
【
書
評
】

三
島
憲
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司
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司
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本
年
一
月
の
刊
行
と
同
時
に
数
多
く
の
書
評
に
取
上
げ
ら
れ
、
様
々

の
議
論
を
呼
ん
だ
本
書
に
就
て
屋
上
屋
を
架
す
が
如
き
論
評
を
敢
て
一
試

み
よ
う
と
す
る
の
は
、
大
方
の
厚
意
あ
る
評
価
に
も
関
は
ら
ず
本
書

の
真
価
が
必
ず
し
も
十
全
に
は
理
解
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
は
所
謂
『
ニ

l
チ
ェ
本
』

の
類
ひ
で
も
、
生
涯
や
思
想
の
安
直
な
概
説
書
で
も
な
い
。
言
葉
の
本

来
の
意
味
に
於
て
難
解
を
極
め
る
一
人
の
哲
人
を
真
正
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
情
念
の
書
で
あ
り
、
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
日
本
は
も
と
よ

り
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
ニ

l
チ
ェ
受
容
史
は
新
た
な
段
階
に
達
す
る
も

の
と
想
は
れ
る
。
少
く
と
も
本
書
は
、
「
ま
た
も
や
一
冊
ニ

l
チ
ェ
に

つ
い
て
の
本
!
」
と
一
五
ひ
棄
て
て
済
ま
さ
れ
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

本
書
の
著
者
、
二
一
島
憲
一
氏
に
就
て
改
め
て
蜜
言
を
費
す
の
は
本

来
な
ら
ば
不
遜
な
乙
と
に
相
違
な
い
。
い
や
し
く
も
日
本
の
ゲ
ル
マ
ニ

ス
ト
に
し
て
、
白
水
社
版
『
ニ

l
チ
ェ
全
集
』
に
於
け
る
氏
の
幾
っ
か

山
行
波
書
前

一
九
八
七
年
一
新
書
・
同
八

O
円
)

山

車
Jlよみ、

口

の
堅
実
な
訳
業
を
知
ら
ぬ
者
は
一
人
も
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

世
上
に
は
ド
イ
ツ
学
の
敵
が
ゐ
る
。
ひ
た
す
ら
ド
イ
ツ
系
の
思
想
や
文

化
を
憎
悪
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
生
き
る
教
養
人
な
る
者
が
ゐ
る
。
彼
等

の
存
在
は
、
哲
学
と
文
学
と
の
両
極
に
分
裂
し
自
己
閉
塞
に
陥
っ
て
ゐ

る
現
今
の
ド
イ
ツ
学
に
と
っ
て
は
寧
ろ
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
他

人
様
の
解
説
を
切
鮎
り
し
、
あ
げ
く
の
果
は
通
俗
小
説
の
粗
筋
を
書
い
て

ま
で
学
術
書
の
量
産
を
画
策
す
る
彼
等
に
は
、
三
島
氏
の
や
う
な
良
心

的
な
研
究
者
を
理
解
す
る
乙
と
は
至
難
の
業
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
乙

の
書
評
は
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
為
に
書
く
の
で
は
な
く
、
彼
等
ド
イ
ツ
学

の
敵
に
向
け
て
書
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
乙
で
予
め
著
者
、
三
島

氏
の
知
的
営
為
の
一
端
を
垣
間
見
て
お
く
方
が
良
か
ら
う
。

一
九
七

0
年
代
前
半
を
学
生
と
し
て
過
し
た
人
々
の
中
に
は
、
三
島

憲
一
氏
を
ナ
チ
ズ
ム
の
研
究
家
と
想
っ
て
ゐ
る
向
き
が
あ
る
や
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
些
か
一
面
的
な
見
方
で
あ
ら
う
。
確
か
に
、
三
島
氏
は

ヘ
ル
マ
ン
・
ラ
ウ
シ
ュ
ニ
ン
グ
著
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
革
命
』
(
筑
摩
書
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一
房
、
一
九
七
二
年
)
の
共
訳
者
の
一
人
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
は
ゐ
る
。

だ
が
、
狭
義
の
政
治
思
想
史
の
限
界
内
に
ご
一
島
氏
が
立
尽
し
て
ゐ
る

の
で
な
い
乙
と
は
、
例
へ
ば
「
生
活
世
界
の
隠
蔽
と
開
示
」
(
『
思
想
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
三
l
四
年
)
や
「
解
釈
学
の
現
在
」
(
『
理
想
』

第
六
二

O
号
理
想
社
、
一
九
八
五
年
)
の
や
う
な
氏
の
論
孜
を
一
読

す
る
だ
け
で
も
明
白
で
あ
ら
う
。
尤
も
、
三
島
氏
が
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ

ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
へ

l
ゲ
ル
と
い
っ
た
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
表
通
り

だ
け
の
歩
行
者
で
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
乙
と
そ
れ
自
体
は
極
め
て
重
要

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
精
神
史
が
、
そ
し
て
延
て
は
西
欧
近
代
の
成
立
そ
の

も
の
が
、
暴
寛
ひ
と
つ
の
「
分
裂
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
ふ
乙
と
、
そ

し
て
そ
の
乙
と
に
よ
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
一
元
的
な
世
界
か
ら
近

代
ド
イ
ツ
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
と
い
ふ
乙
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ

て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
(
そ
の
「
分
裂
」
は
遠
く
ル
タ
l
の
『
ク
リ
ス
ト

者
の
自
由
』
に
於
け
る
「
主
」
と
「
奴
」
の
分
離
に
端
を
発
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
「
分
裂
」
は
単
な
る
観
念
の
領
域
に
は
留
ま
ら
ず
、
現

実
生
活
に
於
け
る
栄
光
と
悲
惨
を
も
費
し
た
の
で
あ
る
。
)
へ
ル
ダ
l
リ

ン
や
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス
の
子
供
達
が
何
故
あ
の
ナ
チ
ズ
ム
の
蛮
行
に
走
っ

た
の
か
、
と
い
ふ
疑
念
が
三
島
氏
の
思
想
の
核
心
に
あ
る
乙
と
は
、
氏

が
担
当
す
る
放
送
大
学
の
講
座
「
ド
イ
ツ
の
言
語
文
化
」
を
受
講
し
た

者
に
は
分
明
な
乙
と
で
あ
ら
う
。
明
治
以
来
の
ド
イ
ツ
哲
学
の
紹
介
者

達
が
、
梢
も
す
る
と
ド
イ
ツ
精
神
史
の
光
輝
に
の
み
眼
を
奪
は
れ
、
そ

の
暗
黒
の
部
分
に
触
れ
る
こ
と
を
回
避
し
続
け
て
来
た
乙
と
を
想
ふ
と
、

氏
の
問
題
意
識
が
如
何
に
新
鮮
で
公
正
な
も
の
で
あ
る
か
が
分
ら
う
。

因
み
に
、
三
島
氏
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本

質
』
に
高
い
評
価
を
与
へ
て
ゐ
る
乙
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
(
『
図

書
』
岩
波
書
居
、
第
四
五
四
号
、
一
九
八
七
年
、
七
十
九
頁
。
)

さ
て
、
三
島
氏
が
純
学
術
的
な
専
門
書
で
は
な
く
、
本
書
『
ニ
l
チ

エ
』
の
や
う
な
入
門
書
風
の
書
物
を
著
す
の
は
単
独
執
筆
と
し
て
は
極
め

て
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ニ
1
チ
ェ
の
や
う
な
思
想
家
の
場
合
、
専
門
的

な
論
文
を
書
く
の
は
或
る
意
味
で
は
容
易
で
あ
る
が
、
乙
の
や
う
な
一

殻
向
け
の
読
物
に
仕
上
げ
る
困
難
は
並
み
大
抵
の
乙
と
で
は
な
い
で
あ

ら
う
。
一
見
す
る
と
カ
ン
ト
や
へ
i
ゲ
ル
に
比
べ
れ
ば
、
哲
学
に
抵
抗

を
感
ず
る
人
々
に
も
取
っ
つ
き
易
さ
う
に
想
へ
る
し
、
三
島
氏
自
身
さ

う
述
べ
て
ゐ
る
〈
本
書
、
四
頁
。
)
。
し
か
し
、
そ
の
取
っ
つ
き
易
さ
が
却

っ
て
障
碍
と
な
っ
て
、
カ
ン
ト
や
へ
l
ゲ
ル
に
比
し
て
甚
だ
恋
意
的
な
解

釈
を
許
し
て
来
た
嫌
ひ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
カ
ン
ト
の
場

合
、
旬
。

E
邑
r
m
gロ
何
回
号
冨
E
9旬
開
弔
問
安
島

R
g
z
g
a
の
や
う
な
比
較

的
理
解
し
易
い
論
著
が
あ
る
が
、
ニ

l
チ
ェ
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
や

う
な
作
品
が
見
出
し
難
い
と
い
ふ
こ
と
も
あ
ら
う
。
ド
イ
ツ
語
の
原
典

を
参
照
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
必
要
条
件
で
あ
っ
て
十
分
条
件
で
は
な
い
。

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
原
典
で
味
読
す
る
こ
と
三
十
数
固
に
及
ん
だ

中
村
草
田
男
の
如
き
も
、
そ
の
ニ

l
チ
ェ
解
釈
は
児
戯
に
類
す
る
も
の

で
あ
っ
た
し
、
か
の
文
豪
、
魯
迅
も
恐
ら
く
ナ
ウ
マ
ン
袖
珍
本
と
想
は
れ

る
同
書
の
原
典
を
参
照
し
た
形
跡
が
あ
る
が
、
終
生
社
会
ダ
l
ウ
イ
ニ
ズ
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ム
の
枠
内
で
し
か
ニ
l
チ
ェ
を
捉
へ
得
な
か
っ
た
。
(
そ
も
そ
も
書
名

に
し
て
か
ら
が
、
?
と

8
印刷当
S
S
P
3
S
S
H
3
2の
師
、

E
S
が
「
語

っ
た
」
で
は
な
く
「
言
っ
た
」
で
あ
る
と
い
ふ
ζ

と
さ
へ
氷
上
英
虞
訳

の
出
現
ま
で
大
多
数
の
日
本
人
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
)
本
書

『ニ

l
チ
ェ
』
は
思
索
者
ニ

l
チ
ェ
を
過
去
の
こ
の
や
う
な
不
幸
な
受
容

史
か
ら
解
放
し
、
社
会
思
想
史
上
の
文
脈
に
正
置
し
た
う
へ
で
ニ

l
チ

ェ
の
個
人
史
を
辿
り
な
が
ら
読
者
を
真
の
ニ
!
チ
ェ
理
解
へ
と
導
い
て

い
く
の
で
あ
る
。
本
書
を
貫
い
て
ゐ
る
の
は
、
ニ

l
チ
ェ
に
関
す
る
こ

れ
ま
で
の
誤
解
や
誤
読
、
と
い
ふ
よ
り
寧
ろ
仮
面
と
実
相
と
の
交
錯
に

よ
っ
て
不
可
避
と
な
っ
た
「
歪
ん
だ
理
解
」
か
ら
ニ

l
チ
ェ
を
掬
ひ
上

げ
、
救
ひ
出
さ
う
と
す
る
著
者
の
パ
ト
ス
で
あ
る
。
叙
述
の
仕
方
も
予

備
知
識
な
し
で
も
理
解
出
来
る
や
う
に
配
慮
さ
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
学
問

的
な
厳
密
さ
が
損
は
れ
て
ゐ
な
い
の
は
見
事
と
云
ふ
他
な
い
。
例
へ
ば
、

本
書
の
第
二
章
は
ゲ
l
テ
と
ニ

l
チ
ェ
と
の
対
比
で
始
っ
て
ゐ
る
が
、

日
本
で
は
通
常
「
文
学
者
」
と
し
て
片
付
け
ら
れ
が
ち
な
ゲ
l
テ
を
正

面
か
ら
取
上
げ
て
ゐ
る
点
な
ど
、
か
の
カ
l
ル
・
レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
大

著
『
へ
i
ゲ
ル
か
ら
ニ

l
チ
ェ
へ
』
(
次
号
-
F
c
g
F
F・刷、。=同品-一冊目

NR
沼
市
立
R
宮
-
N
v
q
z
g
E江
S
除
耳
切

Y
R
n
v
s
b
S
F
S
号
的
措

缶
、
苦
言
お
札
両
立
P
昌
吉
)
の
冒
頭
ゲ
l
テ
と
へ

l
ゲ
ル
と
の
関
連
が

扱
は
れ
て
ゐ
た
箇
所
を
訪
線
さ
せ
る
。
(
念
の
為
付
言
す
る
と
、
「
ゲ
ー

テ
と
へ

l
ゲ
ル
」
と
は
け
っ
し
て
些
細
な
問
題
で
は
な
い
。
)
他
に
も
例

へ
ば
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
へ
の
所
を
得
た
言
及
な
ど
凡
百
の
ニ
l
チ
ェ
入
門
書
の

追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
の
『
モ

モ
』
(
冨
芯
宮
丘
一
回
忌
0

・足。司、
5
・
E
4
3
の
冒
頭
部
分
の
紹
介
(
本
書
、

八
十
二
頁
。
)
な
ど
か
ら
も
哲
学
的
素
養
と
文
学
的
感
性
と
を
併
せ
持
つ

著
者
の
見
識
の
高
さ
が
伺
は
れ
る
。
(
因
み
に
、
三
島
氏
は
「
啓
蒙
と

反
啓
蒙
と
の
は
ざ
ま
で
」
と
題
す
る
今
村
仁
司
氏
と
の
対
談
で
も
ミ
ヒ

ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
に
言
及
し
て
ゐ
る
。
「
現
代
思
想
』
第
十
四
巻
第
十

一
号
、
青
土
社
、
一
九
八
五
年
、
二
百
八
頁
。
)

と
こ
ろ
で
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
成
立
を
巡
る
問
題
が
ニ

l
チ
ェ
理

フ
イ
ロ
ロ
ギ

1

7

イ

解
の
鍵
で
あ
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
従
来
の
「
文
献
学
か
ら
哲

ロ
ゾ
フ
イ
i

学
へ
」
と
い
っ
た
単
線
的
な
理
解
で
は
ニ

l
チ
ェ
の
時
代
批
判
の
持
つ

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
全
く
見
え
て
は
来
な
か
っ
た
。
ニ

l
チ
ェ
の
か
か
る

転
換
は
、
近
代
の
歴
史
認
識
か
ら
歴
史
そ
れ
自
体
を
救
済
す
る
為
に

「
原
典
と
は
畢
寛
一
個
の
観
念
で
は
な
い
か
」
(
西
尾
幹
二
)
と
い
ふ
恐

る
べ
き
、
し
か
し
真
実
の
調
察
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
乙
と
に
他
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
文
献
学
」
と
「
哲
学
」
と
の
二
者
択
一
と
し

て
片
付
け
ら
れ
る
?
つ
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
は
一
種
へ

l
ゲ
ル
的
な
色
調
を
帯
び
た
事
態
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
ど
乙
ろ

か
、
へ

l
ゲ
ル
的
な
も
の
に
よ
る
へ

l
ゲ
ル
の
克
服
が
企
図
さ
れ
て
ゐ

た
と
さ
へ
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
本
書
の
枢
軸
を
な
す
テ
オ
ド
l
ル
・
ア

ド
ル
ノ
と
マ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
I
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
三
島

氏
に
よ
る
援
用
が
光
彩
を
放
っ
て
ゐ
る
理
由
の
一
つ
は
そ
乙
に
あ
る
。

さ
て
本
書
の
や
う
な
稀
に
み
る
良
書
に
も
、
疑
問
点
や
不
満
な
箇
所
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が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
。
書
評
に
於
け
る
礼
犠
と
し
て
そ
れ
ら
に
も
触

れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
拍
手
で
は
な
く
批

判
で
あ
ら
う
か
ら
。
先
づ
、
ニ

i
チ
ェ
に
於
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
で

あ
る
。
著
者
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
解
釈
そ
の
も
の
は
文
言
の
う
へ
か

ら
は
全
く
正
し
い
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
(
と
い
ふ
乙
と
は
延
い

て
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
記
述
者
と
し
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
)
「
理
性
」
そ
の
も

の
に
対
し
て
ニ

l
チ
ェ
が
果
し
て
然
程
否
定
的
な
評
価
し
か
与
へ
て
ゐ

な
か
っ
た
ら
う
か
、
と
い
ふ
疑
問
が
残
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
へ

の
ニ

l
チ
ェ
の
讃
美
を
顧
慮
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら

の
離
反
」
白
ロ

g
o
r
E
C
E∞E
口
問
)
乙
そ
が
ニ

l
チ
ェ
に
と
っ
て
「
超
克

さ
る
べ
き
」
近
代
人
の
姿
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ら
う
か
。
そ
れ
は
ソ

ク
ラ
テ
ス
川
プ
ラ
ト
ン
の
「
理
性
」
を
近
代
合
理
主
義
の
「
理
性
ヤ
」
等
置
し

て
よ
い
の
か
と
い
ふ
疑
問
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
疑
問
が
あ
れ
ば
乙
そ
、

『
悲
劇
の
誕
生
』
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
仮
託
し
て
実
は
近
代
ド
イ
ツ
の
根

源
的
批
判
を
行
っ
た
書
な
の
だ
、
と
い
ふ
見
方
も
成
立
す
る
の
で
あ
る

が
、
本
書
一
で
は
乙
れ
ら
二
つ
の
「
理
性
」
が
同
じ
言
葉
で
語
ら
れ
る
た

め
多
少
の
唆
昧
さ
が
残
っ
た
感
が
あ
る
。
次
に
、
本
書
第
六
章
か
ら
第

八
章
に
か
け
て
「
力
へ
の
意
志
」
「
永
遠
回
帰
」
「
超
人
」
と
い
っ
た

主
要
な
概
念
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
概
念
に
就
て
は
極
め

て
分
り
易
い
書
き
方
が
為
さ
れ
て
ゐ
る
に
も
闘
は
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
概

念
相
互
の
関
係
が
今
一
つ
明
瞭
に
見
て
取
れ
な
い
怨
み
が
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
の
哲
学
が
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
か
ら
成
る
体
系
」
〈
レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
)

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
個
々
の
概
念
相
互
の
脈
絡
乙
そ
が
重
要

な
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
ま
た
、
第
九
章
の
「
ニ

l
チ
ェ
以
後
」
で

は
ニ

I
チ
ェ
乙
そ
現
代
の
諸
々
の
思
想
の
産
み
の
親
な
の
だ
と
い
ふ
乙

と
が
余
り
強
調
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
な
印
象
を
受
け
た
。
所
謂
「
ポ
ス

ト
・
モ
ダ
ン
」
に
言
及
す
る
く
ら
ゐ
な
ら
ブ
l
パ
ー
や
ピ
カ
l
ト
や
オ

ル
テ
ガ
に
触
れ
て
頂
き
た
か
っ
た
。
或
い
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ

ー
が
『
ホ
モ
・
ル

l
デ
ン
ス
』
な
ど
と
云
ひ
出
す
背
景
に
ニ

l
チ
ェ
の

∞
三
己
が
あ
っ
た
と
い
ふ
乙
と
の
方
が
遥
か
に
重
い
意
味
を
有
し
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
ア
ド
ル
ノ
や
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ

l
や
ハ

l
パ
1
マ
ス
と
い
ふ
云
は
ば
表
通
り
の
思
想
家
だ
け

で
な
く
、
例
へ
ば
責
任
論
を
軸
と
し
て
独
自
な
ニ
l
チ
ェ
解
釈
を
行
っ

た
ゲ
オ
ル
ク
・
ピ
ヒ
ト
の
や
う
な
思
索
者
に
も
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ

っ
た
や
う
に
想
ふ
。
尤
も
、
本
書
の
や
う
な
入
門
書
と
し
て
の
枠
内
で
そ

れ
ら
を
要
求
す
る
乙
と
自
体
が
無
理
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
寧
ろ
そ
の
制

約
の
中
で
ζ
の
偉
業
を
架
さ
れ
た
著
者
の
労
を
こ
そ
多
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
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《
追
記
》
(
一
)
本
文
で
触
れ
た
乙
と
と
も
関
連
す
る
が
、

チ
ェ
の
「
大
い
な
る
正
午
」
主
将

m
S
F
z
z
g
m
}
と
い
ふ
概
念
が
プ

ラ
ト
ン
の
「
洞
窟
の
比
輸
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
乙
と
は
、

哲
学
史
の
寧
ろ
初
歩
的
な
知
識
に
属
す
忍
o-

す
な
は
ち
、
「
大
い
な
る

正
午
」
と
は
「
影
」
(
直
接
意
識
の
虚
偽
性
)
が
消
失
す
る
地
点
を
示

し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
「
永
遠
回
帰
」
の
思
想
史
上
の
意
義
は
、



乙
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
成
果
た
る
「
大
い
な
る
正
午
」
を
「
北
月
世
界
」

か
ら
救
済
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
っ
た
と
云
へ
る
。
三
島
氏
の
「
力
へ

の
意
志
」
と
「
永
遠
回
帰
」
と
の
関
係
に
就
て
の
指
摘
に
は
見
る
べ
き

も
の
も
あ
る
が
、
乙
の
点
の
理
解
を
暖
昧
に
済
ま
せ
る
な
ら
ば
、
ハ
ン

ナ
・
ア
レ
ン
ト
風
の
云
ひ
方
で
「
歴
史
と
論
理
と
の
混
同
」
と
で
も
云

ふ
べ
き
も
の
に
終
始
す
る
危
険
が
あ
る
。

《
追
記
》
つ
己
さ
う
し
た
見
方
は
哲
学
屋
の
ニ

l
チ
ェ
理
解
で
あ

っ
て
、
文
学
的
ニ

l
チ
ェ
像
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
者
が
万

が
一
に
も
ゐ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
ニ

l
チ
ェ
に
限
ら
ず
、
文
学
研
究

が
哲
学
か
ら
離
れ
て
独
立
自
存
し
得
る
と
す
る
根
拠
な
ど
有
る
訳
が
な

い
と
応
へ
る
他
あ
る
ま
い
。
同
様
に
、
哲
学
に
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
」
と

「
ド
イ
ツ
哲
学
」
の
二
種
類
が
有
る
と
想
っ
て
ゐ
る
や
う
な
愚
か
者
は
自

ら
の
専
門
主
義
の
壁
の
中
で
窒
息
す
る
が
良
か
ら
う
。
と
ま
れ
、
ド
イ

ツ
学
の
敵
た
る
昨
今
の
比
較
文
学
徒
こ
そ
、
本
書
の
や
う
な
良
書
を
熟

読
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
。
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八
追
記

V
(三
)
本
年
十
月
に
刊
行
さ
れ
た
藤
原
保
信
他
編
著
『
ハ

l
パ

l
マ
ス
と
現
代
』
(
新
評
論
)
の
第
一
章
を
な
す
「
芸
術
に
よ
る

反
抗
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
|
|
ニ
l
チ
ェ
と
ハ
l
パ
l
マ
ス
|
|
」

は
三
島
氏
の
執
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
関
心
の
有
る
方
に
は
併
読

を
お
奨
め
す
る
。




