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享
受
者
を
分
つ
境
界
線
に
つ
い
て

―
小
説
読
者
不
信
の
系
譜

―

桒
原

丈
和

は
じ
め
に

越
境
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
領
域
を
分
つ
境
界
線
が
引
か
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
境
界
を
越
え
る
こ
と
、
越
え
る
も
の
を
評

価
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
賞
揚
で
あ
る
か
否
定
で
あ
る
か
を
問
わ
ず

越
え
ら
れ
た
（
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
）
境
界
線
の
有
効
性
・
有
用
性

を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
論
が
検
討
す
る
の
は
、
様
々
な
表
現
ジ
ャ
ン
ル
の
享
受
者
を
分
つ
境

界
線
で
あ
る
。
細
分
化
し
て
言
え
ば
、
音
声
表
現
の
聴
衆
、
造
形
・
身
体

・
映
像
表
現
の
観
客
、
言
語
表
現
の
読
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

現
在
、
表
現
ジ
ャ
ン
ル
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
様
々
な
形
で
の
越

境
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
は
越
境
に
つ
い
て
語
る
言
説
が
た
び
た
び
見

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
従
来
評
論
や
研
究
の
対
象
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
「
大

衆
」
的
な
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
排
除
さ
れ
て
き
た

た
ぐ
い
の
歌
詞
・
ポ
エ
ム
・
小
説
・
映
画
・
マ
ン
ガ
・
イ
ラ
ス
ト
・
音
楽

・
レ
ビ
ュ
ー
な
ど
が
、
そ
の
形
式
や
内
容
自
体
を
分
析
に
足
る
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
が
取
り
上
げ
る
対
象
と
い
う
領
域
の
中
に
境
界
線
を
越
え
て
入
り

こ
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
時
に
そ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
・
文
化
の
享
受
者
で
あ
る
こ
と
を
前

面
に
出
す
者
た
ち
が
評
論
・
研
究
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

に
携
わ
っ
て
い
た
者
た
ち
の
中
に
も
そ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
の
享
受
者
は
い

た
わ
け
だ
し
、
お
ず
お
ず
と
そ
れ
ら
へ
の
親
愛
の
情
を
示
す
も
の
は
い
た

の
だ
が
、
現
在
の
よ
う
に
堂
々
と
論
じ
た
り
大
学
の
講
義
で
取
り
上
げ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
は
そ
う
い
っ
た
表
現
に
つ
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い
て
評
論
し
た
り
、
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
関
連
の
講
義
を
取
り

入
れ
る
こ
と
が
従
来
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
領
域
を
越

え
る
柔
軟
か
つ
現
代
的
な
ふ
る
ま
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
り
も
す
る
。

本
論
で
考
察
す
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
を
越
境
と
見
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
境
界
線
が
ど
の
よ
う
に
引
か
れ

た
の
か
、
そ
れ
は
元
々
有
効
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
て
は
話
題
が
広
が
り
す
ぎ

る
の
で
、
こ
こ
で
は
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
読
者
に
話
題
を
限
定
す
る
こ
と
に

す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
類
推
的
に
適
応
で
き
る
こ

と
に
違
い
な
い
、
と
い
う
予
測
を
持
っ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。

二
種
類
の
読
者

ま
ず
、
ど
の
よ
う
に
読
書
を
分
つ
境
界
線
が
引
か
れ
て
き
た
か
を
具
体

例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
お
こ
う
。

文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
そ
れ
を
作
り
、
編
集
し
、
ま
た
評
論
・
研

究
・
教
育
す
る
な
ど
様
々
な
形
で
ジ
ャ
ン
ル
の
形
成
・
継
続
を
担
っ
て
い

る
者
た
ち
と
、
享
受
者
と
し
て
の
〈
読
者
〉
の
間
に
境
界
線
が
引
か
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
作
家
・
編
集
者
・
評
論
家
・
研
究
者
と
い
っ
た
者
た
ち

も
ま
た
文
学
関
連
の
出
版
物
を
読
む
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
彼
ら
も
読

者
で
は
あ
る
の
だ
が
、
彼
ら
と
違
い
専
門
的
に
文
学
に
携
わ
る
の
で
は
な

い
〈
読
者
〉
と
の
間
に
必
ず
一
線
を
画
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
本
の
境
界

線
に
よ
っ
て
、
社
会
の
中
で
は
大
多
数
を
占
め
る
だ
ろ
う
〈
読
者
〉
が
、

少
数
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
・
教
育
の
担
い
手
で
あ
る
読

者
（
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
果
た
し
て
い
る
役
割
の
違
い
に
照
ら
し
て
本
論
で

は
〈
知
識
人
〉
と
呼
ぶ
こ
と
は
し
な
い
）
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。こ

の
二
種
類
の
読
者
を
区
別
す
る
境
界
線
や
、
線
を
引
く
こ
と
に
関
す

る
意
味
づ
け
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
に
あ
た
り
、
ま
た
分
類
す

る
こ
と
は
こ
こ
で
は
必
要
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
分
た
れ
る
二
種
類
の

読
者
に
優
劣
の
差
を
付
け
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
優
劣
で
は
な
く
性
質
の

差
に
と
ど
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
者
も
直
接
優
劣
へ
の
言

及
を
避
け
つ
つ
も
、
実
際
は
一
方
の
読
者
の
優
越
性
が
論
の
前
提
に
な
っ

て
い
た
り
、
論
じ
る
際
の
用
語
か
ら
遠
回
し
に
論
者
自
身
を
含
む
一
方
の

読
者
を
卓
越
化
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
文

学
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
る
読
者
と
違
っ
て
〈
読
者
〉
は
な
に
も
わ
か
っ

わ
れ
わ
れ

あ
い
つ
ら

て
い
な
い
、
と
い
う
憤
懣
が
一
見
様
々
に
見
え
る
境
界
線
を
、
実
際
は
よ

く
似
た
も
の
に
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
尾
崎
秀
樹
『
大
衆
文
学
論
』（

１
）

を
ま
ず
例
に
あ
げ
る
と
、
そ

こ
で
は
「
大
衆
文
学
」
の
「
読
者
」
を
「
お
く
れ
た
読
者
層
」
と
決
め
つ

け
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
差
別
化
も
行
っ
て
い
る
。

甲
賀
三
郎
は
「
娯
楽
を
第
一
義
と
し
て
読
む
読
者
が
批
判
階
級
で
あ

り
、
娯
楽
以
外
に
何
物
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
読
者
が
無
批
判
階
級
な

と
こ
ろ
に
大
衆
文
芸
の
悩
み
が
あ
る
」
と
書
い
た
（
高
橋
磌
一
「
大
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衆
小
説
の
歴
史
性
」
よ
り
孫
引
）
。
こ
れ
は
具
体
的
に
い
え
ば
、
吉
川

英
治
の
「
宮
本
武
蔵
」
を
娯
楽
読
物
と
し
て
よ
む
イ
ン
テ
リ
と
、
人
世

開
眼
の
啓
蒙
書
と
し
て
あ
り
が
た
が
る
人
々
を
さ
す
と
い
っ
て
も
い
い

だ
ろ
う
。
佐
野
学
が
非
合
法
活
動
下
に
『
講
談
倶
楽
部
』
を
は
な
さ
な

か
っ
た
と
い
う
伝
説
と
、
あ
る
評
判
小
説
に
信
仰
告
白
め
い
た
投
書
を

お
く
る
愛
読
者
の
存
在
を
並
べ
て
み
て
も
い
い
。
大
衆
文
学
は
こ
の
よ

う
に
批
判
階
級
か
ら
は
娯
楽
も
の
と
し
て
し
か
み
ら
れ
ず
、
無
批
判
階

級
か
ら
は
批
判
を
ぬ
き
に
し
た
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
う
け
と
ら
れ
、
と
い

う
不
可
解
な
自
己
矛
盾
の
大
き
な
振
幅
の
間
に
位
置
し
て
、
読
み
つ
が

れ
、
今
日
に
至
っ
た
。

甲
賀
三
郎
の
「
無
批
判
階
級
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
て
名
指
さ
れ
て
い

る
、
小
説
を
「
人
世
開
眼
の
啓
蒙
書
」
「
バ
イ
ブ
ル
」
と
し
て
読
む
〈
読

者
〉
と
は
、
小
説
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た

一
つ
の
小
説
だ
け
に
特
別
な
価
値
を
見
出
し
て
し
ま
っ
て
、
〈
小
説
〉
と

自
分
と
の
間
に
適
切
な
距
離
を
置
い
て
読
む
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
者
た

ち
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
当
然
「
批
判
階
級
」
と
は
小
説
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
わ
き
ま
え
、
他
の
小
説
と
の
比
較
の
中
で
相
対
的
な
評
価
を
下
す
こ
と

が
で
き
る
、
た
と
え
小
説
か
ら
何
か
を
汲
み
取
る
と
し
て
も
一
定
の
批
評

的
な
観
点
を
通
す
こ
と
を
忘
れ
な
い
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
の
箇

所
で
彼
ら
は
「
文
学
の
虚
構
性
を
心
得
」
た
「
く
ろ
う
と
の
読
者
」
と
呼

ば
れ
、「
事
実
と
小
説
の
あ
い
だ
に
距
離
を
お
か
な
い
」「
単
純
な
消
費
者
」

で
あ
る
〈
読
者
〉
と
差
別
化
さ
れ
て
い
る
。

文
学
の
虚
構
性
と
広
が
り
を
ふ
ま
え
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
小
説
と
自

ら
が
生
き
る
現
実
と
を
混
同
す
る
こ
と
も
な
く
過
剰
な
影
響
を
受
け
る
こ

と
も
な
い
。
そ
れ
が
「
く
ろ
う
と
」
と
「
消
費
者
」
と
を
分
つ
境
界
線
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
「
消
費
者
」
と
し
て
の
〈
読
者
〉
の
存
在
を
、
そ
し
て

彼
ら
の
読
む
「
大
衆
文
学
」
を
無
視
し
得
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
と
い

う
認
識
こ
そ
が
尾
崎
秀
樹
に
「
大
衆
文
学
論
」
を
書
か
せ
た
動
因
に
な
っ

て
い
る
。

こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
〈
読
者
〉
を
劣
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
な
く
て
も
、

そ
の
存
在
を
問
題
化
し
た
言
説
は
多
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
日
本
の
近
代
文
学
に
関
す
る
評
論
に
お
い
て
は
私
小
説
を
め

ぐ
る
論
が
集
中
し
て
登
場
し
た
。
そ
こ
で
日
本
近
代
の
特
異
な
現
象
と
し

て
批
判
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
、
私
小
説
を
書
く
作
者
の
文
学
観
や
社
会

に
お
け
る
身
の
処
し
方
な
の
だ
が
、
同
時
に
私
小
説
を
受
け
入
れ
て
き
た

読
者
の
問
題
も
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
伊
藤
整
の
『
小
説
の
方
法
』

（
２
）

で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
、
チ
ボ
オ
デ
は
小
説
の
読
者
、
耽

読
者
と
い
う
も
の
の
出
現
を
見
る
。
耽
読
者
は
小
説
の
世
界
の
生
活
者

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
十
九
世
紀
社
会
に
お

け
る
小
説
の
耽
読
者
す
な
わ
ち
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
夫
人

だ
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
小
説
は
、
そ
の
読
者
と
い
う
最
も
多
く
女

性
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
生
き
る
世
界
で

あ
り
、
批
評
家
と
い
う
多
く
の
場
合
男
性
の
読
み
手
に
と
っ
て
は
作
者
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そ
の
人
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
読
者
を
小
説
は
持
っ
て
い
る
、
と
い
う

の
が
彼
の
意
見
で
も
あ
る
。
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
夫
人
は
小
説
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
毒
さ
れ
た
女
、
小
説
で
得
た
夢
想
を
実
生
活
に
実
現
し
よ
う
と

し
て
破
れ
た
存
在
で
あ
る
。
フ
ロ
オ
ベ
ル
は
彼
女
に
よ
っ
て
古
い
小
説

の
世
界
を
批
評
し
否
定
し
た
。
そ
し
て
古
い
小
説
が
実
社
会
に
成
立
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
仕
事
の
中
に
新
し
い
小
説
は
必
然
に
形

成
さ
れ
た
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

ア
ル
ベ
ー
ル
・
テ
ィ
ボ
ー
デ
『
小
説
の
美
学
』
が
語
る
小
説
の
起
源
に

つ
い
て
紹
介
し
た
箇
所
で
は
あ
る
が
、
『
小
説
の
方
法
』
で
は
こ
こ
で
提

示
さ
れ
て
い
る
「
二
種
の
読
者
」
、
つ
ま
り
「
耽
読
者
」
と
「
批
評
家
」

の
う
ち
後
者
が
私
小
説
を
支
え
る
読
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤

整
に
よ
れ
ば
、
小
説
を
現
実
と
結
び
つ
け
、
ま
た
は
作
者
と
結
び
つ
け
て

読
む
の
は
「
批
評
家
」
の
読
み
で
あ
る
。
た
だ
尾
崎
秀
樹
の
言
う
「
無
批

判
階
級
」
「
消
費
者
」
と
違
っ
て
彼
ら
は
あ
く
ま
で
も
「
批
評
」
的
な
観

点
か
ら
作
者
を
知
る
た
め
に
小
説
を
読
み
解
い
て
い
く
も
の
と
さ
れ
る
。

一
方
の
「
耽
読
者
」
は
「
古
い
小
説
の
世
界
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
「
耽
読
者
」
は
た
と
え
ば
小
説
を
現
実
と
混
同
す
る
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
や
小
説
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
す
る
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
の

こ
と
で
あ
り
、
前
述
の
「
無
批
判
階
級
」
に
近
い
〈
読
者
〉
な
の
で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
「
批
判
階
級
」
「
無
批
判
階
級
」
と
い
う
分
類
に
後
者
へ
の

蔑
視
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
耽
読
者
」
に
も
小
説
に
過

剰
に
耽
り
す
ぎ
て
し
ま
う
人
々
と
い
う
否
定
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
小
説
や
そ
の
登
場
人
物
と
の
間
に
距
離
を

と
っ
て
読
む
こ
と
が
よ
り
優
れ
た
読
み
方
、
読
者
の
あ
り
方
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
伊
藤
整
と
同
時
期
に
私
小
説
批
判
を
行
っ
た
中
村
光
夫
が
『
風

俗
小
説
論
』（

３
）

に
お
い
て
田
山
花
袋
の
「
蒲
団
」
に
対
し
て
行
っ
た
批
判

の
評
価
軸
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
以
下
の
「
蒲
団
」
の
と
ら
え
方
は
長
い

間
「
蒲
団
」
に
私
小
説
の
元
祖
と
い
う
評
価
を
与
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
読
む
と
誤
っ
た
読
み
取
り
と
い
う
し
か
な
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

読
み
が
受
け
入
れ
ら
れ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
の
は
、
小
説
の
読
み
方
の

わ
か
ら
な
い
〈
読
者
〉
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
指
向
が
常
に
「
批
評
家
」

「
く
ろ
う
と
の
読
者
」
の
側
に
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
蒲
団
」
を
読
ん
で
み
て
も
、
（
略
）
ま
ず
明
か
な
の
は
、
花
袋
が
感

動
し
、
模
倣
し
た
の
は
、
戯
曲
に
か
か
れ
た
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
で
あ
り
、
こ

の
戯
曲
を
書
い
た
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
フ
ォ
ケ
ラ
ァ
ト
の
孤
独
は
私
の
孤
独
の
よ
う
な
気
が
し
た
」
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
、
花
袋
は
こ
の
作
中
人
物
を
操
る
作
者
の
手
付
に
は
眼
を

と
め
ず
、
い
き
な
り
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
を
実
演
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ

の
実
演
が
そ
の
ま
ま
芝
居
に
な
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。

田
山
花
袋
を
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
戯
曲
「
寂
し
き
人
々
」
の
〈
読
者
〉
と

し
て
取
り
上
げ
、
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
自
身
と
同
一
化
す
る
彼
の
誤

っ
た
読
み
方
を
日
本
の
私
小
説
の
起
源
と
し
て
措
定
し
て
い
る
。
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評
論
だ
け
で
な
く
近
代
日
本
文
学
に
つ
い
て
の
研
究
も
見
て
お
こ
う
。

前
田
愛
『
近
代
読
者
の
成
立
』（

４
）

所
収
の
「
音
読
か
ら
黙
読
へ

―
近
代

読
者
の
成
立
」
は
読
書
形
態
・
読
者
の
変
化
と
近
代
文
学
の
表
現
の
変
化

を
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
新
旧
と
い
う
形
で
二
種
類

の
読
者
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ー
ル
・
テ
ィ
ボ
ー
デ
も
伊
藤
整
が

紹
介
し
て
い
た
『
小
説
の
美
学
』
で
「
最
初
の
小
説
と
い
ふ
べ
き
武
勲
詩
」

は
「
公
衆
の
前
で
朗
唱
す
る
作
品
」
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が

（
５
）

、
「
音

読
か
ら
黙
読
へ
」
は
そ
れ
と
同
様
の
読
書
の
形
態
が
日
本
に
も
存
在
し
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
近
代
文
学
の
成
立
と
共
に
登
場
し

た
「
他
人
を
交
え
る
こ
と
な
く
孤
独
で
作
者
と
向
か
い
合
」
う
か
の
よ
う

に
「
黙
読
」
す
る
「
近
代
読
者
」
よ
り
も
前
に
、
「
音
読
」
に
よ
る
「
読

み
手
と
聞
き
手
か
ら
な
る
共
同
的
な
読
書
の
方
式
」
が
存
在
し
た
こ
と
を

表
現
の
変
化
と
共
に
取
り
出
し
た
も
の
で
、
現
在
も
日
本
の
初
期
近
代
文

学
を
論
じ
る
上
で
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
中
で
は
現
在
は
失
わ
れ
た
「
共
同
的
な
読
書
の
方
式
」
の
存
在
が

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
か
つ
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
そ

の
「
方
式
」
が
存
在
し
た
理
由
と
し
て
「
こ
の
時
代
の
リ
テ
ラ
シ
イ
の
水

準
が
低
か
っ
た
こ
と
」
や
「
日
本
の
「
家
」
の
生
活
様
式
」
が
持
つ
「
プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ
イ
の
欠
如
」
を
挙
げ
る
な
ど
、
前
近
代
的
な
も
の
に
対
す
る

消
極
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
た
評
価
も
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
音
読
」

の
「
聞
き
手
」
の
こ
と
を
「
読
み
も
の
へ
の
関
心
と
欲
求
を
備
え
な
が
ら
、

自
主
的
に
読
書
す
る
意
欲
と
能
力
に
は
乏
し
い
読
者
で
あ
り
、
端
的
に
言

え
ば
、
ひ
と
り
で
読
み
解
く
努
力
を
惜
し
み
、
耳
か
ら
聞
い
て
娯
し
も
う

と
す
る
読
者
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
〈
読
者
〉
が

「
無
批
判
」
で
あ
る
こ
と
を
非
難
す
る
傾
向
と
同
列
の
も
の
で
あ
る
。

境
界
線
に
ま
つ
わ
る
問
題

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
読
者
の
中
か
ら
「
無
批
判
」
に
小

説
に
耽
り
す
ぎ
る
自
主
性
の
無
い
〈
読
者
〉
を
排
除
す
る
境
界
線
が
引
か

れ
て
き
た
。
そ
れ
は
同
時
に
小
説
の
中
か
ら
そ
の
よ
う
な
〈
読
者
〉
が
好

ん
で
読
む
近
代
的
な
文
学
と
は
言
い
が
た
い
〈
小
説
〉
を
排
除
す
る
境
界

線
で
も
あ
る
。
冒
頭
の
問
題
提
起
に
戻
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
〈
読
者
〉

が
評
論
・
研
究
に
携
わ
っ
た
り
ま
た
学
生
と
し
て
講
義
に
参
加
し
た
り
す

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
〈
小
説
〉
が
評
論
や
研
究
の
対
象
に
な
っ

た
り
、
講
義
で
扱
わ
れ
る
こ
と
が
現
在
越
境
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
現
在
の
状
況
も
含
め
て
、
一
見
境
界
線
を
乗
り
こ
え
て
い
る
よ

う
な
事
態
が
問
題
な
の
は
、
そ
れ
を
通
し
て
差
別
的
な
境
界
線
の
存
在
を

再
確
認
・
再
構
成
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
新
た
な
可
能
性
を
開
い
て

い
く
ふ
る
ま
い
と
し
て
越
境
を
肯
定
す
る
以
上
、
越
え
ら
れ
る
そ
の
境
界

線
は
確
実
か
つ
強
力
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
結
局
、
境
界
線
が

持
つ
差
別
性
・
排
除
性
は
温
存
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
こ
の
境
界
線
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
「
無
批

判
階
級
」
／
「
批
判
階
級
」
、
そ
し
て
「
耽
読
者
」
／
「
批
評
家
」
、
「
音

読
」
の
「
聞
き
手
」
／
「
近
代
読
者
」
と
い
う
よ
う
に
読
者
を
分
割
し
て

語
っ
て
し
ま
う
と
、
実
在
の
読
者
が
必
ず
ど
ち
ら
か
の
読
者
に
所
属
す
る
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も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
読
者

が
時
に
「
耽
読
者
」
と
し
て
「
無
批
判
」
に
読
み
、
ま
た
他
の
時
に
「
批

評
家
」
と
し
て
「
批
判
」
的
に
読
む
、
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
し
、
実
際

に
そ
う
い
う
こ
と
は
多
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
尾
崎
秀
樹
が
「
伝

説
」
を
紹
介
し
て
い
る
佐
野
学
が
〈
読
者
〉
と
し
て
『
講
談
倶
楽
部
』
に

掲
載
さ
れ
た
小
説
の
登
場
人
物
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
つ
つ
行
動
し
た
り
、

何
か
の
選
択
の
際
に
か
つ
て
読
ん
だ
小
説
の
一
場
面
を
参
照
す
る
こ
と
が

絶
対
に
な
い
と
は
言
い
が
た
い
。
つ
ま
り
、
小
説
の
読
者
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
不
断
に
読
者
の
中
に
引
か
れ
て
い
る
境
界
線
を
越
え
続
け
て
い

る
こ
と
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
小
説
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

言
え
る
。
つ
ま
り
読
者
が
ど
の
よ
う
に
読
む
か
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
境
界

線
の
間
を
行
き
来
し
て
し
ま
う
の
が
小
説
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
読
者
観
の
単
純
さ
に
つ
い
て
従
来
の
論
者
が
無

自
覚
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
尾
崎
秀
樹
は
先
程
ふ
れ
た
『
大

衆
文
学
論
』
の
中
で
「
問
題
を
読
者
に
限
定
し
て
考
え
て
も
、
教
養
の
た

め
に
読
む
も
の
と
、
娯
楽
の
た
め
に
読
む
も
の
と
が
共
存
し
、
あ
る
い
は

同
一
人
の
な
か
で
、
こ
れ
が
時
と
所
と
の
ち
が
い
で
併
存
し
て
い
る
場
合

が
あ
る
」
と
い
う
留
保
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
読
者
の
中
に
引

か
れ
た
境
界
線
の
見
直
し
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
一
人
の
中
で
の
二
種
の
読

者
の
「
併
存
」
は
「
場
合
が
あ
る
」
程
度
の
例
外
的
な
事
象
と
見
な
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
一
本
の
境
界
線
で
読
者
を
分
け
て
し
ま
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て

の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
斎
藤
美
奈
子
『
趣
味
は
読
者
』（

６
）

で
は
「
「
知
識
人
」
と
「
大
衆
」
な
ん
て
い
う
単
純
な
階
層
論
で
割
り
切

れ
る
ほ
ど
、
本
の
世
界
は
簡
単
で
は
な
い
」
と
し
て
、
特
権
化
さ
れ
た
位

置
か
ら
〈
読
者
〉
を
排
除
す
る
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
「
読
書
人
＝
多
民
族

説
」
を
提
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
偏
食
型
の
読
者
」
「
読
書
原
理
主

義
者
」
「
読
書
依
存
症
」
と
言
っ
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
行
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

読
者
を
揶
揄
的
に
解
説
し
て
い
く
。
た
だ
、
多
様
な
「
民
族
」
の
中
か
ら

「
読
書
人
の
多
数
派
を
占
め
て
い
る
」
も
の
と
し
て
取
り
出
さ
れ
て
い
る

の
は
以
下
の
よ
う
な
「
善
良
な
読
者
」
と
名
指
さ
れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

「
善
良
な
読
者
」
の
特
徴
は
「
趣
味
は
読
書
」
と
自
他
共
に
認
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

（
略
）

「
善
良
な
読
者
」
は
明
朗
で
前
向
き
だ
。
本
を
読
む
の
は
無
条
件
に
よ

い
こ
と
だ
と
信
じ
て
い
る
点
は
「
読
者
原
理
主
義
者
」
に
似
る
が
、
教

養
だ
の
古
典
だ
の
、
偉
そ
う
な
こ
と
は
い
わ
な
い
。

（
略
）

た
だ
し
、
「
善
良
な
読
者
」
の
唯
一
の
欠
点
は
、
本
の
質
や
内
容
ま

で
は
問
わ
な
い
点
だ
。「
感
動
し
ろ
」
と
言
わ
れ
れ
ば
感
動
し
、「
泣
け
」

と
い
わ
れ
れ
ば
泣
き
、
「
笑
え
」
と
言
わ
れ
れ
ば
笑
う
。

「
階
層
」
の
無
効
性
を
う
た
い
つ
つ
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
の
主
な
購
買
層
」
で
あ
る
「
善
良
な
読
者
」
が
持
つ
と
さ
れ

て
い
る
楽
天
性
や
批
評
性
の
欠
如
の
し
か
た
は
、
前
に
ふ
れ
た
「
無
批
判
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階
級
」
の
像
と
重
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
「
レ
ポ
ー
タ
ー
の
私
も

「
善
良
」
で
は
な
い
」
と
、
〈
読
者
〉
に
対
し
て
自
ら
を
境
界
線
の
向
う

側
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
は
こ
れ
ま
で
の
論
者
た
ち
と
共
通
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

も
っ
と
も
引
用
の
後
の
箇
所
に
は
、
「
善
良
な
読
者
」
に
と
っ
て
読
書

は
「
そ
の
場
限
り
の
楽
し
い
娯
楽
」
「
あ
く
ま
で
趣
味
」
に
す
ぎ
な
い
と

言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
「
宮
本
武
蔵
」
を
「
人
世
開
眼
の
啓

蒙
書
」
と
見
な
す
読
者
像
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
た
だ
単
行
本
『
趣
味
は

読
書
』
の
最
初
の
章
が
「
読
書
の
王
道
は
現
代
の
古
老
が
語
る
「
あ
り
が

た
い
人
生
訓
」
で
あ
る
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
善
良
な
読
者
」

は
本
に
よ
っ
て
「
開
眼
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
人
々
と
し
て
も
描
か

れ
て
い
る
。
「
善
良
な
読
者
」
は
「
自
ら
の
意
識
を
根
底
か
ら
覆
す
よ
う

な
本
」
は
読
み
た
が
ら
な
い
と
し
て
も
、
「
自
ら
の
意
識
」
が
届
く
範
囲

内
で
の
「
人
生
訓
」
は
求
め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

多
く
の
論
者
が
読
者
を
問
題
に
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
自
分
（
た
ち
）

と
異
な
る
〈
読
者
〉
と
の
間
に
境
界
線
を
引
く
と
い
う
陥
穽
に
お
ち
い
っ

て
し
ま
う
。
冒
頭
に
述
べ
た
小
説
を
含
め
た
様
々
な
現
代
の
文
化
状
況
の

と
ら
え
方
も
含
め
て
、
境
界
線
を
引
く
こ
と
自
体
に
問
題
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
階
級
」
「
階
層
」
と
言
お
う
と
「
民
族
」
に
た
と
え
よ
う

と
線
を
引
い
た
と
た
ん
に
そ
こ
に
優
劣
が
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
境
界
線
は
引
か
れ
始
め
た
の
か
。
そ
の
起
源
を
明

確
に
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
近
代
初
頭
に
起

っ
た
あ
る
論
争
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

境
界
線
の
〈
発
生
〉

一

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
発
表
さ
れ
た
矢
野
龍
渓
の
「
浮
城
物
語
」

を
め
ぐ
る
論
争
で
は
小
説
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
の
差

異
が
対
立
の
軸
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が

（
７
）

、
読
者
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
る
か
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
の
対
立
点
に
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
二
つ
の
対
立
点
は
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
矢
野
龍

渓
は
「
野
史
小
説
の
要
は
人
を
悦
は
し
む
る
に
在
り
」（

８
）

「
読
者
に
娯
楽

を
与
ふ
る
は
小
説
の
正
産
物
な
り
」（

９
）

と
い
う
小
説
観
を
表
明
し
て
い
る

が
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
読
者
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
ひ
き
お
こ
せ
る
か
、

読
者
を
動
か
せ
る
か
否
か
が
小
説
評
価
の
基
準
に
な
る
。
つ
ま
り
「
小
説

の
優
劣
を
鑑
定
す
る
者
は
世
上
の
読
者
な
り
」（10

）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
「
浮
城
物
語
」
の
批
判
者
た
ち
は
「
時
人
に
嗜
好
せ
ら
る
ゝ
も
の

必
ず
し
も
好
著
に
あ
ら
ず
」（11

）

、
「
「
浮
城
物
語
」
は
少
く
も
不
活
眼
社
会

を
驚
か
し
た
る
な
ら
ん
」（12

）

と
い
う
言
い
方
で
「
浮
城
物
語
」
を
読
ん
で

喜
ん
で
い
る
者
た
ち
を
正
し
く
小
説
を
評
価
で
き
な
い
〈
読
者
〉
と
決
め

つ
け
て
い
る
。
彼
ら
は
〈
読
者
〉
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
小
説
を

「
一
時
消
滅
の
文
字
」（13

）

、
「
角
兵
衛
獅
子
或
は
豆
蔵
の
芸
と
一
般
に
し

て
何
ぞ
文
学
界
に
重
き
を
置
く
を
得
」（14

）

る
こ
と
の
な
い
も
の
と
否
定
す

る
。
読
者
観
を
め
ぐ
っ
て
は
、
直
接
矢
野
龍
渓
を
批
判
す
る
次
の
よ
う
な

言
葉
さ
え
あ
る
。
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唯
君
が
小
説
の
優
劣
を
判
定
す
る
は
世
間
の
読
者
に
あ
り
と
云
ふ
に
到

つ
て
は
君
の
為
に
最
も
惜
ま
ざ
る
を
得
ず
。
一
度
君
地
方
に
出
で
て
世

間
の
読
者
の
如
何
な
る
か
を
観
察
す
れ
ば
最
大
（
此
大
は
君
が
大
に
あ

こ
の

ら
ず
）
な
る
小
説
は
世
眼
よ
り
超
出
し
た
れ
ば
到
底
俗
に
容
れ
ら
れ
ざ

る
を
悟
ら
ん
。（15

）

こ
の
よ
う
に
「
世
間
の
読
者
」
の
現
状
に
照
ら
し
た
批
判
、
ま
た
は
「
世

間
の
読
者
」
に
対
す
る
不
信
が
表
明
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
論
争
の
中
で

は
も
う
一
種
類
の
読
者
が
登
場
し
て
い
る
。

二
主
人
公
が
蓋
世
の
智
勇
を
有
し
、
能
く
人
に
将
た
る
の
器
能
あ
る
は

吾
人
之
を
知
る
、
然
れ
ど
も
其
智
勇
其
器
能
は
果
し
て
何
処
よ
り
胚
胎

し
来
れ
る
や
、
彼
等
は
何
処
に
て
如
何
な
る
教
育
を
受
け
し
や
、
彼
等

は
如
何
な
る
履
歴
を
有
し
て
如
何
な
る
人
の
手
に
成
長
せ
し
や
、
思
ふ

に
読
者
の
先
づ
第
一
に
知
ら
ん
と
欲
す
る
は
此
点
な
る
べ
し

（16

）

「
浮
城
物
語
」
の
二
人
の
登
場
人
物
作
良
義
文
と
立
花
勝
武
は
理
想
的

指
導
者
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
人
格
形

成
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
読
者
」

が
知
り
た
い
と
思
う
の
は
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
傑
物
に
な
っ
た
来
歴
で
あ

る
、
と
石
橋
忍
月
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
「
読
者
」
は

矢
野
龍
渓
の
よ
う
な
小
説
観
・
読
者
観
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
「
人

間
生
活
を
写
す
を
以
つ
て
目
的
と
な
さ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
人
と
運
命
と
の

間
を
規
定
す
る
天
然
の
法
則
を
出
さ
ゞ
る
可
か
ら
ず
」（17

）

、
「
小
説
は
人

間
の
運
命
を
示
す
も
の
な
り
、
人
間
の
性
情
を
分
析
し
て
示
す
も
の
な
り
」

（18

）

と
い
う
小
説
観
を
「
浮
城
物
語
」
の
批
判
者
と
共
有
す
る
「
読
者
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

読
者
の
現
状
へ
の
無
知
を
批
判
さ
れ
て
い
る
矢
野
龍
渓
も
、
別
に
読
者

を
一
面
的
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
小
説
の
「
愛
読
者
の

種
類
」
と
し
て
男
性
と
女
性
、
そ
れ
に
「
少
年
」（
子
ど
も
）
と
「
壮
年
」

（
大
人
）
と
い
う
分
類
軸
を
立
て
て
読
者
を
四
つ
に
分
け
て
い
る

（19

）

。

小
説
読
者
の
多
数
を
占
め
る
女
性
や
子
ど
も
は
「
皆
な
之
れ
濃
情
の
人
な

の
う
ぜ
う

り
、
故
に
人
情
を
穿
つ
極
め
て
繊
巧
な
る
種
類
が
小
説
界
に
於
て
多
く
勝

う
が

せ
ん
こ
う

利
を
得
る
も
理
勢
の
然
か
ら
し
む
る
所
、
作
家
が
人
の
好
み
に
投
ず
る
亦

り

せ

い

た
人
情
物
に

赴

く
所
以
な
る
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
当
時
よ
く
読
ま

お
も
む

れ
て
い
た
小
説
の
現
状
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
繊
巧
」
な
「
人
情
小
説
」
が
流
行
し
て
い
る
と
い
う
見

せ
ん
こ
う

方
は
、
単
行
本
『

浮
城
物
語
』
の
跋
文
、
た
と
え
ば
徳
富
蘇
峰
（
「
近

報
知

異
聞

時
文
学
愈
ゝ
細
と
な
り
、
繊
と
な
り
」
）
や
中
江
兆
民
（
「
近
日
の
作
者
が

専
ら
里
巷
男
女
愛
慕
悦
し
綢
繆
纏
綿
の
状
を
摸
写
す
る
」
）
た
ち
が
寄
せ

た
も
の
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る

（20

）

。
彼
ら
は
当
世
流
行
の
小
説
に
対
比

し
た
「
浮
城
物
語
」
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
評
価
す
る
わ
け
だ
し
、
矢

野
龍
渓
自
身
も
「
浮
城
物
語
」
を
「
世
間
の
小
説
と
は
全
く
方
角
違
ひ
」

の
も
の
と
呼
ん
で
い
る

（21

）

。
当
然
読
者
層
も
違
っ
た
傾
向
、
つ
ま
り
「
小

説
界
最
多
数
の
愛
読
者
た
る
女
子
に
は
稍
や
不
向
き
に
し
て
其
境
を
専
ら

男
子
の
み
に
限
れ
り
」
と
い
う
偏
り
を
持
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
「
人
情
小
説
」
を
読
む
読
者
と
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
読
者

と
が
境
界
線
で
分
た
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
た
だ
そ
の
間
に
優
劣
の
差
を

与
え
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
ど
ち
ら
の
小
説
も
読
む
読

者
と
し
て
、
大
人
の
女
性
と
子
ど
も
の
男
性
を
数
え
て
い
る
わ
け
な
の
で
、

境
界
線
を
越
え
が
た
い
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の

点
で
は
「
浮
城
物
語
」
を
「
人
情
小
説
」
の
限
界
を
破
る
も
の
と
し
て
評

価
し
て
い
る
序
跋
の
筆
者
た
ち
よ
り
も
柔
軟
な
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

も
っ
と
も
当
時
の
日
本
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
状
況
に
照
ら
し
て
考
え
れ

ば
、
漢
文
書
き
下
し
に
近
い
文
体
で
書
か
れ
た
「
浮
城
物
語
」
の
読
者
が

実
際
に
は
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
だ
か

ら
「
地
方
」
に
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
「
世
間
の
読
者
」
が
読
む
こ
と
は

そ
も
そ
も
想
定
し
て
い
な
い
と
す
ら
言
え
る
。
た
だ
、
た
と
え
ば
「
作
良

は
年
歯
三
十
内
外
な
る
へ
く
立
花
は
二
十
六
七
な
ら
ん
。
二
人
与
に
旅
行

と
し
ご
ろ

た

び

前
の
服
装
に
て
未
た
汚

染
せ
さ
る
新
調
の
縞
羅
紗
の
「
セ
ビ
ロ
」
を
付

み

な

り

あ
か
じ
み
ぬ

し
ん
で
き

け
た
り
」
の
よ
う
に
意
味
の
近
い
和
語
の
ル
ビ
を
付
す
こ
と
で
、
小
説
を

読
み
進
め
な
が
ら
難
し
い
漢
語
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
配
慮

（
こ
の
ル
ビ
の
使
い
方
自
体
は
「
浮
城
物
語
」
の
独
創
で
は
な
い
）
が
「
浮

城
物
語
」
に
は
見
ら
れ
る
。
い
わ
ば
小
説
自
体
が
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
の
低

い
読
者
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
小
説
の
傾
向
と
読
者
と
の
関
連
に
関
す
る
分
析

に
対
し
て
批
判
者
た
ち
は
特
に
反
応
し
て
い
な
い
。
矢
野
龍
渓
が
考
え
て

い
た
の
は
い
わ
ば
消
費
者
と
し
て
の
読
者
、
ま
た
は
啓
蒙
の
対
象
と
し
て

の
読
者
の
問
題
で
あ
り
、
同
じ
問
題
意
識
を
彼
ら
は
共
有
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
芸
術
と
し
て
の
小
説
を
理
解
で
き
な
い
「
不
活
眼
」
な

「
世
眼
」
を
信
用
せ
ず
、
さ
ら
に
は
〈
読
者
〉
が
変
化
し
て
い
く
契
機
を

小
説
自
体
に
見
出
す
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
彼
ら
の
〈
読
者
〉
に
対
す
る

否
定
や
不
信
を
繰
り
返
す
ば
か
り
の
頑
な
さ
に
は
、
彼
ら
が
包
含
す
る
小

説
観
・
文
学
観
・
芸
術
観
が
関
わ
っ
て
い
る
。

境
界
線
の
〈
発
生
〉

二

矢
野
龍
渓
の
批
判
者
た
ち
は
、
坪
内
逍
遙
「
小
説
神
髄
」
の
小
説
論
に

基
づ
い
て
「
浮
城
物
語
」
を
批
判
し
た
と
従
来
見
な
さ
れ
て
き
た

（22

）

。

確
か
に
「
小
説
神
髄
」（23

）

の
「
緒
言
」
で
は
「
活
眼
な
き
四
方
の
読
者
」

が
近
年
の
小
説
を
囲
む
状
況
、
す
な
わ
ち
「
小
説
と
い
ひ
稗
史
と
だ
に
い

せ
う
せ
つ

は

い

し

へ
ば
い
か
な
る
拙
劣
き
物

語
に
て
も
い
か
な
る
鄙
俚
げ
な
る
情
史
に
て

お

さ

な

も
の
が
た
り

い

や

し

じ
よ
う
し

も
翻

案
に
て
も
翻
訳
に
て
も
翻
刻
に
て
も
新
著
に
て
も
玉

石
を
問
は
ず

や
き
な
ほ
し

ほ
ん
や
く

ほ
ん
こ
く

し
ん
ち
よ

ぎ
よ
く
せ
き

と

優
劣
を
選
ば
ず
み
な
お
な
じ
さ
ま
に
も
て
は
や
さ
れ
世
に
行
な
は
る
ゝ
」

ゆ
う
れ
つ

え
ら

よ

お
こ

現
状
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
誤
っ
た
「
読

者
」
、
す
な
わ
ち
「
ひ
た
す
ら
殺
伐
惨
酷
な
る
若
く
は

頗

る
猥
褻
な
る

さ
つ
ば
つ
ざ
ん
こ
く

も
し

す
こ
ぶ

わ
い
せ
つ

物

語
を
の
み
め
で
よ
ろ
こ
」
ぶ
読
者
に
迎
合
す
る
作
者
を
啓
蒙
す
る
こ

も
の
が
た
り

と
が
「
小
説
神
髄
」
の
目
的
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
石
橋
忍
月
や
不
知
庵
を
坪
内
逍
遙
の
継
承
者
と
見
な
す
見
方
は

全
く
の
的
外
れ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
る

彼
ら
は
「
小
説
神
髄
」
が
持
っ
て
い
る
、
時
に
混
乱
に
さ
え
見
え
る
多
様

性
・
可
能
性
を
整
理
し
単
純
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
彼
ら
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の
先
行
者
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
次
の
よ
う
な
芸
術
に
関
す
る
見
方
で
あ

る
。第

二

凡
ソ
吾
人
ノ
心
意
ヲ
愉
悦
セ
シ
ム
ル
事
物
ヲ
以
テ
所
謂
美
術
ノ

善
美
ト
ナ
ス
ヘ
シ
ト
ナ
ス
モ
ノ
モ
亦
少
カ
ラ
ス
是
説
ヲ
信
ス
ル
モ
ノ
ハ

一
画
ヲ
展
覧
セ
ン
ニ
偶
々
心
意
ヲ
愉
悦
ス
レ
ハ
則
チ
以
テ
善
良
精
美
ト

ナ
サ
ン
果
シ
テ
然
ラ
ハ
美
術
ト
ハ
吾
人
ノ
目
ヲ
恰
ハ
シ
意
ヲ
慰
ム
ル
一

種
ノ
翫
具
ナ
リ
ト
云
ハ
ン
ト
ス
是
レ
亦
甚
タ
誤
レ
リ
蓋
シ
愉
悦
ハ
毫
モ

美
術
ノ
解
疏
ニ
関
預
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス

こ
れ
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
「
美
術
真
説
」（24

）

で
「
美
術
」
、
現
在
で
言
え

ば
芸
術
に
関
す
る
従
来
の
定
義
を
吟
味
し
て
い
る
箇
所
の
一
部
で
あ
る
。

享
受
者
の
「
愉
悦
」
を
呼
び
起
こ
す
も
の
を
芸
術
と
す
る
立
場
に
対
し
て
、

そ
れ
は
芸
術
で
あ
る
か
否
か
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
ま
た
芸
術
を
「
一
種

ノ
翫
具
」
に
貶
め
る
立
場
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
に
紹
介
し
た

小
説
を
「
角
兵
衛
獅
子
或
は
豆
蔵
の
芸
」
と
混
同
す
る
な
か
れ
、
と
い
う

矢
野
龍
渓
を
批
判
す
る
主
張
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
玩
具
や
見

世
物
の
よ
う
な
娯
楽
と
し
て
し
か
芸
術
や
小
説
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
享

受
者
・
〈
読
者
〉
へ
の
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
浮
城
物
語
」
に
魅
了

さ
れ
る
読
者
た
ち
は
「
心
意
ヲ
愉
悦
」
さ
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
「
美
術
」
を
正
し
く
享
受
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

実
は
先
程
の
「
美
術
真
説
」
引
用
部
の
後
の
箇
所
で
は
享
受
者
の
反
応
か

ら
芸
術
を
論
じ
て
い
る
。

美
術
ノ
逸
品
傑
作
ハ
吾
人
ノ
精
神
ヲ
吸
収
シ
心
目
ヲ
奪
フ
ノ
力
ア
ル
ハ

復
タ
疑
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
諸
君
若
シ
優
逸
ノ
画
ヲ
熱
視
セ
ハ
或
ハ
恍

惚
ト
シ
テ
塵
寰
ノ
外
ニ
逍
遙
ス
ル
ノ
想
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
此
ノ
如
キ
モ
ノ
ハ

心
ニ
欲
シ
テ
然
ル
ニ
ア
ラ
ス
亦
理
ニ
由
テ
然
ル
ニ
ア
ラ
ス
唯
其
物
件
ノ

為
ニ
自
然
血
脈
動
盪
シ
精
神
飛
動
ス
ル
カ
故
ノ
ミ
（
略
）
妙
想
ノ
存
ス

ル
ト
否
ト
ハ
美
術
ト
非
美
術
ト
ヲ
区
別
ス
ル
ノ
標
的
ナ
ル
ヲ
了
知
ス
ル

ニ
足
ル
ヘ
シ

「
美
術
」
の
「
傑
作
」
に
よ
っ
て
享
受
者
の
中
に
惹
起
さ
れ
る
反
応
、

ま
た
は
そ
れ
を
生
み
出
す
源
で
あ
る
「
妙
想
」
が
、
芸
術
と
芸
術
な
ら
ざ

る
も
の
を
分
つ
境
界
線
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
愉
悦
」
を
受

け
る
だ
け
の
享
受
者
と
、「
愉
悦
」
だ
け
で
は
飽
き
た
ら
ず
「
精
神
飛
動
」

を
求
め
体
験
で
き
る
享
受
者
を
分
つ
境
界
線
と
い
う
発
想
へ
と
向
う
の
は

さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
そ
の
よ
う
に
読
者
を
差
別
的
に
二

分
す
る
発
想
が
今
も
続
い
て
い
る
の
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
美
術
真
説
」
に
つ
い
て
は
芸
術
論
と
し
て
と
り
た
て
て
新
し
い
と
こ
ろ

の
な
い
常
識
的
な
も
の
と
す
る
見
方
が
現
在
で
は
定
着
し
て
い
る
が
、
そ

の
論
の
平
凡
さ
・
図
式
性
ゆ
え
に
そ
の
後
の
模
倣
者
（
や
さ
ら
に
ま
た
そ

の
模
倣
者
）
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
周
知
の
と
お
り

「
小
説
神
髄
」
は
冒
頭
で
「
美
術
真
説
」
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
批
判
す
る

と
こ
ろ
か
ら
小
説
の
「
美
術
」
た
る
ゆ
え
ん
へ
と
論
を
進
め
て
い
る
。
他
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の
箇
所
で
は
「
美
術
真
説
」
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
小
説
の
「
美
術
」
た
り

得
な
い
部
分
に
ま
で
論
を
広
げ
て
も
い
る
の
だ
が
、
主
に
後
発
者
に
受
け

継
が
れ
た
の
は
小
説
を
芸
術
と
し
て
位
置
づ
け
た
部
分
だ
っ
た
。
「
小
説

は
美
術
的
の
文
字
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
」（25

）

、
「
小
説
は
人
生
の
真
理
を

詩
学
的
に
示
す
も
の
」（26

）

、
こ
の
見
方
が
「
美
術
的
の
文
字
」
「
人
生
の

真
理
」
に
興
味
を
示
さ
な
い
〈
読
者
〉
を
一
切
排
除
し
た
狭
隘
な
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
小
説
・
文
学
を
囲
い
こ
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

境
界
線
か
ら
の
復
讐

あ
ら
た
め
て
「
浮
城
物
語
」
が
持
っ
て
い
た
意
味
を
時
代
の
文
脈
か
ら

確
認
し
て
お
こ
う
。

近
代
の
初
頭
つ
ま
り
明
治
前
半
期
、
欧
米
に
な
ら
う
形
で
、
現
在
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
・
教
育
と
呼
ば
れ
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
の
共

犯
関
係
の
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
際
、
三
者
間
の
相
互
の
批
評

関
係
も
含
め
た
役
割
分
担
を
自
明
化
さ
せ
る
言
説
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

っ
た

（27

）

。
そ
の
中
で
自
ら
の
正
当
性
を
確
立
す
る
た
め
に
も
う
一
つ
行

わ
れ
た
の
は
、
上
記
三
者
の
中
に
包
含
さ
れ
な
い
領
域
と
の
間
に
境
界
線

を
引
く
こ
と
だ
っ
た
。
一
つ
の
境
界
線
は
制
度
の
作
り
手
と
し
て
依
存
す

る
と
同
時
に
批
判
の
対
象
で
あ
る
〈
政
府
〉
と
の
間
に
引
か
れ
た
。
そ
し

て
も
う
一
本
の
境
界
線
が
本
論
で
問
題
に
し
て
き
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
・
教
育
の
担
い
手
た
ち
と
〈
読
者
〉
を
は
じ
め
と
す
る
芸

術
を
理
解
で
き
な
い
享
受
者
た
ち
と
の
間
に
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。

「
浮
城
物
語
」
論
争
も
ま
た
「
美
術
」
と
し
て
の
「
文
学
」
に
か
か
わ

る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
確
立
す
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
文
学
」
を
め
ぐ
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
教
育
の
領
域
の
確
立
と
連
動
す

る
も
の
と
し
て
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
「
浮
城
物
語
」
に
は
次
の
よ
う
な
評
価
も
あ
る
。

し
か
し
、
『
浮
城
物
語
』
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
み
で
終
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
は
、
日
本
古
典
Ｓ
Ｆ
界
に
と
っ
て
損
失
よ
り
も
、
利
益
を
与
え
た

と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
物
語
が
挫
折
し
て
し
ま

っ
た
た
め
に
、
続
篇
を
待
ち
わ
び
て
い
た
ひ
と
り
の
少
年
が
、
後
に
自

ら
『
浮
城
物
語
』
を
は
る
か
に
上
回
る
軍
事
冒
険
小
説
を
発
表
し
た
か

ら
だ
。
こ
れ
が
、
今
や
〝
日
本
Ｓ
Ｆ
界
の
祖
〟
と
呼
ば
れ
る
押
川
春
浪

で
あ
り
、
『
海
底
軍
艦
』
六
部
作
だ
。
（
略
）
『
浮
城
物
語
』
が
な
け
れ

ば
、
日
本
Ｓ
Ｆ
界
に
春
浪
の
名
は
登
場
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の

だ
。
と
、
す
れ
ば
架
空
戦
争
小
説
の
先
駆
と
い
う
以
上
に
、
日
本
Ｓ
Ｆ

界
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
り
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な

い
。（28

）

こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
日
本
Ｓ
Ｆ
界
」
に
お
け
る
矢
野
龍
渓
―
押

川
春
浪
と
い
う
系
譜
を
さ
ら
に
延
長
し
て
い
け
ば
、
た
と
え
ば
海
野
十
三

―
手
塚
治
虫
―
藤
子
不
二
雄
と
い
う
よ
う
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
し
、
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
現
在
の
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
い

っ
た
表
現
に
も
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
浮
城
物
語
」
自
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体
、
最
近
日
本
近
代
文
学
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い

る
が
、
そ
れ
以
上
に
「
浮
城
物
語
」
の
後
継
者
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
も
の
た
ち
が
研
究
の
み
な
ら
ず
評
論
を
含
め
た
文
学
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
や
教
育
の
分
野
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
今
か
ら
百
年
以
上
前
に
引
か
れ
た
境
界
線
が
未
だ
に
継
続
し
、

そ
れ
は
「
越
境
」
さ
れ
な
が
ら
今
な
お
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
し
そ
れ
ら
の
分
野
が
こ
の
「
越
境
」
に
対
し
て
と
ま
ど
い
不
安
を

感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
か
つ
て
自
ら
が
引
い
た
境
界

線
に
よ
っ
て
復
讐
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。

注（
１
）

勁
草
書
房
、
一
九
六
五
年
。
引
用
は
講
談
社
文
芸
文
庫
（
二
〇
〇
一

年
）
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
様
。

（
２
）

河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
。
引
用
は
岩
波
文
庫
（
二
〇
〇
六
年
）
に

よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
様
。

（
３
）

河
出
書
房
、
一
九
五
〇
年
。
引
用
は
新
潮
文
庫
（
一
九
五
八
年
）
に

よ
る
。

（
４
）

有
精
堂
、
一
九
七
三
年
。
引
用
は
岩
波
現
代
文
庫
（
二
〇
〇
一
年
）

に
よ
る
。

（
５
）

引
用
は
生
島
遼
一
訳
（
白
水
社
、
一
九
四
〇
年
）
に
よ
る
。

（
６
）

平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
７
）

詳
し
く
は
拙
稿
「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説

―
幸

田
露
伴
と
「
浮
城
物
語
」
論
争

―
」
『
近
畿
大
学
日
本
語
・
日
本
文

学
』
第
６
号
（
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
８
）

単
行
本
『

浮
城
物
語
』.

（
報
知
社
、
一
八
九
〇
年
）
の
矢
野
龍
渓

報
知

異
聞

に
よ
る
「
自
序
」
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓
集
』（
筑

15

摩
書
房
、
一
九
七
○
年
）
に
よ
る
。

（
９
）

「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
九
〇
年
六
月
二

十
八
日
～
七
月
一
日
。
引
用
は
『
矢
野
龍
渓
集
』
（
前
出
）
に
よ
る
。

（

）

「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
（
前
出
）
。

10
（

）

石
橋
忍
月
「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
『
国
民
之
友
』
七
十
八

11

号
、
一
八
九
〇
年
四
月
三
日
。
引
用
は
『
矢
野
龍
渓
集
』
（
前
出
）
に

よ
る
。

（

）

不
知
庵
主
人
（
内
田
魯
庵
）
「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
『
国
民
新
聞
』

12

一
八
九
〇
年
五
月
八
日
、
十
六
日
、
二
十
三
日
。
引
用
は
『
矢
野
龍

渓
集
』
（
前
出
）
に
よ
る
。

（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
（
前
出
）
。

13
（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
（
前
出
）

14
（

）

不
知
庵
主
人
（
内
田
魯
庵
）
「
龍
渓
居
士
に
質
す
」
『
国
民
新
聞
』
一

15

八
九
〇
年
七
月
十
五
日
～
十
六
日
。
引
用
は
『
矢
野
龍
渓
集
』（
前
出
）

に
よ
る
。

（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
（
前
出
）
。

16
（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
（
前
出
）
。

17
（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
（
前
出
）
。

18
（

）

「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
（
前
出
）
。

19
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（

）

引
用
は
『
矢
野
龍
渓
集
』
（
前
出
）
に
よ
る
。

20
（

）

「
浮
城
物
語
立
案
の
始
末
」
（
前
出
）
。
こ
の
後
の
引
用
も
同
じ
。

21
（

）

た
と
え
ば
千
葉
眞
郎
『
石
橋
忍
月
研
究

―
評
伝
と
考
証

―
』
（
八

22

木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（

）

松
月
堂
、
一
八
八
五
～
一
八
八
六
年
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

23

16

坪
内
逍
遙
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
に
よ
る
。

（

）

龍
池
会
、
一
八
八
二
年
。
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

明
治
芸
術

24

79

・
文
学
論
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
）
に
よ
る
。

（

）

「
報
知
異
聞
（
矢
野
龍
渓
氏
著
）
」
（
前
出
）
。

25
（

）

「
「
浮
城
物
語
」
を
読
む
」
（
前
出
）
。

26
（

）

詳
し
く
は
拙
稿
「
日
本
を
論
じ
る
こ
と
は
ど
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
る

27

の
か

―
「
内
部
」
の
自
明
化
と
「
普
遍
」
的
な
も
の

―
」
『
国
語

国
文
研
究
』
一
二
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

（

）

横
田
順
彌
『
日
本
Ｓ
Ｆ
こ
て
ん
古
典

』
早
川
書
房
、
一
九
八
〇
年
。

28

〔１〕

引
用
は
集
英
社
文
庫
（
一
九
八
四
年
）
に
よ
る
。


