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「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
文
学
」
と
い
う
テ
エ
マ
が
僕
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
僕
は

「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
文
学
」
な
ど
と
い
う
け
ち
く
さ
い
取
る
に
足
ら
ぬ
問
題
に
つ
い
て
、
口
角
泡
を
飛
ば

し
て
喋
る
ほ
ど
閑
人
で
も
な
け
れ
ば
、
物
好
き
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
も
っ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
文
学
の
本
質
的
問
題
が
沢
山
あ
り
ま
す
し
、
だ
い
い
ち
、
日
本
に
は
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
文
学
な
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
エ
ロ
文
学
な
ん
て
、
い
や
ら
し
い
言
葉
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
誰
も
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
か
エ
ロ
文
学
な
ん
て
言
葉
は
、
た
だ
文
学
を
公
式
的
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
一
部
の
批

評
家
の
文
章
の
中
に
出
て
い
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
言
葉
を
流
行
さ
せ
た
の
は
実
は
彼
等
の
評

論
な
の
で
す
。
彼
等
は
い
わ
ゆ
る
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
文
学
を
攻
撃
す
る
文
章
を
極
め
て
真
面
目
な
表
情
で

書
い
て
お
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
彼
等
の
文
章
を
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
彼
等
の
使
っ
て
い
る
エ
ロ
文
学

だ
と
か
性
の
欲
求
だ
と
か
性
生
活
だ
と
か
い
う
言
葉
が
ど
ぎ
つ
い
感
じ
で
迫
っ
て
来
て
、
妙
な
逆
効
果
を

現
わ
し
ま
す
。
逆
説
的
に
い
え
ば
、
彼
等
の
評
論
こ
そ
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
評
論
で
は
な
い
か
　
　
な
ど
と
い

う
揚
足
取
り
を
、
ま
さ
か
僕
は
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
体
に
於
て
、
公
式
的
に
も
の
を
考
え
、
公
式

的
な
文
章
を
書
く
人
の
言
葉
づ
か
い
は
、
科
学
的
か
医
学
的
か
政
治
的
か
何
だ
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
随
分

生
硬
で
ど
ぎ
つ
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。
そ
う
で
し
ょ
う
…
…
？
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言
葉
と
い
え
ば
、
「
猫
も
杓
子
も
」
云
々
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
頃
出
来
た
言
葉
か
知
り
ま

せ
ん
が
、
日
本
人
が
こ
し
ら
え
た
言
葉
の
中
で
は
、
な
か
な
か
独
創
性
に
富
ん
だ
い
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

表
現
　
　
つ
ま
り
言
い
現
わ
し
方
そ
の
も
の
が
独
創
性
に
富
ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
猫
も
杓
子
」

云
々
と
い
う
言
葉
の
内
容
自
身
が
、
人
間
と
い
う
も
の
は
独
創
的
で
な
く
っ
ち
ゃ
い
か
ん
、
不
和
雷
同
す

る
な
、
人
の
言
っ
た
こ
と
や
、
し
た
こ
と
の
真
似
を
す
る
と
嗤
わ
れ
る
ぞ
　
　
と
い
う
、
い
わ
ば
独
創
の

宣
伝
み
た
い
な
意
味
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
「
猫
も
杓
子
」
も
云
々
と
い
う
よ
う
な
、

こ
ん
な
独
創
的
な
言
葉
を
発
明
し
た
日
本
ほ
ど
、
実
は
猫
に
な
り
た
が
り
、
杓
子
に
な
り
た
が
る
人
間
の

多
い
国
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
全
く
皮
肉
極
ま
る
話
で
、
い
や
、
実
に
お
話
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
み
な
さ
ん
は
、
日
本
を
敗
戦
国
に
し
た
の
は
、
軍
閥
と
官
僚
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
猫
と
杓
子
が
日
本
を
こ
ん
な
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
猫
と
杓
子
が
寄

っ
て
た
か
っ
て
、
戦
争
だ
、
玉
砕
だ
、
そ
う
だ
そ
う
だ
、
賛
成
だ
賛
成
だ
、
非
国
民
だ
な
ど
と
、
わ
い
わ

い
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、
日
本
は
負
け
、
そ
し
て
亡
び
か
け
た
の
で
す
。

　
猫
で
あ
り
、
杓
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
自
分
の
頭
で
も
の
を
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
悪
癖
　
　
つ
ま
り
悪
い
癖
で
あ
り
ま
し
て
、
す
ぐ
他
人
の
頭
で

も
の
を
考
え
た
が
る
。
俗
に
「
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
」
と
い
い
ま
す
が
、
あ
ん
ま
り
他
人
の
頭
ば
か
り
借
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り
て
も
の
を
考
え
た
り
、
喋
っ
た
り
、
書
い
た
り
し
て
お
り
ま
す
と
、
し
ま
い
に
は
鰯
の
頭
ま
で
借
り
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
い
や
、
僕
は
冗
談
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
真
面
目
に
言
っ
て
い
る

の
で
す
。

　
他
人
の
頭
で
も
の
を
考
え
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
他
人
の
着
物
を
借
り
て
ま
る
で
自
分
の
着
物
の
よ

う
な
顔
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
い
か
え
れ
ば
思
想
の
借
着
で
あ
り
ま
す
。
人
類
は
じ
ま
っ
て
以
来
、

多
く
の
天
才
は
僕
ら
が
借
り
る
べ
き
多
く
の
着
物
を
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。
僕
ら
は
借
着
に
こ
と
を
欠
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
借
着
を
す
れ
ば
、
手
間
が
は
ぶ
け
て
損
料
を
払
う
だ
け
で
モ
ー
ニ
ン
グ
だ
と
か
紋
附

だ
と
か
一
応
も
っ
と
も
ら
し
く
立
派
に
見
え
ま
す
。
苦
心
惨
澹
し
て
、
手
織
り
の
み
す
ぼ
ら
し
い
貧
弱
な

着
物
を
着
て
い
る
よ
り
は
、
ど
う
も
昔
の
着
物
の
方
が
立
派
に
は
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
い
ち
天
才

が
残
し
て
く
れ
た
も
の
で
す
か
ら
ね
。
し
か
し
い
く
ら
敗
戦
し
て
焼
け
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
せ
め
て
思

想
の
借
着
だ
け
は
し
た
く
な
い
も
の
で
す
。
自
分
で
考
え
た
こ
と
を
、
自
分
の
言
葉
で
語
り
た
い
も
の
で

す
。
す
く
な
く
と
も
文
学
者
と
い
う
も
の
は
猫
で
も
杓
子
で
も
な
い
の
で
す
か
ら
、
世
間
の
常
識
と
か
定

説
、
オ
イ
ソ
ド
ッ
ク
ス
、
最
大
公
約
数
的
な
意
見
、
公
式
、
規
格
品
、
標
準
、
権
威
　
　
そ
う
い
っ
た
も

の
を
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
世
の
風
潮
に
乗
っ
て
い
る
思
想
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
頭
で
自
分
が
納
得
で
き

る
ま
で
疑
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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例
え
ば
、
今
日
、
古
い
日
本
は
亡
び
て
、
天
皇
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
権
威
に
対
す
る
挑
戦
　
　

と
い
い
ま
す
か
、
つ
ま
り
疑
問
の
提
出
が
活
発
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
文
学
の
上
で
は
権
威
へ

の
挑
戦
が
殆
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
以
後
い
ま
だ
百
年
も
た
っ
て
い
な
い
の
に
、
多
く
の
大
家

が
文
豪
と
称
せ
ら
れ
、
古
典
の
仲
間
入
り
を
し
て
、
文
学
の
祭
壇
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
人
た
ち
の

片
言
隻
句
は
ま
る
で
文
学
の
神
様
の
よ
う
な
権
威
を
与
え
ら
れ
て
、
大
正
昭
和
の
文
学
を
指
導
し
て
来
ま

し
た
。
が
、
果
し
て
こ
れ
ら
の
大
家
た
ち
の
作
品
が
最
高
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
藤
村
先
生
の
文

学
、
徳
田
秋
声
先
生
の
文
学
、
志
賀
直
哉
さ
ん
の
文
学
な
ど
は
、
日
本
的
な
小
説
伝
統
の
限
り
で
は
、
立

派
な
も
の
で
あ
り
、
最
高
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
近
代
小
説
へ
の
道
に
苦
労

し
て
い
る
若
い
作
家
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
学
伝
統
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
プ
ラ
ス
的
影
響
を
与
え

て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
僕
は
こ
と
さ
ら
に
奇
嬌
な
言
を
弄
し
て
、
先
輩
大
家
の
文
学
を
否
定
し
よ
う
と

す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
僕
の
い
い
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
文
学
、
つ
ま
り
、
末
期
の
眼
を
最

高
の
眼
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
年
輪
的
な
心
境
の
完
成
を
目
指
し
た
文
学
を
、
最
高
の
文
学
的
権
威
と
す
る

文
壇
の
定
説
が
、
変
な
言
い
方
で
す
が
、
い
わ
ば
文
壇
進
歩
党
の
旗
印
み
た
い
に
な
っ
て
、
古
い
日
本
の

も
の
の
考
え
方
や
伝
統
や
権
威
を
疑
っ
て
み
て
、
新
し
い
近
代
を
打
ち
樹
て
よ
う
と
す
る
今
日
も
な
お
、

多
く
の
心
酔
者
を
得
、
模
倣
者
や
亜
流
を
作
っ
て
は
び
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
果
し
て
幸
福
な
現
象
か
不

6猫と杓子について



幸
な
現
象
か
と
い
う
こ
と
を
、
言
い
た
い
の
で
す
。
こ
の
人
た
ち
の
文
学
は
そ
れ
ぞ
れ
出
現
当
時
は
新
し

い
も
の
で
し
た
。
立
派
な
も
の
で
し
た
。
今
日
も
立
派
で
す
。
作
家
と
し
て
も
尊
敬
に
値
す
る
人
た
ち
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
人
た
ち
の
辿
り
つ
い
た
道
か
ら
出
発
し
て
、
第
二
の
藤
村
、
第
二
の
秋
声
、
第
二
の

志
賀
直
哉
を
作
る
こ
と
は
、
も
は
や
今
日
無
必
要
な
努
力
で
あ
り
ま
す
。
日
本
は
敗
戦
し
ま
し
た
。
過
去

の
日
本
は
亡
び
ま
し
た
。
す
べ
て
は
新
し
い
近
代
に
向
っ
て
進
も
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本

の
文
章
は
少
し
も
変
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
文
壇
の
権
威
も
昔
の
ま
ま
で
す
。
文
章
の
句
読
点
の
切
り
方
す

ら
変
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
お
か
し
い
こ
と
で
す
。

　
正
倉
院
の
御
物
の
公
開
が
あ
る
と
、
何
十
万
と
い
う
人
間
が
猫
も
杓
子
も
満
員
の
汽
車
や
電
車
に
乗
り
、

死
に
物
ぐ
る
い
で
、
奈
良
に
到
着
し
て
、
息
も
絶
え
だ
え
に
な
っ
て
、
御
物
を
拝
見
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
ま
こ
と
に
そ
れ
も
結
構
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
僕
は
死
に
物
ぐ
る
い
の
眼
に
会
う
こ
と
も

猫
に
な
る
こ
と
も
杓
子
に
な
る
こ
と
も
嫌
い
で
す
か
ら
、
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
と
い
う
フ
ラ
ン

ス
の
新
し
い
作
家
の
小
説
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
。
「
世
界
文
学
」
と
い
う
翻
訳
専
門
の
雑
誌
の
十
月
号

に
の
っ
た
「
水
い
ら
ず
」
と
い
う
小
説
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
小
説
は
日
本
文
壇
に
と
っ
て
の
新
し
い
戦

慄
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
僕
は
ま
ァ
思
い
ま
し
た
。
日
本
の
文
学
は
結
局
生
活
の
総
決
算
の
文
学

で
あ
り
、
人
間
を
描
い
て
も
、
結
局
心
境
の
あ
り
の
ま
ま
を
描
く
だ
け
で
す
が
、
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
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ル
ト
ル
の
こ
の
「
水
い
ら
ず
」
と
い
う
小
説
は
人
間
の
可
能
性
を
描
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
、
サ
ル
ト

ル
の
提
唱
し
て
い
る
エ
グ
ジ
ス
タ
ン
シ
ア
リ
ス
ム
　
　
つ
ま
り
実
存
主
義
は
、
戦
後
の
混
乱
と
不
安
の
中

に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
一
つ
の
思
想
的
必
然
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
文
学
こ
そ
、
新
し
い
近
代
小
説
へ

の
道
に
努
力
せ
ん
と
し
て
い
る
僕
ら
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
刺
戟
す
る
も
の
で
、
よ
し
ん
ば
僕
ら
が
も

っ
て
い
る
日
本
的
な
文
学
教
養
は
志
賀
さ
ん
や
秋
声
の
文
学
の
方
を
サ
ル
ト
ル
よ
り
も
気
品
高
し
と
す
る

に
せ
よ
、
僕
は
や
は
り
サ
ル
ト
ル
を
み
な
さ
ん
に
す
す
め
た
い
。

　
そ
し
て
、
僕
は
近
代
小
説
は
結
局
日
本
の
伝
統
小
説
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
考
え
の
下
に
、
よ
し

ん
ば
二
流
三
流
五
流
に
終
る
と
も
、
猫
で
も
杓
子
で
も
な
い
独
自
の
小
説
を
書
い
て
行
き
た
い
と
、
日
夜

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
エ
ロ
だ
と
か
マ
ル
ク
ス
だ
と
か
、
眼
を
向
い
て
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
て
い
る
暇
は

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
文
学
に
つ
い
て
」
と
い
う
課
題
で
僕
は
言
い
た
い
山
ほ

ど
の
中
で
、
一
番
い
い
た
い
こ
と
で
す
。
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