
金
井
湛
の
《
詞
》
意
識

「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
論
の
た
め
に

小

倉

斉

1
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ハ
よ

　
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
（
『
ス
バ
ル
』
明
4
2
・
7
）
一
篇
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
〈
「
性
」
を
媒
介
に
し
て
の
自
己
認
識
〉
と
か
〈
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
ハ
　
　

者
自
身
に
お
け
る
「
恋
愛
」
不
在
の
い
わ
れ
を
問
う
〉
も
の
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る
が
、
概
し
て
当
時
隆
盛
で
あ
っ
た
自
然
主
義
文
学
と
の

関
わ
り
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
磯
貝
英
夫
は
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
の
中
に
〈
想
像
的
な
恣
意
を
で

き
る
だ
け
排
し
て
厳
密
に
事
実
に
つ
く
自
然
科
学
的
な
精
神
〉
を
見
て
お
り
、
〈
自
然
主
義
の
形
式
を
か
り
て
、
そ
の
自
然
主
義
的
な
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

間
へ
の
関
心
、
判
断
の
展
開
を
は
か
っ
た
も
の
〉
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
唐
木
順
三
は
、
〈
自
然
主
義
を
軽
蔑
し
或
は
椰
楡
し
な
が
ら
も
、

そ
の
影
響
を
如
何
と
も
な
し
が
た
い
と
い
ふ
位
置
を
示
し
て
ゐ
る
〉
と
指
摘
し
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
へ
の
自
然
主
義
文
学
の
影
響

　
　
　
　
　
ハ
ユ

を
認
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
長
谷
川
泉
は
、
〈
作
者
の
意
図
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
づ
く
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
筋
道
で
こ
の
作
品
が
構

成
さ
れ
て
ゆ
く
か
と
い
う
作
品
形
成
の
心
理
過
程
が
長
々
と
説
明
さ
れ
て
い
る
〉
〈
序
論
的
な
部
分
〉
を
重
視
し
、
〈
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」

は
表
相
だ
け
を
見
れ
ば
、
金
井
湛
の
性
欲
史
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
〉
〈
自
然
主
義
文
学
の
性
欲
描
写
に
近
い
位
置
に
あ
る
〉
も
の
の
、
実

は
鴎
外
は
〈
自
然
主
義
へ
の
痛
烈
な
批
判
を
こ
め
、
自
然
主
義
文
学
の
ア
ン
チ
ー
テ
ー
ゼ
と
し
て
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
を
書
い
だ
〉
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ロ
ロ
サ

と
し
て
い
る
。
同
じ
く
「
序
」
の
意
義
に
注
目
す
る
蒲
生
芳
郎
は
、
そ
の
要
点
を
〈
金
井
博
士
が
あ
え
て
自
分
の
「
性
欲
の
歴
史
」
を
書
き

出
す
に
至
る
経
緯
に
尽
き
る
〉
と
し
、
執
筆
動
機
を
〈
性
欲
は
、
人
生
に
お
い
て
、
は
た
し
て
自
然
派
の
作
家
批
評
家
の
語
る
が
ご
と
く
重

大
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
滑
稽
に
思
う
自
分
は
異
常
に
性
欲
に
冷
淡
で
あ
る
か
〉
と
い
う
〈
二
つ
の
疑
問
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

を
解
く
こ
と
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
〈
創
作
の
意
図
・
動
機
ら
し
き
も
の
は
本
文
の
始
め
の
部
分
に
も
明
快
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
〉

と
す
る
小
堀
桂
一
郎
は
、
〈
ど
う
せ
書
く
な
ら
こ
こ
ま
で
徹
底
し
て
書
い
て
み
た
ら
ど
う
な
の
か
、
と
言
は
ん
ば
か
り
の
、
所
謂
自
然
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ァ
ピ

の
小
説
に
対
す
る
挑
発
乃
至
競
合
の
意
識
に
似
た
も
の
が
う
か
が
は
れ
る
〉
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
先
学
の
見
解
に
見
ら
れ
る
、
自
然
主
義
文
学
と
の
関
連
へ
の
言
及
、
あ
る
い
は
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
執
筆
の
モ
チ
ー

フ
を
〈
性
欲
〉
問
題
お
よ
び
文
壇
状
況
と
の
関
わ
り
に
限
定
し
て
論
ず
る
傾
向
を
前
に
し
た
と
き
、
い
ま
さ
ら
新
し
い
見
方
を
提
示
す
る
余

地
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
鴎
外
自
身
、
自
然
派
作
家
に
よ
っ
て
席
捲
さ
れ
た
観
の
あ
る
文
壇
状
況
、
あ
る
い
は
自
然
派
作
家
の
作
品

を
〈
人
生
を
写
し
得
た
も
の
と
し
て
認
め
て
ゐ
る
〉
安
易
な
文
壇
批
評
の
在
り
よ
う
に
対
し
て
、
強
い
不
満
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
執
筆
よ
り
一
年
ほ
ど
前
の
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
三
月
十
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
の
上
田
敏
に

宛
て
て
し
た
た
め
ら
れ
た
書
簡
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
。

　
　
当
方
所
謂
文
壇
の
批
評
は
国
木
田
、
田
山
の
外
に
作
者
は
な
い
か
の
や
う
な
偏
頗
に
な
つ
て
、
漱
石
と
い
ふ
声
す
ら
今
日
は
殆
ど
聞
え

　
　
ま
せ
ん
。
例
え
ば
＞
3
ひ
「
「
昌
8
の
や
う
な
作
で
も
出
た
ら
一
応
大
陳
腐
と
し
て
斥
け
ら
る
・
で
せ
う
。
そ
れ
も
歴
史
の
研
究
と
い

　
　
へ
ば
溜
柿
派
の
外
に
な
い
時
代
な
ら
是
非
も
あ
り
ま
す
ま
い
。

　
独
歩
や
花
袋
ら
に
代
表
さ
れ
る
自
然
派
を
重
ん
じ
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
の
中
で
金
井
湛
に
〈
技
療
を
感
じ
た
〉
と
語
ら
せ
た
夏

目
漱
石
す
ら
黙
殺
す
る
文
壇
批
評
の
〈
偏
頗
〉
に
対
す
る
鴎
外
の
不
満
は
、
か
な
り
根
深
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
〈
自
然
主
義

　
　
　
　
　
ぎ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

へ
の
痛
烈
な
批
判
〉
や
〈
自
然
主
義
の
小
説
に
対
す
る
挑
発
乃
至
競
合
の
意
識
に
似
た
も
の
〉
が
鴎
外
を
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
執
筆
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に
駆
り
立
て
た
と
す
る
判
断
は
、
あ
ま
り
に
短
絡
的
過
ぎ
は
し
な
い
か
。
鴎
外
の
中
に
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
批
判
対
象
に
激
し
く
立
ち
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ

か
う
戦
闘
的
姿
勢
は
も
は
や
な
く
、
一
度
は
〈
鴎
外
漁
史
は
こ
・
に
死
ん
だ
〉
と
宣
言
し
て
も
い
る
。
鴎
外
は
、
自
然
派
を
尊
重
す
る
文
壇

の
〈
偏
頗
〉
に
対
す
る
不
満
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
直
接
作
品
に
ぶ
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
私
は
、
あ
え
て
、
当
時
の
文
壇
状
況
と
切
り
離
し
て
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

ち
う
ん
、
〈
人
の
行
為
の
動
機
は
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
と
×
呂
↑
が
云
つ
て
ゐ
る
。
藝
術
家
の
物
を
作
る
動
機
も
恐
ら
く
は
わ
か
る
ま
い
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

と
か
〈
人
間
の
す
る
事
の
動
機
は
縦
横
に
交
錯
し
て
伸
び
る
サ
フ
ラ
ン
の
葉
の
如
く
容
易
に
は
自
分
に
も
分
か
ら
な
い
〉
と
い
っ
た
鴎
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

認
識
か
ら
す
れ
ば
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
は
、
無
用
の
〈
穿
墾
で
、
あ
ぶ
な
い
話
だ
〉

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
先
学
の
多
く
が
重
視
し
て
き
た
「
序
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

2
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鴎
外
は
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
の
「
序
」
冒
頭
近
く
で
、
哲
学
者
金
井
湛
の
大
学
に
お
け
る
講
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明

を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
講
義
は
直
観
的
で
、
或
物
の
上
に
強
い
光
線
を
投
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
と
き
に
、
学
生
は
、
い
つ
ま
で
も
消
え
な
い
印
象
を

　
　
得
る
の
で
あ
る
。
殊
に
縁
の
遠
い
物
、
何
の
関
係
も
な
い
や
う
な
物
を
籍
り
て
来
て
或
物
を
説
明
し
て
、
聴
く
人
が
は
つ
と
思
つ
て
会

　
　
得
す
る
と
い
ふ
や
う
な
事
が
多
い
。
°
り
。
＃
。
罵
昌
き
2
は
新
聞
の
雑
報
の
や
う
な
世
間
話
を
材
料
帳
に
留
め
て
置
い
て
、
自
己
の
哲
学

　
　
の
材
料
に
し
た
さ
う
だ
が
、
金
井
君
は
何
を
で
も
哲
学
史
の
材
料
に
す
る
。
真
面
目
な
講
義
の
中
で
、
そ
の
頃
青
年
の
読
ん
で
ゐ
る
小

　
　
説
な
ん
ぞ
を
引
い
て
説
明
す
る
の
で
、
学
生
が
び
つ
く
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
の
部
分
は
、
金
井
湛
の
講
義
の
特
質
を
説
明
す
る
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
〈
迂
路
を
と
っ
て
本
質
を
衝
く
と
い
う
〉
〈
い
わ
ば
言
説
の
戦
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ハ
け
シ

略
家
〉
金
井
湛
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
は
ず
の
「
≦
↓
〉
・
・
き
〉
巨
の
本
質
を
も
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ァ
リ
ス
」

の
「
序
」
の
冒
頭
で
鴎
外
は
、
金
井
湛
が
「
≦
↓
〉
°
り
団
×
ご
》
巴
゜
り
」
を
通
じ
て
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
そ
れ
と
は
〈
縁
の
遠
い
物
、
何

の
関
係
も
な
い
や
う
な
物
を
籍
り
〉
る
形
で
、
あ
る
い
は
〈
新
聞
の
雑
報
の
や
う
な
世
間
話
〉
を
材
料
に
し
て
表
出
さ
れ
、
最
終
的
に
は
読

む
者
が
〈
は
つ
と
思
つ
て
会
得
す
る
と
い
ふ
や
う
な
〉
真
実
と
し
て
〈
い
つ
ま
で
も
消
え
な
い
印
象
を
〉
残
し
て
ゆ
く
こ
と
を
予
告
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
湛
は
、
〈
一
体
性
欲
と
い
ふ
も
の
が
人
の
生
涯
に
ど
ん
な
順
序
で
発
現
し
て
来
て
、
人
の
生
涯
に
ど
れ
丈
関
係
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と

を
徴
す
べ
き
文
献
は
甚
だ
少
い
や
う
だ
〉
と
考
え
、
〈
お
れ
は
何
か
書
い
て
見
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
前
人
の
足
跡
を
踏
む
や
う
な

事
は
し
た
く
な
い
。
丁
度
好
い
か
ら
、
一
つ
お
れ
の
性
欲
の
歴
史
を
書
い
て
見
よ
う
か
知
ら
ん
。
実
は
お
れ
も
ま
だ
自
分
の
性
欲
が
、
ど
う

萌
芽
し
て
ど
う
発
展
し
た
か
、
つ
く
づ
く
考
へ
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
一
つ
考
へ
て
書
い
て
見
よ
う
か
知
ら
ん
〉
と
決
意
す
る
。
そ
の
あ
と
、

ド
イ
ツ
か
ら
郵
送
さ
れ
た
〈
性
欲
的
教
育
の
問
題
を
或
会
で
研
究
し
た
報
告
〉
を
前
に
、
〈
教
育
の
範
囲
内
で
、
性
欲
的
教
育
を
せ
ね
ば
な

ら
な
い
も
の
だ
ら
う
か
。
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
処
で
、
果
し
て
そ
れ
が
出
来
る
だ
ら
う
か
と
い
ふ
〉
問
題
に
直
面
し
、
〈
前
に
書
か
う

と
思
つ
て
ゐ
た
、
自
分
の
性
欲
的
生
活
の
歴
史
の
事
を
〉
〈
書
い
て
見
て
、
ど
ん
な
も
の
に
な
る
か
見
よ
う
。
書
い
た
も
の
が
人
に
見
せ
ら

れ
る
か
、
世
に
公
に
せ
ら
れ
る
か
よ
り
先
に
、
息
子
に
見
せ
ら
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
検
し
て
見
よ
う
〉
と
思
っ
て
、
つ
い
に
筆
を
取
る
の

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
金
井
湛
自
身
が
一
篇
の
執
筆
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
説
き
明
か
す
部
分
を
読
む
か
ぎ
り
、
「
＜
一
↓
》
し
り
団
×
C
＞
［
一
〇
り
」

は
、
〈
性
欲
〉
の
発
現
と
〈
人
の
生
涯
〉
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
自
分
の
性
欲
史
で
あ
り
、
〈
息
子
に
見
せ
ら
れ
る
か
と
い
ふ

こ
と
を
検
〉
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
〈
お
れ
の
性
欲
の

歴
史
〉
〈
自
分
の
性
欲
的
生
活
の
歴
史
〉
と
は
、
あ
く
ま
で
も
金
井
湛
が
真
に
訴
え
た
い
も
の
と
は
〈
縁
の
遠
い
〉
〈
何
の
関
係
も
な
い
や
う

な
〉
装
置
で
し
か
な
く
、
最
初
の
読
み
手
と
し
て
〈
息
子
〉
を
想
定
し
た
こ
と
も
、
読
む
者
に
〈
強
い
光
線
を
投
げ
〉
〈
は
つ
と
思
つ
て
会
得
〉
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さ
せ
る
た
め
の
巧
妙
な
仕
掛
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
結
末
」
を
見
て
み
よ
う
。
〈
恋
愛
を
離
れ
た
性
欲
に
は
、
情
熱
の
あ
り
や
う
が
な
い
し
、
そ
の
情
熱
の
無
い
も
の
が
、
奈
何
に
自
叙
に
適

せ
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
〉
を
自
覚
し
た
金
井
湛
は
、
〈
断
然
筆
を
絶
つ
こ
と
〉
を
決
意
し
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

　
　
自
分
は
少
年
の
時
か
ら
、
余
り
に
自
分
を
知
り
抜
い
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
悟
性
が
情
熱
を
萌
芽
の
う
ち
に
枯
ら
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ

　
　
る
。
（
中
略
）
併
し
自
分
の
悟
性
が
情
熱
を
枯
ら
し
た
や
う
な
の
は
、
表
面
だ
け
の
事
で
あ
る
。
永
遠
の
氷
に
掩
は
れ
て
ゐ
る
地
極
の

　
　
底
に
も
、
火
山
を
突
き
上
げ
る
猛
火
は
燃
え
て
ゐ
る
。

　
「
≦
↓
＞
o
り
国
×
ご
〉
［
⑦
」
が
、
〈
一
体
性
欲
と
い
ふ
も
の
が
人
の
生
涯
に
ど
ん
な
順
序
で
発
現
し
て
き
て
、
人
の
生
涯
に
ど
れ
丈
関
係
し
て

ゐ
る
か
を
徴
す
〉
べ
く
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
結
末
」
と
し
て
の
〈
悟
性
が
情
熱
を
萌
芽
の
う
ち
に
枯
ら
し
て
し
ま
つ
た
〉

と
か
〈
悟
性
が
情
熱
を
枯
ら
し
た
や
う
な
の
は
、
表
面
だ
け
の
こ
と
〉
と
い
っ
た
言
い
ま
わ
し
は
、
あ
ま
り
に
も
貧
弱
だ
。
〈
性
欲
〉
と
〈
人

の
生
涯
〉
と
が
い
か
な
る
関
わ
り
を
も
つ
か
と
い
っ
た
深
刻
な
テ
ー
マ
を
追
究
し
た
結
果
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え
に
く
い
。
そ
の
直
後
に

示
さ
れ
る
〈
自
分
は
性
欲
の
虎
を
馴
ら
し
て
抑
へ
て
ゐ
る
〉
と
い
う
自
己
表
白
に
接
す
る
と
、
そ
の
思
い
は
一
層
強
く
な
る
。
〈
性
欲
〉
が
〈
人

の
生
涯
〉
に
〈
「
ど
ん
な
順
序
で
発
現
し
て
来
」
る
か
の
方
は
い
く
ら
か
語
ら
せ
た
け
れ
ど
も
、
「
人
の
生
涯
に
ど
れ
丈
関
係
」
す
る
か
の
方

は
、
厳
密
に
は
ほ
と
ん
ど
全
く
語
ら
せ
な
か
っ
垣
〉
と
い
う
批
判
が
下
さ
れ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
〈
性
欲
〉
が
〈
人
の
生
涯
に
ど
れ
丈
関
係
し
て
ゐ
る
か
を
徴
す
〉
べ
く
書
か
れ
た
自
分
の
〈
性
欲
の
歴
史
〉
は
、
訴
え
る
べ
き

真
実
と
は
〈
縁
の
遠
い
〉
装
置
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
≦
↓
〉
°
っ
国
×
⊂
》
［
一
゜
り
」
に
は
、
〈
性
欲
〉
の
発
現
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
も
、
〈
性
欲
〉
と
〈
人
の
生
涯
〉
と
が
い
か
な
る
関
わ
り
を
も
つ
か
に
つ
い
て
解
く
鍵
に
な
る
よ
う
な
出
来
事
は

描
か
れ
な
い
。
「
結
末
」
で
示
さ
れ
た
金
井
湛
の
感
想
め
い
た
言
説
も
ま
た
、
〈
情
熱
〉
と
〈
悟
性
〉
の
衝
突
と
い
う
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ

た
よ
う
な
抽
象
論
に
お
わ
り
、
と
う
て
い
〈
性
欲
〉
と
〈
人
の
生
涯
〉
と
が
い
か
な
る
関
わ
り
を
も
つ
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
対
す
る
答
え
に
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は
な
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
は
じ
め
に
読
み
手
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
〈
我
子
に
も
読
ま
せ
た
く
な
い
〉
と
い
う

結
論
に
達
し
、
「
≦
↓
〉
°
り
国
×
ご
〉
＝
°
り
」
は
〈
文
庫
の
中
へ
ば
た
り
と
投
げ
込
〉
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
読
者
は
、
は
た
と
考
え
る
は
ず
だ
。
金
井
湛
が
「
≦
↓
〉
°
り
団
×
ご
〉
＝
ψ
り
」
を
書
こ
う
と
し
た
真
の
モ
チ
ー
フ
は
一
体
何
だ
っ
た
の

か
と
。
あ
る
い
は
、
一
度
は
書
き
始
め
ら
れ
た
も
の
の
、
つ
い
に
筆
は
絶
た
れ
、
文
庫
の
底
に
秘
匿
さ
れ
た
も
の
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
と
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
読
者
は
、
金
井
湛
が
「
≦
↓
〉
°
り
団
×
⊂
〉
＝
°
り
」
を
書
き
出
す
に
至
る
経
緯
か
ら
始
ま
っ
て
、
編
年
体
で
記
述
さ
れ
た
〈
性

欲
の
歴
史
〉
告
白
を
挾
み
、
最
終
的
に
は
文
庫
の
底
に
秘
匿
さ
れ
る
こ
と
で
お
わ
る
物
語
を
、
鴎
外
が
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
と
し
て

書
い
た
意
図
を
追
尋
し
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
再
び
、
金
井
湛
が
自
分
の
性
欲
史
を
書
く
決
意
を
語
っ
た
一
節
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。

　
　
丁
度
好
い
か
ら
、
一
つ
お
れ
の
性
欲
の
歴
史
を
書
い
て
見
よ
う
か
知
ら
ん
。
実
は
お
れ
も
ま
だ
自
分
の
性
欲
が
、
ど
う
萌
芽
し
て
ど
う

　
　
発
展
し
た
か
、
つ
く
づ
く
考
へ
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
一
つ
考
へ
て
書
い
て
見
よ
う
か
知
ら
ん
。
白
い
上
に
黒
く
、
は
つ
き
り
書
い
て

　
　
見
た
ら
、
自
分
で
自
分
が
わ
か
る
だ
ら
う
。

　
〈
自
分
で
自
分
が
わ
か
る
だ
ら
う
〉
と
い
う
さ
り
げ
な
い
一
言
は
、
案
外
重
要
だ
。
《
書
く
》
こ
と
を
通
し
て
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
確

認
し
た
い
と
い
う
切
実
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
金
井
湛
は
何
の
た
め
に
〈
自
分
で
自
分
が
わ
か
る
〉
必
要
が
あ
る
の
か
。
自
己
認
識

を
湛
に
迫
る
も
の
は
一
体
何
な
の
か
。

　
　
　
金
井
君
も
何
か
書
い
て
見
た
い
と
い
ふ
考
は
を
り
を
り
起
る
。
哲
学
は
職
業
で
は
あ
る
が
、
自
己
の
哲
学
を
建
設
し
よ
う
な
ど
と
は

　
　
思
は
な
い
か
ら
、
哲
学
を
書
く
気
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
小
説
か
脚
本
か
を
書
い
て
見
た
い
と
思
ふ
。
併
し
例
の
藝
術
品
に
対
す
る
要

　
　
求
が
高
い
為
め
に
、
容
易
に
取
り
附
け
な
い
の
で
あ
る
。

　
〈
哲
学
者
と
い
ふ
概
念
に
は
、
何
か
書
物
を
書
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
伴
ふ
〉
は
ず
な
の
に
、
卒
業
論
文
執
筆
以
来
く
な
ん
に
も
書
物
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を
書
い
て
ゐ
な
い
〉
金
井
湛
の
《
書
く
》
営
み
に
は
、
〈
常
に
《
書
か
な
い
》
と
い
う
（
書
く
》
こ
と
を
放
棄
す
る
方
向
へ
の
回
路
が
出
来

　
　
お
　

て
い
る
〉
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
哲
学
を
職
業
と
し
な
が
ら
、
〈
そ
れ
よ
り
は
小
説
か
脚
本
か
を
書
い
て
見
た
い
〉

と
い
う
思
い
を
吐
露
す
る
金
井
湛
の
内
部
に
は
、
公
的
な
立
場
や
職
業
に
よ
る
束
縛
に
よ
っ
て
も
抑
え
切
れ
な
い
創
作
へ
の
意
欲
、
文
学
へ

の
要
求
が
、
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
然
そ
こ
に
は
、
な
ぜ
自
分
に
と
っ
て
哲
学
よ
り
も
文
学
な
の
か
を
問
う
意
識
が
働
く

は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
湛
は
、
自
分
自
身
に
哲
学
よ
り
は
〈
小
説
か
脚
本
か
を
書
い
て
見
た
い
と
思
〉
わ
せ
る
何
か
を
求
め
て
、
〈
白

い
上
に
黒
く
、
は
つ
き
り
書
い
て
見
〉
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
だ
。
あ
る
い
は
、
〈
性
欲
の
歴
史
〉
を
書
く
と
い
う
仕
掛
を
し
つ
ら
え
な
が
ら
、

年
少
期
の
生
活
環
境
や
意
識
の
発
達
過
程
を
記
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
金
井
湛
は
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
で
は
じ
め
て
登
場
し
た
人
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
、
「
仮
面
」
（
『
ス

バ
ル
』
明
4
2
・
4
）
や
「
魔
睡
」
（
『
ス
バ
ル
』
明
4
2
・
6
）
に
お
い
て
、
そ
の
性
格
や
気
質
に
つ
い
て
さ
り
げ
な
く
話
題
に
さ
れ
て
い
た
。

「
仮
面
」
で
は
〈
用
意
周
到
〉
な
性
格
だ
と
評
さ
れ
、
「
魔
睡
」
で
は
法
科
大
学
教
授
大
川
渉
・
医
科
大
学
教
授
杉
村
茂
．
文
科
大
学
教
授

金
井
湛
の
三
人
を
比
較
し
な
が
ら
、
〈
気
質
も
頗
る
似
寄
つ
て
ゐ
る
。
中
で
は
金
井
湛
君
が
少
し
神
経
質
な
処
丈
違
つ
て
ゐ
る
〉
と
い
う
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
性
格
や
気
質
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
の
主
人
公
金
井
湛
に
も
当
て
は
ま
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
に
お
い
て
鴎
外
は
、
〈
書
く
と
い
う
特
殊
な
能
力
を
備
え
て
い
る
〉
金
井
湛
が
、
〈
お
れ

の
性
欲
の
歴
史
〉
と
い
う
形
を
籍
り
て
〈
少
し
神
経
質
〉
で
〈
用
意
周
到
〉
な
自
己
を
確
認
す
る
過
程
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
鴎
外
の
最
も
本
質
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
軍
医
で
あ
り
な
が
ら
文
学
へ
の
強
い
要
求
を
打
ち
消
す
こ
と
の
で
き
ぬ
作
家
鴎
外
の
根
底
に

あ
る
も
の
を
確
認
す
る
営
み
で
も
あ
っ
た
。
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3

　
さ
て
、
金
井
湛
の
自
己
確
認
の
過
程
を
追
う
と
き
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
が
、
故
郷
で
の
原
体
験
と
も
言
う
べ
き
《
国
詞
》
に
ま
つ
わ

る
話
と
上
京
後
の
《
国
詞
》
《
東
京
詞
》
を
め
ぐ
る
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
金
井
湛
は
、
故
郷
で
の
六
歳
の
時
の
記
憶
か
ら
語
り
始
め
る
。
〈
廃
藩
置
県
に
な
つ
て
、
県
庁
が
隣
国
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
つ

た
の
で
、
城
下
は
俄
に
寂
し
く
な
つ
た
〉
と
い
う
叙
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
維
新
と
い
う
政
治
的
変
革
の
波
を
か
ぶ
り
、
封
建
的
秩

序
が
崩
れ
始
め
た
〈
中
国
の
或
る
小
さ
い
お
大
名
の
御
城
下
〉
が
舞
台
で
あ
る
。
湛
は
近
所
の
小
原
と
い
う
後
家
の
家
に
遊
び
に
行
き
、
後

家
と
町
方
の
娘
と
に
よ
っ
て
枕
絵
を
見
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
「
し
づ
さ
あ
。
あ
ん
た
は
こ
れ
を
何
と
思
ひ
ん
さ
る
か
の
。
」

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
「
足
ぢ
や
ら
う
が
の
。
」

　
　
　
を
ば
さ
ん
も
娘
も
一
し
よ
に
大
声
で
笑
つ
た
。
足
で
は
な
か
つ
た
と
見
え
る
。
僕
は
非
道
く
侮
辱
せ
ら
れ
た
や
う
な
心
持
が
し
た
。

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
僕
は
二
人
の
見
て
ゐ
た
絵
の
何
物
な
る
か
を
判
断
す
る
智
識
を
有
せ
な
か
つ
た
。
併
し
二
人
の
言
語
挙
動
を
非
道
く
異
様
に
、
し
か

　
　
も
不
愉
快
に
感
じ
た
。

　
見
せ
ら
れ
た
枕
絵
が
理
解
で
き
な
い
湛
は
、
後
家
と
娘
の
《
笑
い
》
に
〈
非
道
く
侮
辱
せ
ら
れ
た
や
う
な
心
持
〉
を
味
わ
い
、
自
分
の
理

解
の
範
囲
外
に
あ
る
〈
二
人
の
言
語
挙
動
を
非
道
く
異
様
に
、
し
か
も
不
愉
快
に
感
じ
〉
て
、
小
原
の
家
を
立
ち
去
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

味
わ
っ
た
〈
侮
辱
せ
ら
れ
た
や
う
な
心
持
〉
〈
不
愉
快
〉
は
、
七
歳
に
な
っ
て
藩
の
学
問
所
趾
に
出
来
た
学
校
に
通
う
途
中
、
〈
ち
い
さ
ん
〉
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に
冷
や
か
さ
れ
た
折
の
反
応
に
も
持
ち
越
さ
れ
る
。

　
　
内
か
ら
学
校
へ
往
く
に
は
、
門
の
前
の
お
壕
の
西
の
は
つ
れ
に
あ
る
木
戸
を
通
る
の
で
あ
る
。
木
戸
の
番
所
の
趾
が
ま
だ
元
の
儘
に

　
　
な
つ
て
ゐ
て
、
五
十
ば
か
り
の
ち
い
さ
ん
が
住
ん
で
ゐ
る
。
女
房
も
子
供
も
あ
る
。
子
供
は
僕
と
同
年
位
の
男
の
子
で
、
艦
襖
を
着
て
、

　
　
い
つ
も
二
本
棒
を
垂
ら
し
て
ゐ
る
。
そ
の
子
が
僕
の
通
る
度
に
、
指
を
街
へ
て
僕
を
見
る
。
僕
は
厭
悪
と
多
少
の
畏
怖
と
を
以
て
此
子

　
　
を
見
て
通
る
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
（
中
略
）

　
　
ち
い
さ
ん
も
お
れ
の
方
を
見
た
。
濃
い
褐
色
の
雛
の
寄
つ
た
顔
で
、
曲
つ
た
鼻
が
高
く
、
頬
が
こ
け
て
ゐ
る
。
目
は
ぎ
よ
う
つ
と
し
て

　
　
ゐ
て
、
白
目
の
裡
に
赤
い
処
や
黄
い
ろ
い
処
が
あ
る
。
ち
い
さ
ん
が
僕
に
か
う
云
つ
た
。

　
　
　
「
坊
様
。
あ
ん
た
あ
お
父
さ
ま
と
お
つ
母
さ
ま
と
夜
何
を
す
る
か
知
つ
て
を
り
ん
さ
る
か
あ
。
あ
ん
た
あ
寝
坊
ぢ
や
け
え
知
り
ん
さ

　
　
る
ま
あ
。
あ
は
・
・
。
」

　
　
　
ち
い
さ
ん
の
笑
ふ
顔
は
実
に
恐
ろ
し
い
顔
で
あ
る
。
子
供
も
一
し
よ
に
な
つ
て
、
顔
を
く
し
や
く
し
や
に
し
て
笑
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
中
略
）

　
　
ち
い
さ
ん
が
そ
ん
な
事
を
言
つ
た
の
は
、
子
供
の
心
に
も
、
言
o
鼠
8
亘
8
で
あ
る
、
褻
漬
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
感
ず
る
。
お
社
の

　
　
御
簾
の
中
へ
土
足
で
踏
み
込
め
と
い
は
れ
た
と
同
じ
や
う
に
感
ず
る
。
そ
し
て
そ
ん
な
事
を
言
つ
た
ち
い
さ
ん
が
非
道
く
憎
い
の
で
あ

　
　
る
。

　
金
井
湛
は
、
〈
濫
襖
を
着
て
、
い
つ
も
二
本
棒
を
垂
ら
し
て
ゐ
る
〉
〈
ち
い
さ
ん
〉
の
子
供
を
見
る
た
び
に
〈
厭
悪
と
多
少
の
畏
怖
〉
の
念

を
抱
く
が
、
〈
ち
い
さ
ん
〉
の
不
気
味
で
醜
い
容
貌
を
目
に
し
た
と
き
も
ほ
ぼ
同
じ
念
を
抱
い
た
は
ず
で
あ
る
。
封
建
的
幕
藩
体
制
の
残
津

と
で
も
言
う
べ
き
〈
番
所
の
祉
〉
に
住
む
貧
し
い
〈
ち
い
さ
ん
〉
父
子
の
外
見
の
様
子
が
、
湛
に
〈
厭
悪
〉
と
〈
畏
怖
〉
の
念
を
抱
か
せ
る
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理
由
は
、
こ
こ
で
は
明
白
で
は
な
い
。
た
だ
、
両
親
の
性
生
活
に
つ
い
て
冷
や
か
さ
れ
る
以
前
に
す
で
に
お
び
え
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ

と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
原
の
後
家
の
家
で
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
湛
は
〈
ち
い
さ
ん
の
笑
ふ
顔
〉
を
恐
ろ
し
い
と
感
じ
、
憎
悪

の
念
を
抱
く
の
で
あ
る
。

　
十
歳
の
年
の
秋
、
旧
暦
の
孟
蘭
盆
の
盆
踊
を
見
に
行
っ
て
聞
い
た
卑
狸
な
話
も
ま
た
、
湛
に
不
快
感
を
覚
え
さ
せ
る
。

　
　
　
僕
の
国
は
盆
踊
の
盛
な
国
で
あ
つ
た
。
旧
暦
の
孟
蘭
盆
が
近
づ
い
て
来
る
と
、
今
年
は
踊
が
禁
ぜ
ら
れ
る
さ
う
だ
と
い
ふ
噂
が
あ
つ

　
　
た
。
併
し
県
庁
で
他
所
産
の
知
事
さ
ん
が
、
僕
の
国
の
も
の
に
逆
ふ
の
は
好
く
な
い
と
い
ふ
の
で
、
黙
許
す
る
と
い
ふ
事
に
な
つ
た
。

　
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
〈
俄
に
寂
し
く
な
つ
た
〉
〈
御
城
下
〉
に
と
っ
て
、
こ
の
盆
踊
は
旧
藩
体
制
の
秩
序
の
名
残
で
あ
り
、
沈
み
が
ち
な
人
々

の
気
持
を
昂
揚
さ
せ
、
失
わ
れ
ゆ
く
共
同
体
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
〈
皆
頭
巾
で
顔
を
隠
し
て
踊
る
〉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

い
う
覆
面
の
効
果
が
〈
精
神
の
放
恣
と
弛
緩
〉
を
も
た
ら
し
、
つ
い
に
は
性
の
解
放
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　
僕
は
踊
を
見
て
ゐ
る
う
ち
に
、
覆
面
の
連
中
の
話
を
す
る
の
が
ふ
い
と
耳
に
入
つ
た
。
識
り
あ
ひ
の
男
二
人
と
見
え
る
。

　
　
　
「
あ
ん
た
あ
ゆ
う
べ
愛
宕
の
山
へ
行
き
ん
さ
つ
た
ら
う
が
の
。
」

　
　
　
「
嘘
を
言
ひ
ん
さ
ん
な
。
」

　
　
　
「
い
い
や
。
何
で
も
行
き
ん
さ
つ
た
ち
ふ
事
ぢ
や
。
」

　
　
　
か
う
い
ふ
や
う
な
問
答
を
し
て
ゐ
る
と
、
今
一
人
の
男
が
側
か
ら
口
を
出
し
た
。

　
　
　
「
あ
そ
こ
に
や
あ
、
朝
行
つ
て
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
物
が
落
ち
て
を
る
げ
な
。
」

　
　
　
跡
は
笑
声
に
な
つ
た
。
僕
は
稜
い
物
に
障
つ
た
や
う
な
心
持
が
し
て
、
踊
を
見
る
の
を
止
め
て
、
内
へ
帰
つ
た
。

　
覆
面
の
男
二
人
が
《
国
詞
》
に
よ
っ
て
愛
宕
の
山
の
男
女
の
交
歓
と
そ
の
跡
始
末
の
朝
の
光
景
に
つ
い
て
語
り
合
う
様
子
、
そ
し
て
そ
れ

に
伴
う
く
笑
士
ど
に
対
し
て
、
湛
は
不
快
感
を
隠
そ
う
と
は
し
な
い
。
潔
癖
な
子
供
心
ゆ
え
の
不
快
感
と
言
え
る
が
、
金
井
湛
が
、
禁
止
さ
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れ
そ
う
だ
と
い
う
噂
の
中
で
黙
許
さ
れ
た
こ
の
年
の
盆
踊
が
も
つ
特
別
の
意
味
に
気
付
く
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
。
《
国
詞
》
で
盆
踊
に
ま

つ
わ
る
卑
狸
な
話
を
す
る
覆
面
の
男
た
ち
の
中
に
あ
る
、
久
し
振
り
に
味
わ
う
昂
揚
し
た
気
分
を
、
湛
は
共
有
で
き
な
い
の
だ
。

　
以
上
と
り
あ
げ
た
、
故
郷
で
の
《
性
》
に
ま
つ
わ
る
原
体
験
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
は
、
い
ず
れ
も
《
国
詞
》
あ
る
い
は
《
国
詞
》
を
使

う
人
々
と
金
井
湛
と
の
位
置
関
係
を
示
し
て
い
る
。
す
で
に
、
〈
小
原
の
「
後
家
さ
ん
」
や
町
家
の
娘
、
「
番
所
祉
」
の
「
ち
い
さ
ん
」
一
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

と
の
接
触
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
た
当
惑
感
は
、
十
歳
に
な
っ
た
と
き
の
一
族
上
京
に
か
ら
ま
る
問
題
と
深
処
で
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
〉

と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
〈
内
を
東
京
へ
引
き
越
す
や
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
話
〉
が
起
こ
っ
て
い
る
折
に
母
親
か
ら
一
家
の

上
京
に
つ
い
て
他
言
を
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
湛
の
故
郷
の
人
々
に
対
す
る
意
識
に
強
く
作
用
を
し
た
は
ず
だ
。

　
　
　
何
故
人
に
言
つ
て
は
悪
い
の
か
と
思
つ
て
、
お
母
様
に
問
う
て
見
た
。
お
母
様
は
、
東
京
へ
は
皆
行
き
た
が
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
人
に

　
　
言
ふ
の
は
好
く
な
い
と
仰
や
つ
た
。

　
〈
皆
行
き
た
が
つ
て
ゐ
る
〉
東
京
は
、
明
治
維
新
後
の
地
方
士
族
に
と
っ
て
、
立
身
出
世
の
道
を
切
り
開
く
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
あ
り
、

新
し
い
生
活
へ
の
可
能
性
に
充
ち
充
ち
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
小
原
の
〈
後
家
さ
ん
〉
や
〈
番
所
の
趾
〉

の
〈
ち
い
さ
ん
〉
一
家
の
よ
う
に
上
京
の
夢
が
叶
わ
ず
《
国
》
に
留
ま
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
人
々
も
い
た
は
ず
で
、
故
郷
を
離
れ
、

上
京
す
る
こ
と
は
、
故
郷
を
捨
て
、
裏
切
る
こ
と
で
あ
り
、
故
郷
に
残
ら
ざ
る
を
得
ぬ
人
々
の
目
を
憧
り
つ
つ
実
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
金
井
湛
の
場
合
も
同
様
で
、
上
京
に
つ
い
て
の
他
言
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
故
郷
の
人
々
に
対
す
る
湛
の
警
戒
心
は
強
ま

り
、
《
国
詞
》
あ
る
い
は
《
国
詞
》
を
使
う
人
々
の
挙
動
に
対
し
、
湛
は
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
上
京
以
前
の
湛
の
原
体
験
と
も
言

う
べ
き
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
示
さ
れ
た
畏
怖
・
憎
悪
・
不
快
の
念
は
、
単
に
枕
絵
や
性
的
椰
楡
や
卑
狼
な
話
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
言
語
挙
動
・
笑
い
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
、
自
己
を
背
後
か
ら
監
視
す
る
《
詞
》
で
あ
る
と
こ
ろ
の
《
国
詞
》
に
対
し
て
示
さ
れ

た
も
の
と
言
え
よ
う
。
故
郷
を
捨
て
て
上
京
す
る
湛
に
と
っ
て
、
《
国
詞
》
は
単
に
性
的
記
憶
に
関
わ
る
《
詞
》
で
は
な
く
、
自
己
を
背
後
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か
ら
監
視
す
る
《
詞
》
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
畏
怖
・
憎
悪
・
不
快
の
対
象
と
な
る
《
詞
》
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
故
郷
で
の

《
詞
》
に
ま
つ
わ
る
原
体
験
に
よ
っ
て
、
金
井
湛
は
上
京
後
も
《
詞
》
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
上
京
後
の
湛
は
、
十
一
歳
の
と
き
、
〈
旧
藩
の
殿
様
の
お
邸
〉
に
勤
め
て
い
た
浬
麻
と
い
う
家
従
が
お
屋
敷
で
は
《
国
詞
》
を
使
い
、
絵

草
紙
屋
や
楊
弓
店
の
女
に
対
し
て
は
自
在
に
《
東
京
詞
》
を
使
う
と
い
う
二
枚
舌
に
接
す
る
。
浬
麻
は
湛
を
外
出
に
誘
う
と
き
、
〈
「
し
づ
さ

あ
。
居
り
ん
さ
る
か
あ
。
今
か
ら
お
使
に
行
く
け
え
、
一
し
よ
に
来
ん
さ
れ
え
。
浅
草
の
観
音
様
に
連
れ
て
行
つ
て
上
げ
う
」
〉
と
言
う
。

と
こ
ろ
が
、
浅
草
の
絵
草
紙
屋
の
店
番
の
年
増
の
前
で
は
、
〈
「
お
上
さ
ん
。
こ
れ
を
騙
さ
れ
て
買
つ
て
行
く
奴
が
ま
だ
あ
り
ま
す
か
。

は
、
、
、
」
〉
と
巧
み
な
《
東
京
詞
》
を
話
し
て
み
せ
、
吸
口
を
袖
で
拭
い
て
畑
管
を
指
し
出
す
楊
弓
店
の
女
に
対
し
て
も
、
〈
「
榛
野
で
な

く
つ
て
は
、
拭
か
な
い
の
は
飲
ま
し
て
貰
へ
な
い
の
だ
ね
」
〉
と
《
東
京
詞
》
で
軽
口
を
た
た
く
。

　
　
　
僕
は
子
供
で
は
あ
つ
た
が
、
問
答
の
意
味
を
お
ほ
よ
そ
解
し
た
。
併
し
そ
の
問
答
の
意
味
よ
り
は
、
浬
麻
の
自
在
に
東
京
詞
を
使
ふ

　
　
の
が
、
僕
の
注
意
を
引
い
た
。
そ
し
て
浬
麻
は
何
故
こ
れ
程
東
京
詞
が
使
へ
る
の
に
、
お
屋
敷
で
は
国
詞
を
使
ふ
だ
ら
う
か
と
い
ふ
こ

　
　
と
を
考
へ
て
見
た
。
国
も
の
同
志
で
国
詞
を
使
ふ
の
は
、
固
よ
り
当
然
で
あ
る
。
併
し
浬
麻
が
二
枚
の
舌
を
使
ふ
の
は
、
そ
の
為
め
ば

　
　
か
り
で
は
な
い
ら
し
い
。
彼
は
上
役
の
前
で
淳
撲
を
装
ふ
為
め
に
国
詞
を
使
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
僕
は
そ
の
頃
か
ら
も
う
こ
ん
な

　
　
事
を
考
へ
た
。

　
浬
麻
の
二
枚
舌
に
接
す
る
こ
と
で
、
湛
は
二
種
類
の
《
詞
》
が
使
わ
れ
る
場
面
の
違
い
に
つ
い
て
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
〈
上
役
の
前
〉
と

い
う
公
的
な
場
面
と
〈
女
〉
の
前
と
い
う
私
的
な
場
面
と
の
違
い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
公
的
な
場
面
と
は
、
〈
旧
藩
の
殿
様
の

お
邸
〉
の
中
の
〈
上
役
の
前
〉
と
い
う
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
場
面
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
（
国
詞
》
に
〈
淳
撲
を
装
ふ
為

め
〉
の
機
能
し
か
認
め
な
い
湛
の
眼
は
、
な
か
な
か
鋭
い
。
《
国
詞
》
は
、
か
ろ
う
じ
て
旧
藩
的
秩
序
・
体
制
が
残
っ
て
い
る
〈
お
邸
〉
の

内
側
と
い
う
限
定
さ
れ
た
世
界
で
〈
淳
撲
を
装
ふ
為
め
〉
に
は
機
能
す
る
が
、
〈
お
邸
〉
の
外
の
世
界
で
は
《
東
京
詞
》
に
太
刀
討
ち
で
き

62



淑徳国文31

な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
浬
麻
は
こ
の
こ
と
を
十
分
認
識
し
た
上
で
二
枚
舌
を
使
っ
て
い
る
。
長
谷
川
泉
の
指
摘
を
借
り
る
な
ら
ば
、
〈
浬
麻
が
淳
撲
を
装
う
の
は
、

悪
所
通
い
を
す
る
平
生
を
秘
匿
す
る
た
め
〉
で
あ
り
、
〈
東
京
詞
を
自
在
に
あ
や
つ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
田
舎
者
た
る
こ
と
を
相
手
の
女

に
察
知
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
厭
す
る
が
た
め
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
金
井
湛
が
浬
麻
の
二
枚
舌
の
中
に
見
て
と
っ
た
も
の
は
、
二
種

類
の
（
詞
》
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
二
種
類
の
（
詞
》
を
使
い
こ
な
す
、
秘
匿
す
べ
き
別
の
人
格
の
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
点
で
の
金
井
湛
が
、
（
国
詞
》
に
否
定
的
で
あ
り
、
（
東
京
詞
》
に
対
し
て
あ
る
可
能
性
を
見
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

吉
原
へ
行
っ
た
こ
と
を
（
国
詞
》
で
話
す
家
従
ど
も
に
つ
い
て
〈
大
抵
菊
石
で
あ
つ
た
り
、
獅
子
鼻
で
あ
つ
た
り
、
反
歯
で
あ
つ
た
り
、
満

足
な
顔
は
し
て
ゐ
な
い
〉
と
、
か
つ
て
自
分
を
椰
楡
し
た
〈
番
所
の
趾
〉
の
〈
ち
い
さ
ん
〉
父
子
に
つ
な
が
る
よ
う
な
受
け
止
め
方
を
し
て

い
る
の
に
対
し
、
〈
お
上
の
お
療
治
に
来
る
〉
〈
江
戸
児
〉
の
銀
林
の
こ
と
を
家
従
た
ち
と
比
較
し
て
〈
余
程
賢
い
と
思
つ
て
ゐ
た
〉
と
述
べ
、

そ
の
銀
林
に
よ
っ
て
連
れ
て
行
か
れ
た
寄
席
で
吉
原
入
門
と
も
言
う
べ
き
落
語
を
聴
き
な
が
ら
、
〈
な
る
程
東
京
と
い
ふ
処
は
何
の
知
識
を

捜
得
す
る
に
も
便
利
な
土
地
だ
〉
と
感
嘆
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
物
語
る
。
し
か
し
、
〈
江
戸
児
〉
銀
林
を
〈
余
程
賢
い
〉
と
思
っ

た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
旧
藩
の
殿
様
の
お
邸
〉
の
長
屋
に
入
っ
て
い
た
十
一
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
り
、
落
語
か
ら
得
た
〈
「
お
か
ん
こ

を
頂
戴
す
る
」
と
い
ふ
奇
妙
な
詞
〉
も
、
後
に
は
〈
僕
の
記
憶
に
無
用
な
負
担
を
賦
課
し
た
詞
の
一
つ
〉
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
時
点
で
（
東
京
詞
》
に
見
い
だ
し
た
可
能
性
は
、
幻
想
で
し
か
な
い
。

　
十
三
歳
で
〈
東
京
英
語
学
校
〉
に
入
り
、
寄
宿
舎
生
活
を
始
め
た
頃
の
体
験
は
、
や
は
り
《
国
詞
》
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
湛
は
、

同
室
の
鰐
口
弦
と
い
う
男
か
ら
、
折
々
訪
れ
る
父
が
《
国
詞
》
で
湛
を
訓
戒
す
る
の
を
椰
楡
さ
れ
る
。
鰐
口
は
、
父
の
声
色
を
使
っ
て
、
〈
「
精

出
し
て
勉
強
し
ん
さ
れ
え
。
鰐
口
君
で
も
ど
な
た
で
も
、
長
者
の
云
ひ
ん
さ
る
こ
と
は
、
聴
か
に
や
あ
行
け
ん
ぜ
や
。
（
中
略
）
土
曜
に
は

待
つ
と
る
か
ら
、
来
ん
さ
れ
え
。
あ
は
…
」
〉
と
か
ら
か
っ
た
り
、
父
に
〈
来
ん
さ
れ
え
〉
と
い
う
緯
名
を
つ
け
た
り
も
す
る
。
鰐
口
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の
椰
楡
が
、
あ
く
ま
で
も
湛
の
父
親
の
《
国
詞
》
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
湛
の
東
京
で
の
立
身
出
世
へ

の
期
待
の
大
き
さ
と
（
国
詞
》
に
よ
る
激
励
に
応
え
ん
と
す
る
湛
の
精
励
ぶ
り
を
皮
肉
っ
ぼ
く
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

湛
は
（
国
詞
》
へ
の
椰
楡
を
通
し
て
自
分
の
置
か
れ
た
位
置
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
、
〈
「
あ
の
来
ん
さ
れ
え
が
君
の
お
つ
か

さ
ん
と
華
尾
ん
で
君
を
栴
へ
た
の
だ
、
あ
は
…
」
な
ど
と
〉
言
わ
れ
る
と
、
〈
お
国
の
木
戸
に
ゐ
た
お
爺
さ
ん
〉
に
よ
っ
て
か
ら
か
わ

れ
た
記
憶
が
蘇
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
不
愉
快
な
（
国
詞
》
に
ま
つ
わ
る
体
験
で
あ
る
。

　
十
四
歳
の
夏
休
み
、
〈
お
邸
の
会
計
〉
を
し
て
い
る
者
の
息
子
で
〈
尾
藤
喬
一
と
い
ふ
同
年
位
の
少
年
〉
と
〈
好
い
友
達
〉
に
な
っ
た
頃

の
体
験
は
、
（
東
京
詞
》
に
対
す
る
湛
の
意
識
を
決
定
づ
け
る
。
〈
八
月
の
晴
れ
た
日
の
午
後
二
時
頃
〉
、
湛
が
尾
藤
の
家
に
遊
び
に
行
く
と

障
子
は
し
め
き
ら
れ
、
内
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
。

　
　
　
「
商
一
君
。
」

　
　
　
返
事
を
し
な
い
。

　
　
　
「
育
一
君
は
ゐ
ま
せ
ん
か
。
」

　
　
　
障
子
が
開
く
。
例
の
髪
を
項
ま
で
分
け
た
榛
野
が
出
る
。
色
の
白
い
、
撫
肩
の
、
背
の
高
い
男
で
、
純
然
た
る
東
京
詞
を
遣
ふ
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
「
喬
一
君
は
留
守
だ
。
ち
つ
と
僕
の
処
へ
も
遊
び
に
来
給
へ
。
」

　
　
　
か
う
云
つ
て
長
屋
隣
の
内
へ
帰
つ
て
行
く
。
鳴
海
絞
の
浴
衣
の
背
後
に
は
、
背
中
一
ぱ
い
あ
る
、
派
手
な
模
様
が
あ
る
。
尾
藤
の
奥

　
　
さ
ん
が
閾
際
に
い
ざ
り
出
る
。
水
浅
葱
の
手
が
ら
を
掛
け
た
丸
髭
の
髪
を
両
手
で
い
ち
り
な
が
ら
、
僕
に
声
を
掛
け
る
。
奥
さ
ん
は
東

　
　
京
へ
出
た
ば
か
り
だ
さ
う
だ
が
、
こ
れ
も
純
然
た
る
東
京
詞
で
あ
る
。

　
　
　
「
あ
ら
。
金
井
さ
ん
で
す
か
。
ま
あ
お
上
ん
な
さ
い
よ
。
」
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し
ぶ
し
ぶ
縁
側
に
腰
を
掛
け
た
湛
は
、
側
へ
〈
体
が
ひ
つ
附
く
や
う
に
す
わ
つ
た
〉
奥
さ
ん
に
つ
い
て
、
〈
目
も
鼻
も
口
も
馬
鹿
に
大
き

い
人
で
〉
〈
口
が
四
角
な
や
う
に
〉
感
じ
る
。
〈
「
僕
は
商
一
君
が
大
好
で
す
」
〉
と
言
う
湛
に
対
し
て
、
〈
「
わ
た
く
し
は
お
嫌
」
〉
と
〈
頬

つ
ぺ
た
を
お
つ
附
け
る
や
う
に
〉
横
か
ら
顔
を
覗
き
込
ん
だ
奥
さ
ん
の
息
が
顔
に
掛
か
っ
た
途
端
、
湛
は
〈
急
に
奥
さ
ん
が
女
で
あ
る
と
い

ふ
や
う
な
こ
と
を
思
つ
て
、
何
と
な
く
恐
ろ
し
く
〉
な
り
、
慌
て
て
帰
る
の
で
あ
る
。

　
湛
は
、
榛
野
と
喬
一
の
継
母
と
の
密
会
の
場
面
に
出
く
わ
し
た
わ
け
だ
が
、
二
人
が
〈
純
然
た
る
東
京
詞
〉
を
使
う
点
に
こ
だ
わ
っ
て
い

る
。
す
で
に
、
家
従
た
ち
の
雑
談
や
浬
麻
と
楊
弓
店
の
女
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
色
事
に
通
じ
た
美
男
と
し
て
話
題
に
さ
れ
て
い
た
榛
野

が
《
東
京
詞
》
を
使
い
こ
な
す
の
は
十
分
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
が
、
〈
東
京
へ
出
た
ば
か
り
〉
の
奥
さ
ん
が
〈
純
然
た
る
東
京
詞
〉
を

使
う
こ
と
へ
の
不
審
の
念
は
強
い
。
奥
さ
ん
は
密
会
の
相
手
榛
野
に
合
わ
せ
て
〈
純
然
た
る
東
京
詞
〉
を
使
い
こ
な
す
の
で
あ
ろ
う
。
湛
は
、

秘
匿
さ
れ
る
べ
き
密
会
の
場
面
で
使
わ
れ
た
〈
純
然
た
る
東
京
詞
〉
に
不
快
感
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
〈
純
然
た
る
東
京
詞
〉
を
見
事
に
使

い
こ
な
す
榛
野
や
奥
さ
ん
の
中
に
、
同
僚
の
家
従
た
ち
を
相
手
に
し
た
と
き
や
夫
・
子
供
を
相
手
に
し
た
と
き
と
は
別
の
人
格
を
見
い
だ
し

な
が
ら
、
怪
誇
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
た
上
京
後
の
（
国
詞
》
と
（
東
京
詞
》
と
を
め
ぐ
る
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
《
国
詞
》
だ
け
で
な
く
（
東

京
詞
》
に
対
し
て
も
不
快
や
畏
怖
を
感
じ
る
金
井
湛
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
《
国
詞
》
（
東
京
詞
》
と
い
う
異
質
な
二
つ
の
《
詞
》
の

狭
間
に
在
っ
て
、
湛
は
、
自
分
の
存
在
の
原
点
に
な
る
よ
う
な
《
詞
》
、
自
分
の
生
の
証
に
な
る
よ
う
な
（
詞
》
を
見
い
だ
せ
な
い
で
い
る
。

そ
れ
は
、
人
々
の
鋭
い
視
線
を
感
じ
な
が
ら
後
に
し
た
《
国
》
に
も
立
身
出
世
の
夢
を
求
め
て
移
り
住
ん
だ
《
東
京
》
に
も
居
場
所
を
見
い

だ
せ
ぬ
湛
の
姿
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
金
井
湛
の
《
詞
》
意
識
の
奥
底
に
、
《
国
》
を
捨
て
《
東
京
》
で
立
身
出
世
の
道
を
歩

も
う
と
し
た
知
識
人
た
ち
の
苦
悩
の
典
型
的
な
在
り
よ
う
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
鴎
外
自
身
の
上
京
前
後
の
体

験
が
投
影
し
て
い
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
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鴎
外
が
上
京
前
後
の
自
分
に
つ
い
て
直
接
触
れ
た
文
章
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
「
僕
が
十
四
五
歳
の
時
」
（
『
少
年
世
界
』
明
4
2
・
9
）
で

紹
介
さ
れ
た
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
上
京
後
の
鴎
外
の
あ
る
不
機
嫌
な
気
分
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
渡
銭
は
文
久
一
つ
即
ち
一
厘
五
毛
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
或
る
時
日
曜
日
の
朝
向
島
へ
往
く
の
に
、
そ
の
文
久
が
無
か
つ
た
。
そ
こ
で

　
　
大
い
に
困
つ
た
が
、
渡
場
の
傍
に
材
木
問
屋
が
あ
つ
た
の
を
見
て
、
そ
の
帳
場
の
爺
さ
ん
に
、
渡
銭
に
す
る
の
だ
が
、
文
久
を
一
つ
明

　
　
日
ま
で
貸
し
て
く
れ
ま
い
か
と
云
つ
た
。
爺
さ
ん
が
、
え
・
、
朝
つ
ば
ら
か
ら
い
ま
く
し
い
と
云
ひ
な
が
ら
、
兎
に
角
文
久
は
出
し

　
　
て
く
れ
た
。
私
は
言
草
が
痛
に
障
ら
ぬ
で
は
な
か
つ
た
が
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
借
り
た
。
翌
日
そ
れ
を
持
つ
て
往
つ
て
返
す
と
、
爺
さ

　
　
ん
は
い
ら
な
い
と
云
つ
た
。
私
は
腹
が
立
つ
た
か
ら
、
文
久
を
爺
さ
ん
の
顔
に
投
げ
附
け
て
、
一
し
よ
う
懸
命
駈
け
て
逃
げ
た
。

　
短
気
と
気
っ
ぷ
の
よ
さ
が
同
居
す
る
生
粋
の
江
戸
っ
子
ら
し
い
爺
さ
ん
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
異
質
な
《
詞
》
や
価
値
観
に
触
れ
、
戸

惑
い
、
傷
つ
い
て
い
る
少
年
鴎
外
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
鴎
外
は
、
他
に
も
こ
れ
に
似
た
こ
と
を
数

多
く
体
験
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
体
験
の
積
み
重
ね
が
、
上
京
以
前
と
そ
れ
以
後
と
の
生
活
の
連
続
感
を
断
ち
、
（
国
》
に
も
（
東
京
》

に
も
居
場
所
を
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
不
安
な
気
分
を
味
わ
わ
せ
る
の
だ
。

　
（
国
詞
》
《
東
京
詞
》
の
い
ず
れ
を
話
す
自
分
に
も
自
分
ら
し
さ
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
少
年
期
の
体
験
は
、
後
の
鴎
外
の
（
書

く
》
営
み
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
鴎
外
が
評
論
や
小
説
の
中
で
、
言
葉
の
概
念
規
定
・
意
味
規
定
に
拘
泥
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
外
国
語
混
じ
り
の
日
本
語
文
と
い
う
の
も
よ
く
知
ら
れ
た
特
徴
の
一
つ
だ
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
〈
名
を
聞
い
て
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

知
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
が
随
分
あ
る
〉
と
か
〈
或
る
国
民
に
は
或
る
詞
が
開
け
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
は
或
る
感
情
が
閾
け
て
ゐ
る
か
ら
で

　
ロ
　

あ
る
〉
と
い
っ
た
言
及
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
、
埋
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
（
物
》
と
《
名
》
と
の
距
離
へ
の
自
覚
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
（
詞
》

に
対
し
て
〈
神
経
質
〉
な
ほ
ど
〈
用
意
周
到
〉
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
鴎
外
の
苛
立
ち
と
が
、
形
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
根
底
に
は
、
（
国
詞
》
と
《
東
京
詞
》
の
狭
間
で
揺
れ
動
い
た
少
年
期
の
（
詞
》
に
ま
つ
わ
る
原
体
験
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
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を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
は
、
単
に
自
然
主
義
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
金
井
湛
の
性
欲
史
と
い
う
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
に
書
か
れ
た
（
国
詞
》
（
東
京
詞
》
を
め
ぐ
る
話
と
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ

た
金
井
湛
の
（
詞
》
意
識
を
通
じ
て
、
鴎
外
の
（
書
く
》
営
み
の
出
発
点
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
示
唆
さ
れ
る
。
鴎
外
に
と
っ
て
《
書
く
》

こ
と
は
、
自
分
の
存
在
の
原
点
に
な
る
よ
う
な
（
詞
》
、
自
分
の
生
の
証
に
な
る
よ
う
な
（
詞
》
を
探
し
求
め
る
営
み
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
ヰ

タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
一
篇
は
、
鴎
外
文
学
の
原
風
景
を
描
い
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
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注

竹
盛
天
雄
「
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
と
そ
の
周
辺
」
（
「
鴎
外
　
そ
の
紋
様
」
小
澤
書
店
　
昭
5
9
・
7
）

重
松
泰
雄
「
金
井
湛
1
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
・
臨
時
増
刊
号
〈
森
鴎
外
の
断
層
撮
影
像
〉
」
昭
5
9
・
1
）

磯
貝
英
夫
「
鴎
外
と
自
然
主
義
」
（
「
國
文
學
一
昭
4
0
・
4
）

唐
木
順
三
「
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
一
」
（
「
森
鴎
外
一
世
界
評
論
社
　
昭
2
4
・
4
）

長
谷
川
泉
「
鴎
外
の
自
然
主
義
に
対
す
る
反
応
」
（
「
鴎
外
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
考
」
明
治
書
院
　
昭
4
3
・
7
）

蒲
生
芳
郎
「
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
論
」
（
「
日
本
文
学
ノ
ー
ト
」
昭
4
6
・
3
）

小
堀
桂
一
郎
「
鴎
外
の
創
作
（
一
）
1
初
期
三
部
作
と
明
治
四
十
二
年
度
の
詩
作
1
」
（
「
鴎
外
選
集
・
1
〈
解
説
〉
」
岩
波
書
店
　
昭
5
3
・
1
1
）

注
（
5
）
に
同
じ
。

注
（
7
）
に
同
じ
。

「
鴎
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
」
（
「
福
岡
日
日
新
聞
」
明
3
3
・
1
・
1
）

「
当
流
比
較
言
語
学
」
（
「
東
亜
之
光
一
明
4
2
・
7
）

「
サ
フ
ラ
ン
」
（
「
番
紅
花
」
大
3
・
3
）

注
（
1
1
）
に
同
じ
。

大
屋
幸
世
「
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
一
論
1
〈
制
度
〉
と
し
て
の
〈
性
〉
」
（
「
別
冊
國
文
學
・
3
7
〈
森
鴎
外
必
携
〉
一
平
1
・
1
0
）

中
野
重
治
「
小
説
十
二
篇
に
つ
い
て
」
（
「
鴎
外
　
そ
の
側
面
』
筑
摩
書
房
　
昭
4
7
・
3
）
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2221
）　　　）

A　　　A　　　A　　　A　　　　

20　19　18　17　16
）　　）　　）　　）　　）

注
（
1
4
）
に
同
じ
。

注
（
1
）
に
同
じ
。

長
谷
川
泉
「
金
井
湛
十
歳
の
体
験
」
（
「
鴎
外
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
考
」
明
治
書
院
　
昭
4
3
・
7
）

注
（
1
）
に
同
じ
。

長
谷
川
泉
「
金
井
湛
十
一
歳
の
体
験
」
（
『
鴎
外
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
考
」
明
治
書
院
　
昭
4
3
・
7
）

注
（
1
2
）
に
同
じ
。

注
（
1
1
）
に
同
じ
。
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