
は
じ
め
に

村
山
槐
多
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
そ
の
絵
画
と
詩
と
に
研
究
の
重
点

が
置
か
れ
、
両
者
間
の
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
考
察
が
主
に
為
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
反
面
、
槐
多
の
小
説
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
エ
ド
ガ
ー
・
ア

ラ
ン
・
ポ
ー
の
影
響
を
留
め
た
、
探
偵
小
説
・
怪
奇
小
説
の
実
験
作
と

し
て
扱
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
槐
多
の
絵
画
や
詩
、
お
よ
び
同
時
代

の
様
々
の
文
脈
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と

は
言
い
が
た
い
。

本
稿
で
は
、
槐
多
の
小
説
「
悪
魔
の
舌
」（『
武
侠
世
界
』
四
巻
九
号
、

一
九
一
五
年
九
月
）
を
中
心
に
、
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
槐
多
小
説

の
独
自
性
の
在
り
か
を
探
り
た
い
。

「
悪
魔
の
舌
」
は
、
悪
食
に
よ
っ
て
一
面
に
針
の
生
え
た
長
い
舌
を

得
た
詩
人
・
金
子
鋭
吉
が
、
人
肉
を
食
す
る
に
至
り
、
遂
に
は
自
殺
す

る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
手
記
形
式
で
描
か
れ
、
そ
の
手
記
を
金
子
の

友
人
で
あ
る
語
り
手
・
「
自
分
」
が
発
見
・
披
歴
す
る
と
い
う
構
造
の

小
説
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
Ｓ
Ｆ
、
ミ
ス
テ
リ
、
怪
奇
小
説
、
怪
談
、
そ

し
て
探
偵
小
説
等
、
多
岐
に
わ
た
る
ジ
ャ
ン
ル
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
一

篇
と
し
て
繰
り
返
し
様
々
の
書
籍
に
収
め
ら
れ
て
き
た
。

同
テ
ク
ス
ト
の
初
期
の
評
価
者
と
し
て
は
江
戸
川
乱
歩
が
挙
げ
ら
れ

る
。
乱
歩
は
「
悪
魔
の
舌
」
に
つ
い
て
「
従
来
の
読
み
物
と
は
全
く
違

っ
た
、
ギ
ラ
ギ
ラ
と
五
彩
に
輝
く
魅
力
を
も
っ
て
、
私
を
う
っ
た
」

「
奥
の
方
に
は
、
ポ
オ
の
犀
利
な
黒
い
瞳
が
光
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
少
な
く
と
も
「
悪
魔
の
舌
」
は
理
知
の
恐
怖
を
見
逃
し
て
は
い
な

か
っ
た
」
と
し
、
探
偵
小
説
と
し
て
の
高
評
価
を
与
え
る
と
共
に
ポ
ー

の
影
響
と
色
彩
の
印
象
の
強
さ
を
指
摘
し
て
い
る1

。
こ
の
乱
歩
の
論
は

近
年
の
先
行
論
に
至
る
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
同
作
品
の
イ
メ

ー
ジ
形
成
に
強
く
か
か
わ
っ
て
い
く2

。
そ
れ
に
対
し
鈴
木
貞
美
は
同
テ

ク
ス
ト
の
成
立
の
前
提
を
〈
都
会
〉
と
い
う
場
に
求
め
、
ま
た
そ
の
時

代
背
景
と
し
て
一
九
二
〇
年
前
後
の
佐
藤
春
夫
・
芥
川
龍
之
介
・
谷
崎
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槐
多
の
「
悪
魔
」
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九
一
〇
年
代
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京
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介



潤
一
郎
ら
が
探
偵
小
説
を
著
し
た
時
期
に
先
ん
ず
る
「
ア
ー
リ
ー
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
時
代
」
に
お
け
る
「
大
正
期
の
探
偵
小
説
の
季
節
の
産
物
」

と
位
置
づ
け
た
上
で
、「
怪
奇
幻
想
小
説
な
ど
と
言
い
換
え
て
し
ま
う

と
、
時
代
性
が
消
え
失
せ
て
し
ま
う
」
と
指
摘
す
る3

。
鈴
木
の
指
摘
以

降
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
同
性
愛
的
描
写
の
分
析
や4

、
乱
歩
テ
ク
ス
ト

へ
の
影
響
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
比
較
分
析
な
ど5

、
様
々
の
論
及
が
為

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
テ
ク
ス
ト
の
物
語
内
容
に
寄
り
添
っ
た
分
析
は

少
な
く
、
ま
た
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
影
響
に
関
し
て
は
言
及
が
あ

る
も
の
の
、
具
体
的
な
検
討
は
未
済
の
状
況
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
以
下
本
稿
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
題
名

に
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
「
悪
魔
」
に
つ
い
て
着
目
し
、
検
討
を
行
い

た
い
。
テ
ク
ス
ト
内
で
多
用
さ
れ
る
「
悪
魔
」
の
表
象
は
様
々
な
イ
メ

ー
ジ
の
交
錯
し
た
特
殊
な
様
相
を
呈
す
る
。
槐
多
の
絵
画
お
よ
び
詩
と

の
連
関
や
、
同
時
代
の
所
謂
悪
魔
主
義
の
潮
流
と
の
相
関
関
係
、
ポ
ー

の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
影
響
、
お
よ
び
テ
ク
ス
ト
の
舞
台
と
し
て
設
定
さ

れ
た
東
京
と
い
う
都
市
と
の
関
連
に
も
注
目
し
つ
つ
、
槐
多
の
「
悪
魔
」

表
象
が
同
時
代
の
日
本
の
文
脈
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
色
彩
の
中
の
「
悪
魔
」

本
節
で
は
、
手
始
め
に
「
悪
魔
の
舌
」
に
お
け
る
「
悪
魔
」
の
、
そ

の
造
形
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

ま
ず
、
語
り
手
で
あ
る
「
自
分
」
に
犯
罪
の
告
白
を
行
う
詩
人
・
金

子
に
よ
る
手
記
の
部
分
で
「
悪
魔
」
と
見
做
さ
れ
る
も
の
が
、
い
か
に

表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
。
母
の
死
に
よ
っ
て
「
神
経
衰

弱
」
と
「
小
さ
い
時
の
脊
椎
の
病
」
が
再
発
し
た
金
子
は
、
鎌
倉
で
の

転
地
療
養
を
行
う
中
で
、
鏡
の
中
に
「
悪
魔
」
の
姿
を
見
出
す
。

俺
の
舌
は
実
に
長
い
。
恐
ら
く
三
寸
五
分
も
あ
ら
う
と
云
ふ
の
だ
。

全
体
い
つ
の
間
に
こ
ん
な
に
延
び
た
の
か
知
ら
、
そ
し
て
又
何
と

云
ふ
恐
ろ
し
い
形
を
し
た
舌
で
あ
ら
う
。
俺
の
舌
は
こ
ん
な
舌
で

あ
つ
た
か
。
否
々
決
し
て
此
ん
な
舌
で
は
な
い
。
が
鏡
を
取
つ
て

よ
く
見
る
と
、
や
は
り
紫
と
錦
と
の
鋭
い
疣
が
一
面
に
ぐ
り
ぐ
り

生
え
た
大
き
な
肉
片
が
唾
液
に
だ
ら

く
滑
り
な
が
ら
唇
か
ら
突

き
出
し
て
居
る
。
し
か
も
尚
よ
く
見
る
と
、
驚
く
べ
き
哉
、
疣
と

見
た
の
は
針
で
あ
る
。
舌
一
面
に
猫
の
そ
れ
の
如
く
針
が
生
え
て

居
る
の
で
あ
つ
た
。
指
を
触
れ
て
見
れ
ば
其
は
ひ
り

く
す
る
ば

か
り
固
い
針
だ
。
か
ゝ
る
奇
怪
な
事
実
が
ま
た
世
に
あ
ら
う
か
。

俺
は
ま
た
以
上
に
驚
愕
し
た
事
は
鏡
の
中
央
に
真
紅
な
悪
魔
の
顔

が
明
か
に
現
は
れ
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。
恐
ろ
し
い
顔
だ
。
大
き

な
眼
は
ぎ
ら
く
と
輝
い
て
居
る
。
俺
は
驚
き
の
為
一
時
昏
迷
し
た
。

（
四
）

こ
こ
に
は
「
真
紅
な
悪
魔
の
顔
」、「
ぎ
ら

く
と
輝
」
く
眼
、「
固
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い
針
」
を
持
つ
舌
と
い
う
鏡
に
映
っ
た
顔
の
パ
ー
ツ
が
「
悪
魔
」
の
そ

れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
金
子
が
人
間
離
れ
し
た
非

常
に
異
様
な
顔
へ
と
変
貌
し
た
か
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
も
の
の
、

こ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
に
は
注
意
し
て
お

き
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
身
体
的
な
変
化
と
さ
れ
る
出
来
事
は
金
子
鋭
吉
が

一
八
歳
の
時
点
で
生
起
し
た
事
件
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
冒
頭
で
語
り
手

の
「
自
分
」
と
出
会
っ
た
時
点
で
彼
が
既
に
二
五
歳
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
な
ら
ば
、
金
子
が
「
悪
魔
の
顔
」
へ
と
変
化
を
経
た
上
で
彼
ら

は
出
会
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
金
子
と
の

出
会
い
の
場
面
を
「
自
分
」
が
回
想
す
る
場
面
で
、
そ
れ
が
「
知
ら
な

い
人
が
見
た
ら
悪
魔
の
集
会
」（
一
）
と
も
思
え
る
会
合
で
あ
っ
た
こ

と
、
金
子
の
、
あ
る
種
魁
偉
な
風
貌
が
「
自
分
」
を
引
き
付
け
た
こ
と

が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
金
子
の
容
貌
に
つ
い
て
は
「
赤
つ
ぽ

い
面
上
」
に
「
眼
は
大
き
く
青
く
光
」
っ
て
い
る
こ
と
、「
厚
い
豊
麗

な
唇
」
な
ど
の
顔
の
パ
ー
ツ
が
示
さ
れ
る
の
み
で
、
初
対
面
の
人
物
に

よ
っ
て
客
観
的
に
人
間
で
は
な
く
「
悪
魔
の
顔
」
と
判
断
さ
れ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
金
子
が
自
身
の
顔
を
「
悪
魔
の
顔
」
と
認
識
す
る
に
至
る

経
緯
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の
直
接
的
な
原
因
に
つ
い
て
、
金
子
は

幼
少
期
の
習
慣
を
披
歴
し
つ
つ
「
こ
の
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
習
癖
は
年
と

共
に
段
々
病
的
に
な
つ
て
、
飛
騨
を
離
れ
る
二
年
ば
か
り
前
の
年
で
あ

つ
た
。
半
年
ば
か
り
私
は
妙
な
病
気
に
悩
ん
だ
」（
三
）
と
語
り
、
そ

れ
が
「
壁
土
」
や
「
な
め
く
ぢ
」「
蛙
蜿
」「
み
ゝ
ず
や
地
蟲
」「
金
や

紫
や
緑
の
様
々
の
毒
々
し
い
色
を
し
た
劇
し
い
臭
気
を
発
す
る
毛
蟲
い

も
蟲
」（
三
）
な
ど
を
好
ん
で
食
す
る
悪
食
の
原
因
と
な
っ
て
い
く
こ

と
が
描
写
さ
れ
る
。

こ
の
病
に
関
し
て
は
「
真
直
に
歩
く
事
が
で
き
ず
身
体
が
常
に
前
へ

の
め
つ
て
居
る
。
血
色
は
悪
く
な
り
身
体
は
段
々
痩
せ
て
来
」（
三
）

る
こ
と
、
同
時
代
ま
で
に
水
泳
・
散
歩
に
よ
っ
て
健
康
を
養
う
と
い
う

身
体
観
に
よ
っ
て
リ
ゾ
ー
ト
地
化
し
て
い
た
神
奈
川
の
海
に
転
地
療
養

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

結
核
カ
リ
エ
ス
を
思
わ
せ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

福
田
眞
人
も
指
摘
す
る
よ
う
に
同
時
代
に
お
け
る
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な

病
」
と
し
て
の
様
相
と
共
に
実
際
に
死
に
至
る
病
と
し
て
の
結
核
は6

、

金
子
の
自
己
言
及
的
な
「
詩
人
」
性
を
担
保
す
る
も
の
と
も
な
り
得
る

と
共
に
、
彼
が
死
と
隣
接
す
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ

ば
健
康
な
状
態
と
対
置
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
金
子
が
病
か
ら
回
復
し
て
「
身
も

心
も
段
々
と
健
康
に
な
つ
て
行
つ
た
。
本
然
に
帰
つ
て
来
た
」
と
い
う

状
況
下
に
お
け
る
描
写
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
転
地
療
養
で
健
康
に
な
っ

た
際
の
容
貌
が
「
青
白
か
つ
た
容
貌
は
真
紅
に
な
つ
た
。
ぼ
ん
や
り
と

し
た
眼
玉
は
生
き
生
き
と
輝
き
だ
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
死

に
至
る
病
と
対
置
さ
れ
る
「
健
康
」「
本
然
」
の
状
態
と
、
前
述
し
た
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よ
う
な
「
悪
魔
の
顔
」
に
関
す
る
表
現
と
が
非
常
に
近
似
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
健
康
な
状
態
の
容
貌
と
悪
魔
の
顔
と
の
近
似
性
は
槐
多
の
絵
画

に
お
け
る
表
現
か
ら
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。【
図
一
】
は
村
山

槐
多
に
よ
る
「
悪
魔
の
舌
」
掲
載
時
の
挿
絵
の
一
枚
目
で
あ
り
、【
図

二
】
は
「
悪
魔
の
舌
」
と
同
じ
一
九
一
五
年
に
槐
多
が
描
い
た
代
表
的

絵
画
「
尿
す
る
裸
僧
」
で
あ
る
。
両
者
共
に
、
人
物
の
描
写
に
関
し
て

は
近
似
し
た
様
相
を
持
っ
て
お
り
、「
悪
魔
の
舌
」
の
一
種
異
様
に
見

え
る
人
物
の
顔
が
槐

多
の
絵
画
作
品
の
中

で
は
決
し
て
特
異
な

も
の
で
は
な
い
こ
と

が
確
認
で
き
る
と
同

時
に
、「
悪
魔
の
舌
」

に
お
け
る
舌
の
表
現

が
際
立
っ
た
異
質
さ

を
提
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
指
摘
で

き
よ
う
。

で
は
、
先
ほ
ど
か

ら
「
悪
魔
の
顔
」
と

見
做
さ
れ
る
顔
色

と
、
油
絵
「
尿
す
る
裸
僧
」
の
両
者
に
お
い
て
共
通
す
る
赤
い
色
の
イ

メ
ー
ジ
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
一
九
一
三
年
の
「
充
血
」
と
い
う

槐
多
の
詩
を
掲
げ
る
。

充
血
せ
る
君
　
鬼
薊

金
と
朱
の
日
の
う
れ
し
さ
よ

わ
め
き
う
た
へ
る
街
中
に

金
箔
を
ぬ
る
う
れ
し
さ
よ

派
手
に
派
手
に
血
を
充
た
せ

君
が
面
に
赤
き
血
を

た
と
へ
赤
鬼
の
如
く
見
ゆ
る
と
も

ひ
た
す
ら
に
充
血
せ
よ

こ
こ
で
は
「
君
が
面
に
赤
き
血
を
」「
ひ
た
す
ら
に
充
血
せ
よ
」
と

あ
る
種
の
独
特
な
表
現
で
、
活
力
に
あ
ふ
れ
る
赤
の
イ
メ
ー
ジ
が
展
開

さ
れ
て
お
り
、
否
定
的
要
素
に
は
決
し
て
括
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
赤
と

い
う
色
の
イ
メ
ー
ジ
が
指
摘
で
き
る7

。

い
わ
ば
槐
多
の
詩
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
絵
画
に
お
け
る
「
赤
」
の
特
権

性
が
指
摘
で
き
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
際
に
、「
真
紅
」
に
描

写
さ
れ
る
「
悪
魔
」
の
表
象
は
一
考
に
値
し
よ
う
。
そ
れ
は
「
健
康
」

や
人
と
し
て
の
「
本
然
」
の
状
態
と
結
び
付
け
ら
れ
、
死
に
至
る
病
気

と
対
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
決
し
て
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
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【図二】村山槐多『尿する
裸僧』（1915年）

【図一】村山槐多「悪魔の
舌」挿絵



ス
に
の
み
回
収
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
ほ

ど
改
め
て
考
察
す
る
。

ま
た
、
同
時
に
「
悪
魔
の
舌
」
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
表
題
と
も
な

っ
て
い
る
身
体
変
化
後
の
「
舌
」
の
描
写
の
特
異
性
が
指
摘
で
き
る
。

テ
ク
ス
ト
の
結
部
で
「
金
子
の
死
体
を
検
査
し
た
時
、
そ
の
舌
は
記
述

の
通
り
針
を
持
つ
て
居
た
」
と
し
て
語
り
手
の
「
自
分
」
に
も
そ
の
実

在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
わ
ば
モ
チ
ー
フ
と
し
て

の
悪
魔
性
の
担
保
と
し
て
、
こ
の
特
異
な
舌
が
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
記
憶
に
留
め
て
お
き
た
い
。

更
に
、「
赤
」
と
い
う
色

彩
描
写
で
描
き
出
さ
れ
る
同

テ
ク
ス
ト
の
「
悪
魔
」
イ
メ

ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
あ
る
種

の
異
種
混
淆
性
を
も
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
悪

魔
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
通
史

的
な
考
察
を
行
っ
た
ロ
ベ
ー

ル
・
ミ
ュ
ッ
シ
ャ
ン
ブ
レ
に

よ
れ
ば
、
西
洋
の
悪
魔
イ
メ

ー
ジ
に
お
け
る
悪
臭
と
悪
魔

と
は
密
接
な
関
係
性
を
確
認

で
き
る
が8

、
こ
れ
は
「
悪
魔
の
舌
」
に
お
い
て
「
野
菜
は
総
て
ど
ろ

く
に
腐
ら
せ
て
か
ら
食
つ
た
。
腐
敗
し
た
野
菜
の
に
ほ
ひ
と
色
と
味

と
を
だ
ぶ

く
と
口
中
に
含
む
味
は
実
に
耐
ら
な
く
善
い
物
で
あ
つ

た
」
と
、
ま
さ
に
腐
敗
さ
せ
た
食
物
の
臭
い
へ
の
言
及
が
為
さ
れ
て
お

り
、
両
者
の
交
通
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

悪
魔
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
た
と
き
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
に
お
い
て
は

悪
魔
を
赤
く
描
く
表
現
が
あ
り
【
図
三
】、
先
ほ
ど
ま
で
に
確
認
し
た

「
悪
魔
の
舌
」
に
お
け
る
赤
い
悪
魔
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
連
が
想

起
さ
れ
、「
悪
魔
の
舌
」
に
お
け
る
悪
魔
の
造
形
と
、
十
三
世
紀
の
西

洋
的
悪
魔
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
悪
魔
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
槐
多
の
「
悪
魔
」

は
回
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
金
子
が

「
あ
ら
ゆ
る
物
を
喰
つ
た
。
そ
し
て
又
中
毒
し
た
事
が
な
か
つ
た
」
こ

と
、
お
よ
び
「
身
体
全
部
が
神
仙
に
変
じ
行
く
様
に
感
じ
た
」
と
い
う

表
現
を
考
え
合
わ
せ
た
と
き
想
起
さ
れ
る
の
は
、
中
国
東
晋
の
志
怪
小

説
『
捜
神
記
』
で
知
ら
れ
る
「
神
農
」
で
あ
る
。「
神
農
以
赭
鞭
鞭
百

草
、
盡
知
其
平
毒
寒
温
之
性
、
臭
味
所
主
。
以
播
百
穀
。
故
天
下
號
神

農
也
」9

と
あ
る
よ
う
な
、
百
草
を
鞭
打
っ
て
嘗
め
、
中
毒
す
る
こ
と
が

な
か
っ
た
と
語
ら
れ
る
中
国
神
話
上
の
人
物
・
神
農
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

ま
さ
に
「
あ
ら
ゆ
る
物
を
喰
」
う
こ
と
で
「
神
仙
に
変
じ
行
く
」
金
子

の
「
悪
魔
」
的
側
面
と
重
な
り
合
う
。
ま
た
「
赭
鞭
鞭
百
草
」
と
い
う

表
現
か
ら
も
明
快
な
よ
う
に
、
神
農
に
も
ま
た
赤
い
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
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【図三】ルカ・シニョレッリ「聖ベネディ
クトゥスの物語」（1497）



さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
「
悪
魔
の
舌
」
に

お
け
る
西
洋
古
典
の
悪
魔
イ
メ
ー
ジ
と
東
ア
ジ
ア
的
神
仙
イ
メ
ー
ジ
の

交
錯
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
様
々
の
文
脈
を
交
通
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
自
在
に
導
入
し
た
イ

メ
ー
ジ
を
生
成
し
て
ゆ
く
、
そ
れ
が
同
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
悪
魔
」

表
象
の
一
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
同
時
代
「
悪
魔
」
言
説
と
の
関
わ
り

つ
づ
い
て
、
同
時
代
に
お
け
る
「
悪
魔
」
を
め
ぐ
る
諸
言
説
と
同
テ

ク
ス
ト
の
「
悪
魔
」
表
現
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た

い
。ま

ず
、
同
時
代
言
説
と
し
て
岩
野
泡
鳴
『
悪
魔
主
義
の
思
想
と
文
芸
』

（
天
弦
堂
、
一
九
一
五
年
）
を
補
助
線
と
し
て
所
謂
悪
魔
主
義
と
「
悪

魔
の
舌
」
の
表
現
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
。

予
備
的
考
察
と
し
て
岩
野
泡
鳴
の
テ
ク
ス
ト
と
槐
多
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
岩
野
は
、
同
書
に
お
い
て
、
悪
魔
主

義
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ヂ
ア
ボ
リ
ズ
ム
、
乃
ち
、
悪
魔
主
義
が
第
十
九
世
紀
の
後
半
に
於

て
仏
蘭
西
に
出
現
し
た
の
は
、
膚
浅
な
常
識
、
通
俗
な
感
情
、
並

に
平
凡
な
俗
美
の
技
巧
に
対
す
る
勝
利
の
凱
歌
で
あ
つ
た
。
ボ
ド

レ
ル
の
こ
の
主
義
は
、
思
想
と
し
て
は
旧
世
界
の
生
活
を
一
新
し

て
、
所
謂
『
近
代
性
』
発
展
の
道
を
開
拓
し
、
文
芸
と
し
て
は
、

ま
た
ヹ
ル
レ
ン
等
の
表
象
主
義
、
マ
ネ
や
ゴ
ン
ク
ル
の
印
象
主
義
、

ニ
イ
チ
ェ
の
超
人
主
義
、
オ
ス
カ
ワ
イ
ル
ド
等
の
唯
美
主
義
の
源

泉
と
な
つ
た
。
欧
州
の
思
想
界
並
に
文
芸
界
に
お
け
る
天
才
に
し

て
、
一
人
と
し
て
こ
れ
が
洗
礼
を
う
け
な
い
も
の
は
な
い
と
云
つ

て
い
い
程
だ
。

い
わ
ば
悪
魔
主
義
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
特
権
性
と
そ
の
影
響

力
を
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
つ
い
て

は
「
ポ
ー
の
最
上
創
作
は
『
黄
が
ね
虫
』
の
話
で
も
な
く
、
第
二
の
ポ

ー
と
の
評
あ
る
仏
蘭
西
詩
人
シ
ャ
ル
ル
ボ
ド
レ
ル
だ
と
云
は
れ
る
」
と

記
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
生
み
の
親
と
し
て
ポ
ー
が
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
行
っ
た

岩
野
に
つ
い
て
、
槐
多
は
日
記
に
「
岩
野
著
「
半
獣
主
義
」
一
寸
よ
ん

だ
。
あ
ん
な
事
は
も
う
俺
に
は
と
つ
く
に
解
つ
て
居
る
事
だ
と
思
ふ
」

と
述
べ10

、
岩
野
の
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
を
彼
が
参
照
し
て
い
る
こ
と
、

及
び
同
テ
ク
ス
ト
の
主
張
へ
の
あ
る
種
の
賛
意
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
看
取
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
槐
多
と
ポ
ー
の
関
係
性
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お

く
な
ら
ば
、
槐
多
は
、
彼
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
理
解
者
で
あ
っ
た
画

家
・
山
本
鼎
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
一
九
一
四
年
六
月
前
後
の
関
心

と
し
て
「
僕
は
、
エ
ド
ガ
ア
・
ポ
ー
の
小
説
を
読
ん
で
か
ら
血
族
と
か
、
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遺
伝
と
か
、
精
神
病
と
か
、
云
ふ
物
が
、
異
常
に
美
し
く
、
面
白
く
、

見
え
て
来
ま
し
た
」
と
述
べ
て
お
り11

、
こ
こ
か
ら
は
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト

に
槐
多
が
触
れ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
モ
チ
ー
フ
的
な
関
心
を
寄
せ
て

い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
一
九
一
五
年
五
月
二
〇
日
付
の
槐

多
の
日
記
に
は
「
お
れ
は
何
だ
か
起
き
る
の
が
厭
で
床
中
に
あ
つ
て
ポ

ー
の
ル
ー
モ
ル
グ
を
訳
す
、
よ
い
か
げ
ん
な
訳
だ
、
此
は
画
を
描
く
材

料
の
金
に
す
る
の
だ
、
世
よ
末
法
の
世
よ
」
と
あ
る
よ
う
に12

、
画
業
の

傍
ら
ポ
ー
の
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
訳
文
そ
の
も

の
は
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
日
記
の
記
述
と
考
え
併
せ
た

と
き
槐
多
が
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
原
典
で
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
ー
へ
の
眼
差
し
の
面
か
ら
考
え
て
も
岩
野
の

テ
ク
ス
ト
と
槐
多
の
そ
れ
と
の
間
に
親
和
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。で

は
、
こ
こ
で
岩
野
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
主
張
を
確
認
し
て
お
き

た
い13

。
ま
ず
、
ポ
ー
に
関
し
て
は
、「
ポ
ー
が
初
め
て
叙
事
詩
的
慣
行
の
散

漫
な
所
以
を
看
破
し
、
叙
事
詩
の
実
に
―
―
而
も
短
編
の
叙
事
詩
の
み

に
―
―
能
く
内
部
的
音
律
が
盛
れ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
詩
に
於
て
も
、

そ
の
話
篇
に
於
て
も
、
微
妙
な
情
緒
に
依
つ
て
人
間
を
空
理
固
形
の
束

縛
か
ら
解
放
し
た
の
は
、
既
に
一
種
の
人
生
観
を
思
索
し
得
て
ゐ
た
と

も
云
へ
よ
う
。」
と
あ
る
よ
う
に
彼
の
芸
術
と
人
生
と
の
隣
接
性
が
語

ら
れ
る
。
そ
し
て
岩
野
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
悪
魔
主
義
の
体
現
者
と
し

て
語
ら
れ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
つ
い
て
は
そ
の
主
義
と
生
活
に
つ
い
て

「
自
然
崇
拝
」「
悪
の
腐
肉
的
賛
美
」「
厭
世
的
人
工
論
」「
に
ほ
ひ
に
対

す
る
興
味
」「
思
想
の
金
属
化
」
と
い
う
五
項
目
を
挙
げ
て
論
じ
て
い

る
。
ま
さ
に
芸
術
家
の
生
活
と
芸
術
と
悪
魔
主
義
と
の
密
接
性
が
語
ら

れ
て
お
り14

、
中
で
も
「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
と
悪
魔
主
義
の
親
和
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
、「
悪
魔
の
舌
」
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
「
本
然
」「
健
康
」
と
し
て
の
「
悪
魔
」
と
共
通
の
回

路
を
持
ち
得
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
岩
野
的
な
悪
魔
主
義
の
様
相
を
踏
ま
え
た
上
で
、
再
び
「
悪
魔

の
舌
」
に
立
ち
戻
り
た
い
。「
自
分
」
と
出
会
い
た
て
の
金
子
の
印
象

は
「
彼
は
常
に
街
上
を
歩
い
て
居
る
。
常
に
酒
店
や
料
理
屋
に
姿
を
見

せ
る
。
さ
う
か
と
思
ふ
と
二
三
箇
月
も
行
方
不
明
に
な
る
。
正
体
が
知

れ
ぬ
。」（
一
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
状
態
の
金
子
は
前
述
の
よ

う
に
海
水
浴
と
悪
食
と
を
経
て
「
本
然
に
帰
つ
て
来
た
」
状
態
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
で
は
生
活
と
芸
術
に
お
け
る
「
悪
魔
主
義
」
的
詩
人
と
し

て
の
表
象
が
予
め
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
金
子
自
身
の
手
記
に
お
い
て
も
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

途
端
鏡
中
の
悪
魔
が
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
た
。「
貴
様
の
舌
は
悪
魔

の
舌
だ
。
悪
魔
の
舌
は
悪
魔
の
食
物
で
な
け
れ
ば
満
足
は
出
来
ぬ

ぞ
。
食
へ
す
べ
て
を
食
へ
、
そ
し
て
悪
魔
の
食
物
を
見
つ
け
ろ
。
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そ
れ
で
な
け
れ
ば
。
貴
様
の
味
覚
は
永
劫
満
足
出
来
ま
い
。」
し

ば
ら
く
俺
は
考
へ
た
が
は
つ
と
悟
つ
た
。「
よ
し
も
う
棄
鉢
だ
。

俺
は
あ
ら
ゆ
る
悪
魔
的
な
食
物
を
こ
の
舌
で
味
は
ひ
廻
ら
う
。
そ

し
て
悪
魔
の
食
物
と
云
ふ
物
を
発
見
し
て
や
ら
う
。」
鏡
を
投
げ

る
と
躍
り
上
つ
た
。「
さ
う
だ
。
こ
の
一
箇
月
に
舌
が
か
く
も
悪

魔
の
舌
と
変
へ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。
だ
か
ら
食
物
が
不
味
か

つ
た
の
だ
。」
新
ら
し
い
、
ま
る
で
新
ら
し
い
世
界
が
吾
前
に
横

た
は
る
事
と
な
つ
た
。（
四
）

い
わ
ば
こ
こ
で
は
鏡
か
ら
呼
び
か
け
て
来
る
「
悪
魔
」
の
言
葉
か
ら

「
悟
っ
た
」、
即
ち
そ
れ
の
話
し
か
け
て
く
る
こ
と
を
認
知
し
、
受
け
入

れ
た
「
悪
魔
主
義
」
的
詩
人
と
し
て
の
金
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
が
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
呼
び
か
け
が
鏡
の
中
か
ら
為
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
通
り
、「
悪
魔

の
顔
」
は
即
ち
外
部
の
人
間
か
ら
通
常
の
人
間
と
し
て
認
知
し
得
る
金

子
の
顔
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
言
う
な
れ
ば
金
子
が
自
分
自
身
の
中

に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
「
悪
魔
」
を
見
出
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た

う
え
で
「
新
ら
し
い
世
界
」
を
発
見
す
る
と
い
う
在
り
方
に
至
る
、
と

い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
る
種
の
「
本
然
」
の
在
り
様
と
し
て
の
、
内
な
る
「
悪
魔
」

の
存
在
に
つ
い
て
は
、
金
子
が
は
じ
め
て
人
肉
を
食
す
る
機
会
と
な
る
、

墓
の
掘
り
返
し
の
描
写
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

俺
は
無
意
識
に
す
ぐ
棒
切
を
以
つ
て
其
土
ま
ん
ぢ
ゆ
う
を
掘
り
出

し
た
。
無
暗
に
掘
つ
た
。
狂
人
の
様
に
掘
つ
た
。
遂
に
は
爪
で
掘

つ
た
。
小
一
時
間
ば
か
り
で
吾
手
は
木
の
様
な
物
に
触
つ
た
。

『
棺
だ
。』
土
を
跳
ね
除
け
て
棺
の
蓋
を
叩
き
壊
は
し
た
。
そ
し
て

マ
ツ
チ
を
す
つ
て
棺
中
を
覗
き
込
ん
だ
。(

略)

好
き
な
腐
敗
の
悪

臭
が
鼻
を
撲
つ
。
先
づ
苦
心
し
て
乳
房
を
切
り
取
つ
た
。
だ
ら
だ

ら
と
濁
つ
た
液
体
が
手
を
滴
た
り
伝
つ
た
。
そ
れ
か
ら
頬
ぺ
た
を

少
し
切
り
取
つ
た
。
こ
の
行
為
を
終
へ
る
と
俄
か
に
恐
ろ
し
く
な

つ
て
来
た
。『
ど
う
す
る
積
り
だ
、
お
前
は
。』
と
良
心
の
叫
ぶ
の

が
聞
え
た
。
し
か
し
俺
は
し
つ
か
り
切
り
取
つ
た
肉
片
を
、
ハ
ン

カ
チ
ー
フ
に
包
ん
だ
。
そ
し
て
棺
の
蓋
を
し
た
。
土
を
元
通
り
か

ぶ
せ
る
と
急
い
で
墓
地
を
出
た
。
俥
を
や
と
つ
て
富
坂
の
家
へ
帰

り
つ
い
た
。（
五
）

こ
こ
で
は
「
俺
は
無
意
識
に
す
ぐ
棒
切
を
以
つ
て
其
土
ま
ん
ぢ
ゆ
う

を
掘
り
出
し
た
。
無
暗
に
掘
つ
た
。
狂
人
の
様
に
掘
つ
た
。」
と
あ
る

よ
う
に
、「
無
意
識
」
の
行
動
と
し
て
の
人
肉
へ
の
欲
求
が
描
か
れ
る

と
同
時
に
、「
俄
か
に
恐
ろ
し
く
な
つ
て
来
た
。『
ど
う
す
る
積
り
だ
、

お
前
は
。』
と
良
心
の
叫
ぶ
の
が
聞
え
た
。」
と
あ
る
よ
う
に
そ
れ
が
良

心
、
即
ち
理
性
を
取
り
戻
し
た
後
の
意
識
的
で
規
範
的
な
も
の
に
対
置

さ
れ
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
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一
柳
廣
孝
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
の
日
本
に
お
け
る
「
無
意

識
」
に
つ
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
「
無
意
識
」
の
受
容
初
期
の
状
況
下

で
、
速
水
滉
『
現
代
之
心
理
学
』（
不
老
閣
書
房
、
一
九
一
四
年
）
な

ど
に
よ
っ
て
精
神
療
法
の
一
端
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
同
時
代
が
大
正
中
期
に
お
い
て
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
が
一
般
に
認
知

さ
れ
て
い
く
ま
で
の
過
渡
期
的
な
状
況
に
在
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る

が15

、
ま
さ
に
一
九
一
五
年
発
表
の
「
悪
魔
の
舌
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、

近
代
科
学
に
よ
っ
て
「
霊
」
が
科
学
の
分
析
対
象
と
し
て
否
定
さ
れ
る

状
況
の
中
で
、
新
た
な
可
能
性
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
「
無
意
識
」

と
い
う
解
釈
格
子
を
導
入
し
、
そ
こ
か
ら
「
悪
魔
」
が
内
発
し
て
く
る

状
況
を
見
出
し
て
い
く
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。ま

た
、「
悪
魔
の
舌
」
に
お
け
る
内
面
か
ら
の
呼
び
声
と
し
て
の

「
悪
魔
」
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
悪
魔
」

の
位
置
づ
け
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。

I
seized

him
;

w
hen,

in
his

fright
at

m
y

violence,
he

inflicted
a

slight
w

ound
upon

m
y

hand
w

ith
his

teeth.
T

he
fury

of
a

dem
on

instantly
possessed

m
e.

I
knew

m
yself

no
longer.

M
y

original
soul

seem
ed,

at
once,

to
take

its
flight

from
m

y
body;

and
a

m
ore

than
fiendish

m
alevolence,

gin-nurtured,
thrilled

every
fiber

of
m

y
fram

e.

こ
のT

he
B

lack
C

at

（1843

）
は
、
被
害
者
の
身
体
に
刻
印
さ
れ
る

不
／
連
続
的
な
し
る
し
等
の
諸
表
象
に
お
い
て
「
悪
魔
の
舌
」
と
の
あ

い
だ
に
間
テ
ク
ス
ト
的
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
引
用

の
一
節
で
は
、
視
点
人
物
の“I”

が
黒
猫
に
対
す
る
残
虐
な
行
為
に
及

ぶ
に
当
た
り
、〈
内
側
〉
か
らdem

on

性
が
わ
き
上
が
る
状
況
が
描
か

れ
て
お
り
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
〈
内
面
の
存
在
〉
と
し

て
の
悪
魔
の
認
識
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
16

、
ま
さ
に
岩
野

の
提
示
し
た
よ
う
な
悪
魔
主
義
の
様
相
と
も
響
き
合
う
も
の
と
し
て
評

価
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
無
意
識
」・「
本
然
」・「
健
康
」
な
状
態
と
し
て
の

「
悪
魔
」
の
活
動
を
考
え
た
と
き
、
そ
れ
は
同
時
に
、「
悪
魔
の
舌
」
と

い
う
小
説
に
お
け
る
破
滅
的
な
結
末
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に

も
気
付
か
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
「
無
意
識
」・「
本
然
」・「
健
康
」
と
「
悪
魔
」
の
隣

接
に
つ
い
て
考
え
を
致
し
た
と
き
、「
健
康
」
な
状
態
に
あ
る
こ
と
と

「
食
人
」
と
い
う
行
動
へ
の
欲
求
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
即
ち
同

時
代
の
社
会
規
範
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
否
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
が
同
居
す
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
〈
捻
じ
れ
〉
が

存
し
て
い
る
こ
と
は
記
憶
に
留
め
て
お
き
た
い
。

テ
ク
ス
ト
後
半
で
、
内
な
る
「
悪
魔
」
の
声
に
従
い
、
衝
動
的
に
人

肉
食
を
経
験
し
た
金
子
は
、
以
下
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
。
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次
の
日
俺
は
終
日
掛
か
つ
て
俺
の
室
の
床
下
に
大
き
な
穴
を
掘
つ

た
。
そ
し
て
板
で
囲
つ
た
。
人
間
の
貯
蔵
室
を
作
つ
た
の
で
あ
る
。

あ
あ
此
処
へ
俺
の
貴
い
食
物
を
連
れ
て
来
る
の
だ
。（
六
）

ま
た
金
子
は
殺
人
に
よ
っ
て
人
肉
を
手
に
入
れ
る
に
際
し
「
麻
酔
薬

と
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
ポ
ケ
ツ
ト
に
用
意
し
た
。
こ
れ
で
睡
ら
し
て
す
ぐ

引
つ
張
つ
て
来
る
事
」（
六
）
に
す
る
。
ま
さ
に
、
計
画
的
か
つ
〈
意

識
的
〉
な
行
動
を
起
こ
し
、
特
に
最
後
の
自
分
の
弟
を
そ
れ
と
知
ら
ず

に
食
べ
る
場
面
で
は
「
用
意
し
た
鋭
利
な
大
ナ
イ
フ
」（
六
）
で
殺
害

に
及
び
、
そ
の
上
で
「
俺
は
出
来
得
る
限
り
細
か
く
こ
の
少
年
を
食
つ

て
し
ま
は
う
と
決
心
し
た
。
そ
こ
で
一
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め
た
」

（
七
）
と
あ
る
よ
う
に
そ
の
行
動
を
理
知
的
に
整
序
し
て
い
る
。
こ
こ

で
特
に
注
意
を
要
す
る
の
は
前
述
の
よ
う
に
、「
本
然
」
の
存
在
と
し

て
の
「
悪
魔
」
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
た
、
針

を
持
つ
「
悪
魔
の
舌
」
と
い
う
特
異
な
表
現
が
こ
こ
で
は
描
か
れ
な
く

な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
場
面
に
お
い
て
は

金
子
の
「
悪
魔
」
性
が
失
調
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

い
わ
ば
、
こ
こ
で
は
「
本
然
」
の
存
在
と
し
て
の
「
悪
魔
主
義
」
的
詩

人
・
金
子
鋭
吉
が
、〈
意
識
的
〉
な
犯
罪
を
為
す
よ
う
に
な
る
、
即
ち

自
然
状
態
と
密
接
し
た
「
悪
魔
主
義
」
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
状
況
の
中

で
、
そ
れ
が
弟
を
意
図
せ
ず
し
て
殺
害
し
、
金
子
が
自
殺
す
る
と
い
う

破
局
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
構
造
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
健
康
に
な
る
こ
と
と
、
食
人
と
が
直
結
す
る
と
い
う
こ
の
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
あ
る
種
の
〈
捻
じ
れ
〉
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
れ
が
反
転
す
る
形
で
理
性
の
獲
得
と
登
場
人
物
の
破
滅
と
が

直
結
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
〈
捻
じ
れ
〉
は

ま
さ
に
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
構
造
的
な
課
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も

の
と
な
る
。
こ
れ
を
論
ず
る
た
め
に
、
次
節
に
お
い
て
は
「
悪
魔
の
舌
」

に
お
け
る
物
語
の
場
、
か
つ
同
テ
ク
ス
ト
が
生
成
し
展
開
し
た
言
説
空

間
と
し
て
の
帝
都
東
京
を
考
え
て
み
た
い
。

三
、「
悪
魔
」
と
帝
都
東
京

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
、
ま
ず
検
討
す
べ
き
は
、「
人
を
食

え
」
と
迫
る
内
な
る
「
悪
魔
」
に
対
し
、
金
子
が
「
俺
は
コ
ン
ゴ
ー
の

土
人
で
は
な
い
。
善
き
日
本
人
の
一
人
だ
。」（
五
）
と
い
う
論
理
を
以

て
抵
抗
す
る
場
面
で
あ
る
。
同
時
代
の
コ
ン
ゴ
ー
の
人
び
と
に
つ
い
て

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
初
期
段
階
の
未
開
文
明
の
解
明
を
目
指
し
た

人
類
学
に
よ
っ
て
未
開
人
・
野
蛮
人
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
文
明
人
と

対
置
さ
れ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
食
人
の
文
化
も
一
部
紹
介
さ

れ
て
い
る17

。
そ
の
「
コ
ン
ゴ
ー
の
土
人
」
に
対
置
さ
れ
る
「
善
き
日
本

人
」
と
い
う
の
が
、
食
人
の
欲
求
と
直
面
し
た
金
子
に
と
っ
て
の
理
性

的
な
歯
止
め
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
悪
魔
」
化
す
る
以
前
の
あ
る
種
の
意
識
的
・
理
性
的
な
在
り
様
か
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ら
「
本
然
に
」
帰
っ
た
彼
は
、
既
に
そ
の
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
に

な
っ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
意
識
的
犯
罪
を
犯
す
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
彼
の
破
滅
は
始
ま
る
。
そ
れ
は
彼
の
弟
を
、
計
画
的
犯
行
に
よ
っ

て
殺
害
し
、
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
直
截
的
に
は
も
た
ら
さ
れ

る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
そ
の
計
画
的
犯
行
の
場
で
あ
る
。

汽
車
は
上
野
に
着
い
た
。
ス
テ
ー
シ
ヨ
ン
を
出
る
と
少
年
は
暫
ら

く
ぼ
ん
や
り
と
佇
立
し
て
居
た
が
や
が
て
上
野
公
園
の
方
へ
歩
い

て
行
く
。
そ
し
て
一
つ
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
掛
け
る
と
じ
つ
と
淋
し

さ
う
に
池
の
端
の
灯
に
映
る
不
忍
池
の
面
を
見
つ
め
た
。
／
見
廻

は
す
と
辺
り
に
は
一
人
の
人
も
居
な
い
。
己
れ
は
そ
つ
と
ポ
ケ
ツ

ト
か
ら
麻
酔
薬
の
瓶
を
出
し
て
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
に
当
て
た
。
ハ
ン

カ
チ
ー
フ
は
浸
さ
れ
た
。
少
年
は
ぼ
ん
や
り
と
池
の
方
を
見
て
居

る
。
い
き
な
り
抱
き
付
い
て
そ
の
鼻
に
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
押
し
当

て
た
。
二
三
度
足
を
ば
た

く
さ
せ
た
が
麻
薬
が
利
い
て
わ
が
腕

に
ど
た
り
倒
れ
て
し
ま
つ
た
。（
六
）

上
野
公
園
は
不
忍
池
の
ほ
と
り
で
金
子
は
弟
の
五
郎
を
そ
れ
と
は
知

ら
ず
に
拉
致
す
る
。
当
時
の
上
野
公
園
が
既
に
帝
室
に
所
属
す
る
場
で

あ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
吉
見
俊
哉
が
指
摘
す
る
通
り18

、
同

時
代
に
お
い
て
は
複
数
回
の
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
天
皇
の
臨
幸
す
る

よ
う
な
、
幾
重
に
も
天
皇
権
威
に
刻
印
さ
れ
た
場
な
の
で
あ
る
。「
無

意
識
」
の
所
業
で
は
な
い
、
計
画
的
な
犯
行
を
犯
し
た
彼
に
自
死
を
せ

ま
る
も
の
と
し
て
の
天
皇
（
制
）
国
家
シ
ス
テ
ム
の
存
在
が
透
け
て
見

え
て
く
る
の
だ
。

こ
の
事
は
テ
ク
ス
ト
冒
頭
に
お
い
て
金
子
の
犯
罪
告
白
の
場
と
し
て

選
ば
れ
た
の
が
「
ク
ダ
ン
サ
カ
」（
一
）
＝
「
九
段
坂
」、
即
ち
戊
辰
戦

争
以
降
の
「
英
霊
」
と
い
う
同
時
代
の
国
家
規
範
に
お
け
る
「
善
き
日

本
人
」
の
祀
ら
れ
る
靖
国
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
犯
罪
の
告
白
は
「
善
き
日
本
人
」
と
の
対
比
の
中

で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

言
う
な
れ
ば
「
悪
魔
」
を
自
滅
に
導
く
帝
国
日
本
の
規
範
が
確
認
さ

れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
な
、
病
に

対
置
さ
れ
る
「
健
康
」「
本
然
」
な
在
り
様
と
し
て
の
「
悪
魔
」
の
存

在
で
あ
る
。
前
章
ま
で
に
検
討
し
た
通
り
、
同
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
悪

魔
が
決
し
て
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
み
で
回
収
で
き
な
い
こ
と
を
考

え
た
と
き
、「
健
康
」「
本
然
」
を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て
社
会
規
範
が

あ
る
こ
と
を
逆
照
射
す
る
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
川
村
邦
光
は
同
時
代
の
日
本
社
会
が
、
知
識

人
・
文
化
人
に
よ
る
文
化
的
・
社
会
的
な
管
理
・
支
配
を
推
し
進
め
る

統
治
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
稼
働
し
た
結
果
、
心
・
精
神
の
領
域
へ
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が19

、
ま
さ
に
心
身

の
国
家
統
制
が
成
立
し
て
い
く
中
で20

、
そ
こ
か
ら
の
隠
微
な
逸
脱
を
は

か
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
悪
魔
の
舌
」
の
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
と
共
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に
、
前
述
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
捻
じ
れ
〉
に
応
答
す
る
も

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
少
々
蛇
足
め
く
が
、
こ
の
よ
う
な
同
時
代
へ
の
批
評
性
を

持
ち
合
わ
せ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
考
え
た
と
き
に
出
来
し
て
く
る
、
金

子
の
手
記
の
外
側
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
自
分
」
な
る
人
物
の
語
り
の

レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
綻
び
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て

お
き
た
い
。

テ
ク
ス
ト
冒
頭
で
夜
中
に
「
青
い
深
い
天
空
に
見
入
つ
て
居
る
」

（
一
）「
自
分
」
の
在
り
様
が
呈
示
さ
れ
、
ま
た
「
自
分
」
が
金
子
と
出

会
っ
た
場
所
で
あ
る
宴
会
は
「
病
的
な
人
物
ば
か
り
を
以
て
催
さ
れ
た

物
で
あ
つ
た
か
ら
、
何
れ
の
来
会
者
を
見
て
も
、
異
様
な
感
じ
を
人
に

与
へ
る
代
物
ば
か
り
で
、
知
ら
な
い
人
が
見
た
ら
悪
魔
の
集
会
の
ご
と

く
見
え
た
」（
一
）
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
参
加
可
能
な
「
病
的
な
」

「
自
分
」
と
い
う
も
の
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
い

わ
ば
不
可
解
な
行
動
を
行
う
「
自
分
」
が
「
病
的
な
」
存
在
と
し
て
描

写
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
「
自
分
」
が
信
用
に
足
る
、
透
明
な
語

り
手
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

す
る
と
、
物
語
末
尾
で
「
金
子
の
正
気
を
疑
は
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
」

（
七
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
金
子
の
狂
気
と
し
て
手
記
の
内
容
を
片
づ

け
る
こ
と
、
お
よ
び
金
子
の
手
記
に
お
け
る
「
悪
魔
の
顔
」
を
「
詩
人

の
幻
想
に
す
ぎ
ま
い
」（
七
）
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
困
難
に
な
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、「『
彼
は
人
間
で
は
な
か
つ
た
。
彼
は
悪
魔
で
あ
つ
た
』」

（
二
）
と
「
自
分
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
自
分
」
自
身
の
評
価
自
体
が

矛
盾
を
は
ら
む
が
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
構
成
の
中
で
二

重
三
重
に
手
記
の
内
部
に
関
す
る
事
実
関
係
の
決
定
は
困
難
に
な
り
、

〈
真
実
〉
は
宙
吊
り
に
さ
れ
て
ゆ
く21

。
こ
こ
か
ら
は
森
岡
卓
司
が
指
摘

す
る
「
日
本
近
代
文
学
に
通
有
の
、
主
体
と
幻
想
と
い
う
問
題
系
」
が

浮
上
す
る
と
共
に22

、
同
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
、
大
逆
事
件
以
降
の

帝
都
東
京
と
言
う
言
説
空
間
に
お
け
る
、
社
会
規
範
へ
の
批
判
的
な
言

説
を
困
難
に
し
た
時
代
状
況
と
も
連
関
す
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る23

。

お
わ
り
に

以
上
本
稿
を
ま
と
め
る
に
、「
悪
魔
の
舌
」
の
「
悪
魔
」
表
象
か
ら

は
槐
多
の
詩
や
絵
画
に
お
け
る
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
の
連
関
や
同
時
代

に
在
り
得
た
様
々
の
「
悪
魔
」
と
の
異
種
混
淆
性
が
確
認
で
き
る
と
共

に
、
同
時
代
言
説
と
の
つ
な
が
り
か
ら
は
、
都
市
生
活
・
結
核
に
対
置

さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
健
康
」
が
「
本
然
」・「
無
意
識
」
と
い
っ
た

も
の
と
接
続
さ
れ
る
と
共
に
、「
健
康
」
的
で
あ
る
こ
と
と
、「
悪
魔
」

的
で
あ
る
こ
と
と
が
密
接
性
を
以
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
泡
鳴

的
悪
魔
主
義
や
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
と
の
連
関
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
「
健
康
」・
「
本
然
」
な
状
態
と
し
て
の
「
悪
魔
」
が

理
性
と
天
皇
（
制
）
国
家
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
破
局
を
み
る
こ
と
、

お
よ
び
語
り
手
・「
自
分
」
の
定
位
の
困
難
さ
か
ら
く
る
物
語
の
決
定
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不
可
能
性
か
ら
は
、
同
時
代
の
社
会
的
規
範
へ
の
抵
抗
を
隠
微
か
つ
周

到
に
試
み
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
付
け
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
さ
に
一
九
一
〇
年
代
の
、
様
々
の
文
脈
が
交
錯
す
る
、
そ
の
さ
な

か
で
生
成
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
悪
魔
の
舌
」
の
解
釈
可
能
性
は
開

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
四
年
度
日
本
比
較
文
学
会
東
京
支
部
九
月
例

会
（
九
月
一
五
日
於
日
本
大
学
）
の
報
告
内
容
に
加
筆
修
正
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
会
場
で
御
指
導
賜
っ
た
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝

申
し
上
げ
る
。
な
お
、
槐
多
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
『
村
山
槐
多
全
集
』

（
弥
生
書
房
、
一
九
六
三
年
）
に
拠
り
、
引
用
に
当
た
っ
て
は
章
番
号

を
付
し
た
。T

he
B

lack
C

at

の
引
用
はPoe.E

.A
T

he
w

orks
of

E
dgar

A
llan

P
oe

v.7
(N

ew
Y

ork
:A

rcadia
H

ouse,1950)

に
拠
っ
た
。

注1

江
戸
川
乱
歩
「
槐
多
「
二
少
年
図
」」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
七
』（
講
談
社
、

一
九
六
九：

初
出
『
文
体
』
一
九
三
四
年
六
月
）

2

鮎
川
哲
也
「
解
説
」『
幻
の
傑
作
ミ
ス
テ
リ
ー
』（
双
葉
社
、
一
九
七
六
年
）

等
を
参
照
。

3

鈴
木
貞
美
「
槐
多
の
時
代
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
三
一
巻
九
号
、
一
九
九
九
年
）

4

Jeffrey
M

.
A

n
g

les
W

R
IT

IN
G

T
H

E
L

O
V

E
O

F
B

O
Y

S
:

R
E

P
R

E
SE

N
T

A
T

IO
N

S
O

F
M

A
L

E
-M

A
L

E
D

E
SIR

E
IN

T
H

E
L

IT
E

R
A

-

T
U

R
E

O
F

M
U

R
A

Y
A

M
A

K
A

IT
A

A
N

D
E

D
O

G
A

W
A

R
A

N
P

O

（
二
〇
〇
三

年
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
博
士
論
文
）

5

小
松
史
生
子
「
都
市
を
駆
け
る
人
獣
　
『
怪
の
物
』、『
悪
魔
の
舌
』、
そ
し

て
『
人
間
豹
』
へ
の
系
譜
」（『
金
城
学
院
大
学
論
集
　
人
文
科
学
編
』
九

巻
一
号
、
二
〇
一
二
年
）

6

福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
　
近
代
日
本
に
お
け
る
病
の
イ
メ
ー
ジ
』（
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）

7

こ
の
よ
う
な
槐
多
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
赤
い
色
の
特
権
性
に
関
し
て
は
槐

多
評
価
の
初
期
段
階
で
も
指
摘
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
草
野
心
平
『
村
山

槐
多
』（
日
動
出
版
部
、
一
九
七
六
）
な
ど
で
も
確
認
で
き
る
ほ
か
、
近
年

で
も
二
〇
〇
九
年
の
松
濤
美
術
館
展
で
も
「
村
山
槐
多
ガ
ラ
ン
ス
の
悦
楽

没
後
90
年
」
と
あ
る
よ
う
に
赤
へ
の
注
目
が
為
さ
れ
る
な
ど
槐
多
の
作
者

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
た
言
説
は
強
固
に
存
す
る
と
言
え
る
。

8

ロ
ベ
ー
ル
・
ミ
ュ
ッ
シ
ャ
ン
ブ
レ
著
／
平
野
隆
文
訳
『
悪
魔
の
歴
史
』（
大

修
館
、
二
〇
〇
三
年
﹇R

obert
M

uchenbled,
U

ne
historie

de
diable,

E
ditions

du
seuil,2000

﹈）

9

中
央
研
究
院
　
漢
籍
電
子
文
獻
　
瀚
典
全
文
檢
索
系
統
（http://hanji.

sinica.edu.tw
/[

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
二
日
閲
覧]

）

10

村
山
槐
多
「
日
記
」（
一
九
一
四
年
三
月
一
日
付
）

11

村
山
槐
多
「
山
本
鼎
宛
書
簡
」（
一
九
一
四
年
六
月
）

12

村
山
槐
多
「
日
記
」（
一
九
一
五
年
五
月
二
〇
日
付
）

13

岩
野
の
同
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
は
赤
瀬
雅
子
「
岩
野
泡
鳴
に
お
け
る
デ
ィ

ア
ボ
リ
シ
ィ
ス
ム
の
影
響
―
「
悪
魔
主
義
の
思
想
と
文
芸
」
を
中
心
と
し



て
」（『
桃
山
学
院
大
学
人
文
科
学
研
究
』
八
号
、
一
九
七
二
年
）
を
参
照

し
た
。

14

同
様
の
指
摘
は
浜
名
恵
美
「
死
の
恐
怖
と
悪
魔
主
義
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一

九
巻
三
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

15

一
柳
廣
孝
『
無
意
識
と
い
う
物
語
　
近
代
日
本
と
「
心
」
の
行
方
』（
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

16

前
掲
ロ
ベ
ー
ル
・
ミ
ュ
ッ
シ
ャ
ン
ブ
レ
二
〇
〇
三
年

17

寺
石
正
路
『
食
人
風
俗
志
』（
東
京
堂
、
一
九
一
五
年
）
に
は
「（
上
コ
ン

ゴ
）
地
方U

pper
C

ongo

の
黒
人
も
食
人
の
風
あ
り
死
人
を
食
ふ
」
と
あ
る
。

18

吉
見
俊
哉
『
都
市
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
　
東
京
・
盛
り
場
の
社
会
史
』

（
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
八
年：

初
出
弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
）

19

川
村
邦
光
「
近
代
日
本
に
お
け
る
憑
依
の
系
譜
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」（
川
村

邦
光
編
『
憑
依
の
近
代
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
七
年
）

20

し
か
も
、
か
か
る
国
民
の
「
健
康
」
に
対
す
る
国
家
統
制
が
、
心
身
壮
健

な
兵
士
を
再
生
産
す
る
シ
ス
テ
ム
と
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
り
、「
善
き

日
本
人
」
の
祀
ら
れ
る
告
白
の
場
と
し
て
の
「
ク
ダ
ン
サ
カ
」
と
い
う
ト

ポ
ス
と
響
き
合
う
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
事
は
見
逃
せ
な
い
。

21

ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
「
幻
想
文
学
と
決
定
不
可
能
性
」（『
国
文

学
』
第
二
九
巻
一
〇
号
、
一
九
八
七
年
八
月
）
の
「
語
り
の
不
安
定
こ
そ

が
、
モ
ー
ド
と
し
て
の
幻
想
の
核
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
定
義
に
従

え
ば
、
同
テ
ク
ス
ト
は
所
謂
「
幻
想
文
学
」
と
の
親
和
性
を
持
つ
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

22

森
岡
卓
司
「
差
出
人
不
明
―
江
戸
川
乱
歩
「
人
間
椅
子
」
試
論
」（『
日
本

文
芸
論
稿
』
第
二
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

23

こ
の
よ
う
な
槐
多
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
は
、
浜
田
雄
介
「
村
山
槐
多
の
探

偵
小
説
江
戸
川
乱
歩
か
ら
の
視
点
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
三
一
巻
九
号
、
一
九

九
九
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

や
植
民
地
主
義
と
親
和
性
を
持
っ
た
雑
誌
と
し
て
の
『
武
侠
世
界
』
の
編

集
意
図
と
槐
多
テ
ク
ス
ト
を
密
接
に
連
関
さ
せ
る
枠
組
み
に
亀
裂
を
い
れ

る
も
の
と
な
り
得
よ
う
。
ま
さ
に
、
極
め
て
隠
微
な
形
で
掲
載
メ
デ
ィ
ア

を
読
み
替
え
る
よ
う
な
批
評
性
を
同
テ
ク
ス
ト
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。
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