
さ
れ
た
限

り
の
も
の
し
か
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
一
個
の
人
間
が
投
げ
込
ま
れ
、

自
己
の
振
る
舞
い
を
決
定
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況

そ
の
も
の
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
三
人
称
で
語

る
が
、
一
人
の
主
人
公
に
密
着
し
た
視
点
を
保
つ
語
り
手
の
世
界

も
こ
れ
に
準
じ
、
「
カ
エ
サ
ル
は
…
」
と
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
を
書

い
た
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
を
想
起
す
れ
ば
、
主
人
公
を
語
り
手

の
対
象
化
さ
れ
た
自
己
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た

世
界
で
は
、
人
の
頭
の
中
な
ど
は
所
詮
分
か
ら
な
い
も
の
で
、
人

間
ら
し
い
語
り
手
に
と
っ
て
は
、
他
者
は
他
者
と
し
て
現
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

　
趨
越
的
な
語
り
手
が
見
る
の
は
、
こ
れ
と
は
全
く
別
の
世
界
で

あ
る
。
言
葉
や
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
思
考
も
感
情

も
見
通
し
て
お
り
、
な
ぜ
そ
の
人
物
が
そ
う
言
う
か
、
そ
う
行
動

す
る
か
も
全
て
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
格
に
「
お

前
は
何
故
そ
ん
な
事
を
知
っ
て
い
る
の
だ
」
な
ど
と
言
う
の
は
全

く
余
計
な
事
で
あ
る
。
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だ
が
そ
れ
が
人
格
的
に
現
わ
れ
る
と
す
る
と
、
や
は
り
そ
の
余

計
な
事
を
言
い
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
普
通
は
超
越
的
語
り

手
は
目
立
つ
振
る
舞
い
を
取
ら
ず
、
た
だ
語
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
時
々
自
己
主
張
の
欲
求
が
生
ま
れ
る
の
か
、
『
親
和
カ
』

や
『
水
晶
』
の
場
合
の
よ
う
に
一
人
称
を
口
に
出
し
て
み
た
り
、

『
エ
フ
ィ
・
ブ
リ
ー
ス
ト
』
の
場
合
の
よ
う
に
登
場
人
物
に
呼
び

掛
け
て
み
た
り
も
す
る
の
だ
が
、
ま
た
す
ぐ
婆
を
隠
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
語
ら
れ
て
創
ら
れ
る
世
界
を
自
分
と
切
離
し
て
リ
ア
ル
．
に

す
る
こ
と
に
精
カ
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
『
選
ば
れ
し
人
』
の
語
り
手
は
、
構
わ
ず
表
に
出
る
。

そ
し
て
ふ
だ
ん
超
越
的
語
り
手
が
目
立
た
ぬ
よ
う
に
し
て
い
る

様
々
な
特
性
か
ら
覆
い
を
外
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
を
強

調
し
て
見
せ
な
が
ら
イ
ロ
ニ
ー
的
視
線
を
浴
び
せ
た
り
、
白
ら
論

議
を
始
め
て
し
ま
っ
た
り
と
全
く
パ
ロ
デ
ィ
的
な
振
る
舞
い
を
す

る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
特
性
の
一
つ
が
、
語
ら
れ
る
人
物
に
示
す
傾
向
性
で

あ
ろ
う
。
例
え
ぱ
ケ
ラ
ー
の
『
村
の
ロ
メ
オ
と
ユ
リ
ア
』
で
は
、

つ
ま
ら
ぬ
静
い
か
ら
遂
に
は
身
の
破
滅
を
招
く
親
達
に
対
し
て
は
、

相
当
に
批
判
的
な
視
線
が
向
け
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
争
い
で
追
い

詰
め
ら
れ
死
を
選
ぶ
二
人
に
は
同
情
が
寄
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
タ
イ
ト
ル
で
告
げ
ら
れ
る
よ
う
な
悲
恋
物
語
を

語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
が
必
然
的
に
と
る
立
場
な
の
だ
が
、
そ
れ

に
類
す
る
こ
と
は
『
選
ば
れ
し
人
』
で
は
、
先
ず
は
修
道
士
ク
レ

メ
ン
ス
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
〈
語
る
人
〉
の
論
理
を
忍

ば
せ
て
行
な
わ
れ
る
。
双
子
の
き
ょ
う
だ
い
ウ
ィ
リ
ギ
ス
と
ジ
ビ

ュ
ラ
の
父
グ
リ
マ
ル
ト
公
が
亡
く
な
っ
た
夜
、
二
人
が
初
め
て
同

衰
し
た
事
は
「
私
は
憐
欄
と
差
恥
と
悲
哀
の
為
に
心
臓
も
張
り
裂

け
そ
う
で
、
殆
ど
こ
れ
を
語
る
に
忍
び
な
い
」
（
寄
）
と
言
わ
れ
．

た
後
に
な
お
語
ら
れ
、
更
に
感
想
が
付
さ
れ
る
。

哀
れ
な
子
等
よ
！
　
私
は
恋
愛
な
ど
と
い
う
も
の
に
関
係
が
な

い
の
が
嬉
し
い
。
そ
れ
は
沼
地
の
上
に
踊
る
鬼
火
、
悪
魔
の
苛

葵
な
拷
問
で
あ
る
。
［
…
］
彼
ら
は
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
快

楽
の
た
め
に
お
互
い
に
以
前
よ
り
も
一
屑
堅
く
結
ば
れ
て
い
た

－
彼
ら
の
愛
し
合
い
方
は
並
外
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
だ
か

ら
こ
そ
私
は
彼
ら
へ
の
好
意
を
（
神
よ
助
け
た
ま
え
）
完
全
に

捨
て
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
（
害
「
）

　
こ
れ
は
元
々
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
教
化
の
為
に
並
外
れ
た

罪
を
語
る
と
い
う
ハ
ル
ト
マ
ン
の
一
種
矛
盾
し
た
態
度
に
淵
源
が
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あ
る
の
だ
が
、
宗
教
者
と
し
て
の
婆
勢
が
語
ら
れ
た
後
、
た
ち
ま

ち
物
語
を
語
り
続
け
る
為
に
は
主
人
公
に
何
か
し
ら
肩
入
れ
し
続

け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
〈
語
る
人
〉
の
論
理
が
侵
食
し
て
来
る
。

更
に
身
も
蓋
も
無
く
こ
れ
を
示
す
の
は
、
騎
士
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が

母
女
王
の
敵
ロ
ジ
ャ
ー
を
捕
虜
に
し
て
城
門
の
内
に
駆
け
込
ん
だ

際
の
こ
と
で
あ
る
。
「
残
念
な
が
ら
そ
の
市
の
戦
士
達
が
少
な
か

ら
ず
締
め
出
さ
れ
た
。
彼
等
は
恐
ら
く
打
ち
殺
さ
れ
た
だ
ろ
う
。

だ
が
彼
等
は
単
な
る
脇
役
で
あ
り
、
顎
髪
の
ロ
ジ
ャ
ー
は
、
捕
縛

さ
れ
た
の
で
あ
る
」
（
－
奈
）
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
語
り
手
の
都

合
と
い
う
も
の
の
強
烈
な
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
は
超
越
的
語
り
手
が
、
語
り
手
と
言
い
な
が
ら
小
説

と
い
う
書
き
言
葉
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
聴
き
手
を
前

に
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
し
ぱ
し
ぱ
書
き
手
と
混
同
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
書
き
手
と
い
う
大
き
な
問
題
と
共
に

論
じ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
後
の
機
会
に
譲
り
結
論
だ

け
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
語
り
予
は
「
慰
み
と
異
例
な
る
教
化
の
た

め
こ
の
物
語
を
語
る
」
（
冨
）
と
言
い
な
が
ら
、
ク
レ
メ
ン
ス
と

な
る
際
に
〈
書
き
手
〉
の
模
倣
に
移
る
。
そ
し
て
「
小
さ
く
上
品

で
、
教
養
を
示
し
装
飾
的
な
書
体
で
こ
の
羊
皮
紙
を
埋
め
て
い
る

…
」
（
巨
）
と
語
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
右
の
混
同
の
パ
ロ
デ
ィ
に

他
な
ら
な
い
。

　
更
に
語
り
手
の
存
在
す
る
時
の
問
題
も
あ
る
。
普
通
超
越
的
語

り
手
は
自
分
の
居
る
時
点
を
示
し
た
り
は
し
な
い
。
出
来
事
を
見

て
来
た
よ
う
に
語
る
事
か
ら
は
す
ぐ
近
く
の
時
に
居
る
よ
う
で
も

あ
る
が
、
大
抵
は
物
語
を
過
去
形
で
語
っ
て
い
る
事
、
時
に
は
後

の
出
来
事
に
先
走
っ
て
言
及
し
た
り
す
る
事
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
も

定
か
で
な
い
。
語
り
手
と
し
て
は
時
に
は
そ
の
場
に
、
時
に
は
は

る
か
後
に
居
る
よ
う
に
見
せ
る
た
め
に
暖
昧
に
し
て
い
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
従
っ
て
ク
レ
メ
ン
ス
も
、
書
き
手
の
振
り
を
し
な
が
ら

だ
が
、
「
私
は
白
分
の
座
っ
て
い
る
場
所
、
即
ち
ザ
ン
ク
ト
・
ガ

レ
ン
の
ノ
ー
ト
カ
ー
の
机
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
も
の
の
、
い
か

な
る
時
に
、
つ
ま
り
我
等
が
救
い
主
の
生
誕
以
来
何
世
紀
何
年
後

に
私
が
［
…
］
こ
の
羊
皮
紙
を
埋
め
て
い
る
か
は
述
べ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
は
確
か
な
予
掛
り
は
な
い
」
（
量
）
と
語
る
。

　
し
か
し
実
際
に
は
暖
昧
な
ま
ま
で
は
済
ま
な
い
。
語
り
手
が
用

い
る
言
語
の
問
題
が
あ
り
、
言
語
が
必
ず
歴
史
性
を
持
つ
以
上
、

言
語
主
体
も
一
定
の
歴
史
性
を
帯
ぴ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
代
日
本

で
も
文
字
遣
い
や
語
彙
で
過
去
に
倣
お
う
と
す
る
若
い
世
代
の
小

説
が
こ
の
所
統
け
て
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
語
り
手
の
身
体
性
を

歴
史
的
に
古
い
方
向
へ
押
し
戻
そ
う
と
す
る
試
み
と
も
解
釈
で
き
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る
。
た
だ
勿
論
過
去
と
同
一
化
す
る
訳
で
は
な
い
の
で
む
し
ろ
時

問
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
で
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

の
点
『
選
ば
れ
し
人
』
の
語
り
手
は
極
め
て
意
識
的
で
あ
り
、
基

本
的
に
は
完
全
な
新
高
ド
イ
ツ
語
（
た
だ
し
や
や
古
め
か
し
く
ま

た
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
）
を
用
い
な
が
ら
、
、
⊂
目
μ
①
、
。
（
雷
）
や
．
．
；
」
1

ω
o
幕
、
（
H
曽
）
な
ど
廃
語
に
な
っ
た
、
し
・
か
し
中
高
ド
イ
ツ
語
に

は
存
在
し
た
語
彙
を
度
々
混
ぜ
て
語
る
こ
と
で
、
小
説
の
語
り
手

が
本
来
は
無
時
問
的
で
あ
り
な
が
ら
言
語
に
よ
る
歴
史
的
規
定
を

受
け
て
し
ま
う
事
、
従
っ
て
し
ば
し
ば
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
陥
っ

て
し
ま
う
事
を
逆
に
照
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
こ
に
は
当
然
何
語
で
語
ら
れ
る
か
と
い
う
事
も
付
け

加
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
点
で
も
語
り
手
は
自
分
が
特
有
の
言
語
に

縛
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、

私
が
ど
2
言
語
で
書
い
て
い
る
の
か
、
ラ
テ
ン
語
か
フ
ラ
ン
ス

語
か
、
ド
イ
ツ
語
か
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
語
か
は
全
く
定
か
で

な
く
、
ま
た
ど
う
で
も
良
い
事
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
私

が
今
例
え
ば
ヘ
ル
ヴ
ェ
テ
ィ
ア
に
住
む
ア
レ
マ
ン
人
の
話
す
濁

逸
語
で
書
い
て
い
て
も
、
明
日
は
ブ
リ
テ
ン
語
が
紙
上
に
あ
り
、

そ
れ
は
私
が
書
い
た
ブ
リ
テ
ン
語
の
書
物
と
言
う
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
（
匡
）

と
語
る
。
そ
し
て
こ
の
『
選
ば
れ
し
人
』
と
い
う
物
語
が
小
説
と

し
て
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
な
が
ら
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
と
い
う
作

者
の
名
を
冠
し
て
少
な
く
と
も
英
語
に
訳
さ
れ
る
の
は
書
か
れ
て

い
る
問
か
ら
ま
ず
確
実
で
あ
り
、
現
に
訳
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が

〔
8
〕

あ
る
。
英
訳
の
語
り
手
が
元
の
語
り
手
と
同
じ
主
体
だ
と
し
た
ら
、

こ
こ
で
言
『
わ
れ
た
の
と
同
じ
事
が
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
（
筆
者
は
語
り
手
の
発
言
を
邦
訳
し
て
い
る
の
で
こ
の
見
方

を
暗
黙
裡
に
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
）
。
更
に
言
え
ば
、

こ
の
物
語
は
「
既
に
物
語
ら
れ
、
し
か
も
不
充
分
な
が
ら
幾
度
も

語
ら
れ
た
」
（
冨
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
言
わ
れ
る
以
上
は
ハ

ル
ト
マ
ン
の
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
や
古
フ
ラ
ン
ス
語
の
『
聖
グ
レ

ゴ
ワ
ー
ル
の
生
涯
』
、
ラ
テ
ン
語
の
『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

中
の
説
話
、
古
英
語
の
『
グ
レ
ゴ
リ
イ
伝
説
』
（
こ
れ
ら
の
存
在

が
先
の
四
言
語
へ
の
言
及
の
背
後
に
透
け
て
見
え
る
）
な
ど
と
も
、

〈
同
じ
物
語
〉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
地
の
語
り
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
物
語
が
フ
ラ
ン
ド
ル
ン
H

ア
ル
ト
ワ
公
一
族
の
事
と
さ
れ
な
が
ら
、
登
場
人
物
達
の
直
接
の

言
葉
も
ま
た
ド
イ
ツ
語
で
語
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
一
見
直
接
話
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法
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
語
り
手
の
声
色
か
つ
翻
訳
付
き
引
用
で

語
ら
れ
る
一
種
の
問
接
話
法
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

勿
論
現
実
的
に
は
会
話
部
分
を
中
世
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
語
ら
れ
て

も
聴
き
手
読
み
手
が
困
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ど
ん
な
語
り
手
で

も
し
て
い
る
当
然
の
、
注
意
を
向
け
ら
れ
な
い
現
実
的
配
慮
で

（
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
』
の
場
合
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
で
の
出
来
事
が
中
高

ド
イ
ツ
語
で
語
ら
れ
て
い
た
）
、
従
っ
て
「
ど
う
で
も
良
い
事
」

の
よ
う
で
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
そ
の
一
方
で
、
子
供
た
ち
が
初
め
て
同
衰

し
た
時
の
さ
さ
め
ご
と
が
突
然
中
世
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
語
ら
れ
た

り
（
彗
）
、
赤
子
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
流
れ
付
い
た
北
海
の
島
で
の

漁
師
達
の
方
言
（
虞
甲
）
、
成
長
し
た
彼
と
修
道
院
長
の
会
話
の

ラ
テ
ン
語
（
；
蜆
－
）
な
ど
が
現
れ
て
く
る
。
ま
た
語
り
手
ク
レ

メ
ン
ス
も
ド
イ
ツ
の
同
僚
達
を
凌
ぐ
ラ
テ
ン
語
の
知
識
を
誇
り

（
H
；
）
、
あ
る
い
は
物
語
の
最
後
に
は
．
．
く
竺
g
①
．
．
と
記
し
た
り

も
す
る
の
で
あ
る
。

　
超
越
的
語
り
手
の
立
場
と
は
、
普
通
は
、
自
分
が
今
語
っ
て
い

る
言
語
は
た
ま
た
ま
の
も
の
で
あ
っ
て
物
語
そ
の
も
の
と
必
然
的

結
び
つ
き
は
な
い
、
ま
た
語
り
手
の
主
体
性
は
絶
対
の
言
語
的
自

已
同
一
性
に
依
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
前
提
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
こ
こ
で
の
語
り
手
も
何
度
も
強
調

す
る
が
、
自
分
の
言
語
行
動
は
そ
の
言
明
を
は
っ
き
り
裏
切
っ
て

い
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
「
私
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
熟
達
し
て
い
る

と
は
言
わ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
私
が
書
く
時
に
は
入
り
交

じ
っ
て
流
れ
出
し
一
つ
に
、
即
ち
言
語
そ
の
も
の
に
な
る
」
と
言

い
、
さ
ら
に
敷
術
し
て
、
「
物
語
の
精
神
は
抽
象
性
に
至
る
ま
で

無
隈
定
な
精
神
で
あ
り
、
用
い
る
手
段
は
言
語
そ
れ
自
体
で
あ
る

［
－
］
神
は
精
神
で
あ
り
、
各
言
語
の
上
に
は
言
語
そ
の
も
の
が

あ
る
の
だ
」
（
三
）
と
ま
で
言
う
が
、
こ
う
し
た
個
別
言
語
に
権

利
上
先
立
つ
普
遍
言
語
の
想
定
あ
る
い
は
夢
想
は
、
観
念
的
に
は

度
々
語
ら
れ
な
が
ら
も
科
学
と
し
て
の
言
語
学
に
は
全
く
容
れ
ら

れ
ぬ
立
場
で
あ
る
。
そ
う
し
た
極
論
ま
で
推
し
進
め
る
こ
と
で
、

こ
の
語
り
手
は
自
分
が
一
応
主
張
し
て
見
せ
て
い
る
立
場
の
暖
味

さ
を
、
改
め
て
際
立
た
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

　
前
稿
で
は
、
現
代
で
は
そ
れ
こ
そ
身
体
的
な
抵
抗
を
惹
き
起
す

程
に
語
り
難
い
救
済
史
的
物
語
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
語

り
手
が
特
殊
な
身
体
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
述
ぺ
た
。
こ
の
語

り
が
成
立
す
る
た
め
に
は
語
り
手
が
あ
る
身
体
を
も
っ
て
現
れ
た
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と
き
に
、
そ
の
身
体
が
一
方
で
は
救
済
史
的
物
語
を
語
り
得
な
が

ら
、
他
方
で
は
現
在
の
物
語
空
問
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
創
り

上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
ず
身
体
が
存
在
し
て
そ

れ
が
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
前
稿
で
些
か

言
葉
を
費
や
し
た
通
り
、
後
半
の
二
つ
の
条
件
が
同
時
に
満
た
さ

れ
て
こ
そ
〈
語
る
人
〉
が
存
在
で
き
る
H
身
体
を
持
て
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
幾
度
も
語
ら
れ
た
」
と
言
わ
れ
る
意
味
で
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
↑

と
同
じ
物
語
を
語
る
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
忠
実
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

立
場
で
あ
り
、
ま
た
前
稿
で
見
た
通
り
白
分
の
救
済
の
願
い
も
含

め
て
ハ
ル
ト
マ
ン
の
語
り
を
な
ぞ
る
の
だ
か
ら
、
彼
が
救
済
の
物

語
を
語
れ
る
の
は
当
然
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
本
来
の
問
題
は
、

そ
の
ク
レ
メ
ン
ス
が
語
り
手
と
し
て
独
立
し
て
は
存
在
し
得
な
い

と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
そ
れ
は
こ
の
物
語
が
書
か
れ
た
も
の
、
小
説
だ
と
い
う
こ
と
に

関
わ
る
。
（
そ
の
点
で
や
は
り
是
非
〈
書
き
手
〉
と
い
う
主
体
に

も
光
を
当
て
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
パ
ロ
デ
ィ
も
見
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
の
だ
が
、
今
は
余
裕
が
無
い
の
で
詳
細
は
稿
を
改
め
る
）
。

語
り
手
は
聴
き
手
に
声
を
聴
か
せ
る
者
で
あ
る
か
ら
、
我
々
読
み

手
の
ど
こ
か
外
側
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々
が
本
を
開

く
と
と
も
に
そ
の
内
で
声
を
発
し
始
め
、
こ
れ
も
我
々
の
内
に
生

み
出
さ
れ
る
聴
き
手
に
語
り
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
ま

れ
る
語
り
手
の
身
体
は
、
言
語
か
ら
逆
に
想
定
さ
れ
る
、
言
語
か

ら
織
り
成
さ
れ
る
身
体
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
言
語
は
、
先
に

述
べ
た
通
り
二
十
世
紀
の
標
準
的
ド
イ
ツ
語
な
の
で
あ
る
。
も
し

単
純
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
修
道
士
で
、
ザ
ン
ク
ト
ガ
レ
ン
に

滞
在
し
、
中
世
と
い
う
お
よ
そ
の
時
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
け

の
人
格
で
あ
っ
た
ら
、
語
り
手
は
全
く
ず
れ
な
言
語
的
身
体
を
ま

と
う
羽
目
に
な
る
。

　
こ
れ
は
「
昔
む
か
し
あ
る
と
こ
ろ
に
…
」
と
い
っ
て
始
ま
る
語

り
物
語
の
語
り
手
に
は
起
こ
ら
な
い
困
難
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
で

言
う
語
り
手
は
、
現
実
の
体
を
備
え
た
お
祖
母
さ
ん
か
誰
か
で
は

な
く
、
そ
の
物
語
か
ら
言
語
主
体
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
声
の
主

の
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
語
り
手
は
、
い
つ
・
か
ど
こ
か
で
の
話
に

よ
っ
て
は
時
や
所
に
縛
ら
れ
ず
（
だ
－
か
ら
今
語
っ
て
い
る
お
祖
母

さ
ん
に
も
簡
単
に
懸
依
出
来
る
）
、
「
∫
し
ま
し
た
と
さ
」
と
言
う

よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
話
を
眼
の
前
に
屠
る
聴
き
手
に
語
る
役
目
で

あ
っ
て
み
れ
ば
（
そ
の
た
め
に
〈
で
す
ま
す
体
〉
を
使
う
）
、
現

在
の
言
葉
で
語
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
文
字
で
書
か
れ
た
言
葉
は
、
歴
史
の
流
れ
の
あ
る
時

428
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点
で
川
底
に
錨
を
下
ろ
し
て
停
ま
っ
た
舟
の
如
く
で
あ
り
、
い
か

な
る
時
代
に
投
錨
し
て
い
る
の
か
、
常
に
振
り
返
っ
て
意
識
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
言
葉
で
あ
る
。
し
か
も
近
世
以
降
著
者
概
念
が
強

力
に
な
っ
た
こ
と
で
一
層
の
歴
史
性
を
纏
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
に

対
し
て
は
、
好
意
的
な
（
そ
し
て
実
際
に
は
多
分
殆
ど
の
）
読
み

手
は
今
其
処
に
あ
る
の
が
現
代
ド
イ
ツ
語
で
あ
っ
て
も
、
元
々
中

世
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
そ
れ
を
翻
訳
し
た
も
の
の
よ
う
に
、
ど
ち

ら
で
も
あ
り
得
る
二
重
写
し
の
言
語
の
よ
う
に
読
ん
で
く
れ
る
だ

ろ
う
し
、
そ
う
す
れ
ば
中
世
に
居
る
語
り
手
も
存
在
し
得
る
だ
ろ

、
つ
o

　
だ
が
『
選
ぱ
れ
し
人
』
の
語
り
手
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り

白
分
自
身
が
そ
う
し
た
ズ
レ
や
矛
盾
に
極
め
て
鋭
く
反
応
し
て
し

ま
う
性
質
あ
る
い
は
視
点
の
持
ち
主
で
あ
る
。
そ
し
て
現
代
の
言

語
的
身
体
を
持
て
ぱ
主
体
性
に
対
す
る
意
識
も
現
代
的
な
尖
鋭
な

も
の
で
し
か
あ
り
得
ず
、
い
よ
い
よ
単
純
に
中
世
に
身
を
置
き
得

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
視
点
の
下
で
身
体
が
失
わ
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
か
と
言
う
て
言
語
的
に
成
立
し
う
る
現
代
の
側

に
身
体
を
置
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
救
済
史
的
物
語
が

語
れ
な
い
の
は
前
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
語
り
手
は
単
純
な
存
在
の
仕
方
は
で
き
な
い
。

そ
れ
を
実
現
す
る
の
が
二
で
見
た
二
重
の
身
体
で
あ
る
。
こ
の
身

体
は
見
方
に
よ
っ
て
は
分
裂
し
た
よ
う
で
、
映
画
の
設
定
に
よ
く

あ
る
、
他
人
と
人
格
が
入
れ
替
っ
て
し
ま
っ
た
人
物
の
よ
う
で
も

あ
る
。
だ
が
こ
こ
の
語
り
手
は
そ
の
ズ
レ
に
当
惑
し
た
り
苦
し
ん

だ
り
す
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
ズ
レ
を
演
技
と
い
う
局
面

に
置
い
て
、
芸
と
し
て
見
せ
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
と
す
れ

・
ぱ
や
は
り
古
典
の
世
界
の
役
柄
を
演
じ
な
が
ら
、
現
代
に
生
身
の

身
体
を
持
っ
て
い
る
役
者
に
む
し
ろ
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
現
代

ド
イ
ツ
語
と
さ
ら
に
は
現
代
的
視
点
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た

く
語
る
人
V
の
身
体
と
、
演
じ
ら
れ
る
中
世
人
ク
レ
メ
ン
ス
の
身

体
を
重
ね
あ
わ
せ
、
そ
し
て
現
代
で
も
リ
ア
ル
な
形
で
救
済
物
語

を
ま
ん
ま
と
語
り
き
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
だ
が
映
画
の
登
場
人
物
も
舞
台
の
役
者
も
、
ズ
レ
の
一
方
に
眼

に
見
え
る
身
体
を
持
つ
の
に
対
し
、
こ
の
語
り
手
の
場
合
二
つ
の

身
体
双
方
が
結
局
は
言
葉
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
語
り
手
に
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ぱ
身
体
が

二
つ
あ
る
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
、
一
つ
に
収
束
し
て
し
ま
う
危
険

に
常
に
晒
さ
れ
る
■
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
身
体
の
並
立
を

維
持
す
る
た
め
使
わ
れ
る
手
段
が
、
三
で
述
べ
た
バ
ロ
デ
ィ
で
あ

ろ
・
つ
。
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『
選
ば
れ
し
人
』
は
、
読
み
手
と
し
て
は
普
通
の
物
語
文
学
と

し
て
読
ん
で
も
構
わ
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
語
り

手
は
そ
う
読
ま
れ
る
こ
と
に
は
決
し
て
安
住
で
き
な
い
。
そ
こ
で

彼
は
白
分
は
全
知
の
視
点
を
強
調
す
る
。
そ
れ
も
冒
頭
の
登
場
直

後
に
論
議
す
る
だ
け
で
な
く
、
折
々
に
記
憶
を
新
た
に
さ
せ
る
。

例
え
ば
「
五
本
の
剣
」
の
章
冒
頭
で
は
「
私
が
体
現
し
て
い
る
物

語
の
精
神
は
、
悪
戯
づ
ぽ
く
賢
明
な
精
神
で
あ
っ
て
、
自
分
の
な

す
べ
き
事
を
知
悉
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
好
奇
心
を
す
ぐ
に
満

た
す
ば
か
り
で
な
く
、
幾
つ
も
の
好
奇
心
を
か
き
た
て
て
お
い
て

は
、
一
つ
ポ
鎮
め
る
と
同
時
に
他
の
も
の
を
言
わ
ば
氷
演
け
に
し

て
お
い
て
、
長
引
か
せ
た
り
さ
ら
に
激
し
く
し
た
り
す
な
の
で
あ

る
」
（
雷
）
と
言
う
の
で
あ
る
し
、
ま
た
終
結
に
近
く
「
い
と
偉

大
な
る
教
皇
」
の
章
で
再
び
口
ー
マ
全
市
で
鐘
が
鳴
り
響
い
た
と

述
べ
ら
れ
る
と
共
に
、
「
誰
が
鐘
を
鳴
ら
す
の
か
？
　
誰
で
も
な

い
－
物
語
の
精
神
以
外
の
－
。
彼
は
そ
れ
ら
の
鐘
が
選
ば
れ
し

人
の
入
京
の
三
日
も
前
か
ら
鳴
り
始
め
、
聖
ペ
テ
ロ
で
教
皇
が
冠

を
戴
く
ま
で
鳴
り
止
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
報
せ
る
一
一
と
で
、
鐘
を

鳴
ら
す
の
だ
」
（
M
置
）
と
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

　
こ
う
言
い
及
ぶ
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
通
り
、
語
り
と
い
う
も

の
の
あ
る
種
の
不
自
然
さ
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
敢
え
て

指
摘
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
右
の
二
つ
の
身
体
を
保
ち
続
け
る
た

め
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
い
つ
消
え
る
か
知
れ
な
い
身
体
の
二
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

性
を
こ
う
し
て
常
に
か
き
た
て
て
、
語
り
手
自
身
の
存
在
を
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。

　
今
回
も
ま
た
〈
書
き
手
〉
の
問
題
を
中
心
に
多
く
の
論
点
を
残
し

て
お
り
、
続
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
十
三
巻
本
全
集
（
↓
＝
O
－

冒
婁
ζ
団
コ
目
l
o
①
竃
冒
ぎ
①
＝
①
峯
宰
π
〇
三
穿
g
竃
プ
コ
ω
叫
箏
o
Φ
戸

内
『
彗
㌃
；
く
≦
（
o
o
．
ヨ
ω
o
ぎ
『
）
δ
虐
）
に
よ
る
。
本
文
巾
の
引
用
．

参
照
は
カ
ッ
コ
内
に
巻
、
頁
を
示
す
。
但
し
『
選
ば
れ
し
人
』
（
第
七

巻
）
か
ら
の
引
用
は
頁
の
み
示
す
。

（
1
）
　
こ
こ
で
聴
き
手
が
現
れ
れ
ば
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
よ
う
な
旧
来

　
の
枠
物
語
タ
イ
プ
な
の
だ
が
、
『
選
ぱ
れ
し
人
』
は
眼
の
前
に
屠
な

　
い
読
者
に
向
け
た
も
の
と
い
う
小
説
タ
イ
プ
で
あ
る
。
『
白
馬
の
騎

　
手
』
は
と
言
う
と
、
第
一
の
ハ
ウ
ケ
・
ハ
イ
エ
ン
の
物
語
を
、
老
教

　
師
が
旅
行
者
に
語
っ
た
と
い
う
第
二
の
物
語
を
、
さ
ら
に
そ
れ
を
昔

　
雑
誌
で
読
み
知
っ
た
語
り
手
が
再
話
す
る
。
二
の
第
三
の
物
語
を
不

　
在
の
読
者
に
向
け
る
二
と
は
、
恐
ら
く
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
あ

　
る
条
件
に
基
づ
く
。
こ
う
し
た
点
、
〈
普
き
手
〉
と
〈
読
み
手
〉
の

　
関
係
に
立
ち
入
る
必
要
が
あ
る
が
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
2
）
　
た
だ
し
『
イ
ン
メ
ン
ゼ
ー
』
で
は
、
主
人
公
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
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つ
い
て
も
そ
の
内
面
を
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
発
話
や
表
情
、
身

　
振
り
な
ど
に
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
3
）
』
．
奏
．
0
9
募
一
奉
彗
曇
竃
ま
一
血
。
蔓
雪
二
目
≡
彗
’

巨
曇
二
冨
。
・
凹
夏
睾
①
…
目
篶
す
雪
（
O
．
雪
－
思
邑
嚢
N
．
巳
。
1

　
農
ド

一
4
一
＞
．
ω
葦
①
「
睾
。
・
葦
慧
一
＝
三
ω
ぎ
姜
訂
寿
幕
一
自

　
艘
弐
雲
昌
9
9
コ
宗
P
ω
α
1
－
一
｝
昌
后
ω
置
目
9
U
募
竃
δ
O
『
『
＼
N
9

　
＝
争
（
＞
ユ
①
冒
涼
俸
考
巨
＝
雪
）
－
竃
9
ω
」
8
．

（
5
）
…
3
曼
…
墨
望
鼻
一
ヨ
薫
穀
’
婁
葦
①
＝
目
」

　
巾
、
ミ
p
＞
『
け
ガ
塞
・
声
N
I
＞
自
o
l
一
ζ
旨
皇
昌
（
＝
彗
ω
彗
）
－
雪
杜
一

　
ω
．
M
篭
．

（
6
）
　
但
し
こ
の
「
我
々
」
は
最
後
の
戦
場
の
場
面
で
は
、
「
適
端
に

　
立
つ
臆
病
な
影
」
と
し
て
「
物
語
の
精
神
に
こ
こ
に
連
れ
ら
れ
て
き

　
た
L
（
ω
．
8
0
）
と
言
う
。
こ
こ
で
は
身
体
性
が
極
く
稀
薄
な
ま
ま
に

　
物
語
を
進
行
さ
せ
る
「
精
神
」
と
語
る
「
我
々
」
が
二
重
に
な
っ
て

　
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
7
）
　
も
つ
と
も
一
人
称
の
語
り
手
を
ま
た
一
登
場
人
物
と
し
て
扱
う

　
主
体
も
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
触
れ
る
〈
杳
き
手
〉
の
レ
ベ

　
ル
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
回
は
扱
わ
な
い
。

（
8
）
　
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
で
声
↓
．
■
o
冬
o
■
巾
o
ユ
彗
に
よ
る
英
訳
が
原
著

　
と
同
じ
一
九
五
一
年
に
出
て
い
る
。
く
①
q
一
、
ζ
①
邑
9
留
o
す
之
婁
一
易
－

曇
；
ぎ
量
ω
豪
昌
－
曇
㎝
＼
一
慧
】
套
昌
ぎ
二
甲
姜
。
ω
一

　
－
ω
↓
9
ω
1
⑩
牡
．

（
9
）
　
巾
島
悠
爾
、
「
グ
レ
ゴ
ー
リ
ウ
ス
」
研
究
の
基
礎
的
操
作
・
「
ド

　
イ
ツ
文
学
」
＝
二
号
、
　
一
九
六
三
年
、
四
－
一
四
頁
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）

（81）身体の二重性とパロディ
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