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刺
激
的
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

　

こ
の
現
代
、
人
は
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
求
め
続
け
る
存
在
で
あ
り
、

生
き
る
意
味
を
つ
か
む
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
思
考
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
価
値
観
が
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
生
き
る
意
味
を
求
め
、
こ
の
世
界
で
自
分
が
為
す
べ
き
こ
と
を
発
見

し
、
他
者
と
と
も
に
生
き
て
い
く
。
そ
の
自
己
有
用
感
は
自
尊
感
情
に
連

な
り
、
い
ま
・
こ
こ
で
い
き
い
き
と
人
生
を
創
る
自
分
に
な
っ
て
い
く
、

…
…
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
、
ど
こ
か
で
思
い
込
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
言
う
「
生
き
る

こ
と
に
意
味
は
な
い
」
と
。

　

平
成
二
六
年
発
表
の
内
閣
府
に
よ
る
若
者
の
意
識
に
関
す
る
調
査（

（
（

で
は

「
私
は
、
自
分
自
身
に
満
足
し
て
い
る
」
に
対
し
て
、
肯
定
的
な
回
答

「
そ
う
思
う
／
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
」
は
四
五
，
八
％
、
否
定

的
な
回
答
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い
／
そ
う
思
わ
な
い
」
は

五
四
，
二
％
で
あ
っ
た
。
自
分
自
身
を
肯
定
的
に
捉
え
る
回
答
は
、
七
カ

国
中
、
日
本
の
次
に
少
な
い
韓
国
で
も
七
一
，
五
％
で
あ
り
、
否
定
的
な

回
答
の
方
が
多
い
の
は
日
本
の
み
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
極
端
に

低
い
自
尊
感
情
に
関
し
て
調
査
結
果
の
分
析
で

　
　
〔
紹
介
〕

矢
吹
省
司
著
『
生
き
る
こ
と
に
意
味
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
「
自
己
嫌
悪
」
か
ら
の
心
理
学

─
』高

山
実
佐
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日
本
の
青
年
の
自
尊
感
情
の
特
徴
と
は
、
長
所
や
主
張
性
と
い
っ
た

個
人
の
特
性
と
関
連
し
な
が
ら
も
、
他
者
に
と
っ
て
自
分
は
役
立
つ

存
在
で
あ
る
か
と
い
う
有
用
性
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
他
国
の
青
年
に
み
ら
れ
な
い
特
徴
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う（

（
（

。

と
い
う
指
摘
が
さ
れ
、
自
尊
感
情
と
自
己
有
用
感
と
の
関
連
に
日
本
の
青

年
の
特
徴
を
み
る
考
え
が
示
さ
れ
た
。
対
し
て
、
本
書
で
は
こ
う
し
た
意

識
・
自
尊
感
情
の
低
さ
を
、
自
己
嫌
悪
と
い
う
主
体
の
意
識
に
寄
り
添
い

な
が
ら
追
究
す
る
。「
自
己
嫌
悪
か
ら
の
心
理
学
」
と
、
生
き
る
意
味
を

追
究
し
続
け
る
こ
と
、
自
己
有
用
感
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体

に
、
果
た
し
て
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
問
い
直
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
１
章　

自
分
嫌
い
の
心
理
学

第
２
章　

 『
人
間
の
絆
』
を
読
む
─
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
「
生
き
る
こ
と

に
意
味
は
な
い
」
と
悟
る
ま
で

第
３
章　

 『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』
を
読
む
─
生
き
る
意
味
を
渇

望
す
る
危
険

第
４
章　

要
約
し
て
、
漱
石
に
依
拠
し
て
結
論
す
る

引
用
文
献

資
料
編　
『
自
分
』
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト

あ
と
が
き

　

矢
吹
氏
自
身
の
「
私
は
「
こ
の
自
分
」
が
好
き
で
は
な
い
、
嫌
い
だ
」

と
い
う
意
識
か
ら
、
で
は
、
大
学
生
は
「
自
分
に
つ
い
て
ど
ん
な
感
想
を

抱
い
て
い
る
の
か
？
」
を
調
査
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
、
東
京
近
郊
の

五
大
学
、
総
計
六
二
一
名
（
男
子
三
〇
九
名
、
女
子
三
一
二
名
（
の
協
力

に
よ
り
一
九
五
項
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
こ
の
結
果
に
つ
い
て

の
分
析
・
考
察
が
第
１
章
で
あ
る
。

　
《
自
分
が
嫌
い
》
に
「
当
て
は
ま
る
」
は
一
三
，
二
％
、「
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
当
て
は
ま
る
」
は
三
一
，
三
％
、
合
わ
せ
る
と
約
四
五
％
と
い
う

結
果
が
出
て
い
る
。
大
学
生
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
か
、
否
定
的

な
回
答
は
内
閣
府
調
査
よ
り
や
や
低
い
数
字
で
あ
る
が
、
や
は
り
約
半
数

の
学
生
が
自
分
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
本
書
で
は
こ
こ
か
ら
他
の
項

目
と
の
相
関
関
係
を
も
と
に
「
自
分
嫌
い
の
心
理
学
」
を
説
く
。《
自
分

が
嫌
い
》
と
正
の
相
関
関
係
に
あ
る
「
自
分
の
価
値
に
確
信
を
持
て
な
く

な
る
こ
と
が
あ
る
」「
罪
悪
感
を
感
じ
や
す
い
」
な
ど
の
八
三
項
目
を
、

そ
の
内
容
を
も
と
に
以
下
の
一
八
種
に
分
類
し
、
分
析
し
て
い
る
。
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①
乏
し
い
自
尊
感
情
、
②
悲
・
苦
・
不
安
、
③
死
に
傾
く
心
、
④
未

熟
感
、
⑤
孤
独
感
、
⑥
不
適
応
感
、
⑦
無
気
力
、
⑧
心
の
弱
さ
・
不

安
定
、
⑨
晴
ら
し
が
た
い
怒
り
、
⑩
悪
意
、
⑪
親
に
対
す
る
態
度
、

⑫
自
意
識
過
剰
、
⑬
恐
怖
心
、
⑭
近
代
的
自
我
、
⑮
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
混
乱
、
拡
散
、
⑯
生
き
が
い
が
な
い
、
⑰
生
き
る
こ
と
に
意

味
は
な
い
、
⑱
「
生
き
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
」
と
考
え
た
ほ
う
が

気
楽
で
い
い
と
思
っ
て
い
る

　

一
八
種
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

⑰
⑱
の
分
類
に
お
け
る
「
生
き
る
意
味
」
を
取
り
上
げ
る
。
ア
ウ
シ
ュ

ビ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
に
お
け
る
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
心
理
療

法
、「
自
分
を
必
要
と
し
て
い
る
子
ど
も
や
仕
事
」
に
し
っ
か
り
思
い
を

致
す
こ
と
で
自
己
の
存
在
意
義
を
知
り
、
生
き
る
こ
と
か
ら
降
り
な
い
、

と
し
た
、
か
の
『
夜
と
霧
』
の
場
面
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
「
圧
倒
さ

れ
る
」
と
し
つ
つ
、
著
者
は
正
反
対
の
「
生
き
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
」

と
い
う
考
え
方
を
提
示
す
る
。
現
代
の
、
生
き
る
意
味
を
実
感
す
る
こ
と

が
難
し
い
立
場
、「
生
き
る
意
味
の
不
明
に
苦
し
ん
で
い
る
」
人
に
ど
こ

ま
で
も
寄
り
添
い
、「
生
き
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に

馴
染
む
こ
と
で
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
事
実
に
注
目
す
る
。「
自
分
が
嫌

い
」
と
「
⑱
「
生
き
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
」
と
考
え
た
ほ
う
が
気
楽
で

い
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
の
相
関
係
数
は
〇
，
二
八
（
一
八
％
（
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
「
嫌
い
な
自
分
」
へ
の
慰
め
に
な
る
の

か
も
し
れ
な
い
、
と
想
像
し
つ
つ
、
実
は
、
生
き
る
意
味
を
求
め
な
い
と

こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
本
当
の
生
き
方
や
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
洞
察
し
て
い
る
。

　

第
２
章
で
は
こ
う
し
た
思
想
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
『
人
間
の
絆
』（
サ

マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
（
の
主
人
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
追
う
。

　

幼
児
に
両
親
を
亡
く
し
、
生
来
足
が
不
自
由
で
歩
行
困
難
で
あ
っ
た

フ
ィ
リ
ッ
プ
は
牧
師
の
伯
父
の
下
で
養
育
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
本
当
の

人
生
」
を
求
め
続
け
、
神
学
校
を
退
学
、
公
認
会
計
士
を
目
指
す
も
挫

折
、
志
し
た
画
業
も
断
念
し
、
最
後
に
父
と
同
じ
医
者
に
な
る
べ
く
医
学

校
に
入
学
す
る
。
が
、「
妖
婦
」
ミ
ル
ド
レ
ッ
ド
の
強
烈
な
呪
縛
「
人
間

の
絆
」
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
に
三
度
も
捨
て
ら
れ
、
ま
た
、
株
の
暴
落
に
よ

り
無
一
文
に
な
り
路
上
生
活
さ
え
経
験
す
る
。「
人
生
の
意
味
と
は
何
だ

ろ
う
か
？
」
と
問
い
続
け
る
中
で
、「
人
生
に
意
味
は
な
い
」、「
与
え
ら

れ
た
も
の
を
受
け
入
れ
る
、
た
だ
受
容
す
る
の
み
」
と
い
う
答
を
得
る
。

人
生
に
お
け
る
経
験
、
苦
痛
も
歓
喜
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
人
生
模
様
を
豊

か
に
彩
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
成
功
も
失
敗
も
そ
の
材
料
と
し
て

た
だ
受
容
す
る
の
み
、
と
悟
っ
た
こ
と
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
救
済
を
得
る
。



　　　　矢吹省司著『生きることに意味はない』─ 7（ ─

こ
の
よ
う
な
人
生
で
な
く
と
も
、
自
己
を
追
究
し
続
け
自
己
嫌
悪
か
ら
自

由
に
な
れ
ず
に
悩
み
な
が
ら
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
そ
も
そ
も
の
人

生
に
は
意
味
が
な
い
、
た
だ
受
容
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
悟
り
に
至
る

こ
と
は
大
き
な
救
い
に
な
る
は
ず
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

第
３
章
で
は
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』（
村
上
春
樹
（
の
、「
生
き
る

意
味
を
渇
望
す
る
」《
僕
》
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
「
一
人
っ
子
」
＝
問
題
児
と
見
ら
れ
る
中
、
そ
の
通
り
の
「
あ
ま
や
か

さ
れ
て
、
ひ
弱
で
、
お
そ
ろ
し
く
わ
が
ま
ま
だ
っ
た
少
年
」《
僕
》
は
同

じ
一
人
っ
子
の
女
性
に
強
烈
に
惹
か
れ
る
。
自
身
の
欠
落
を
埋
め
る
、
嘘

の
な
い
生
き
方
へ
の
渇
望
は
、
現
実
の
生
活
や
周
囲
の
人
を
傷
つ
け
損
な

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
過
去
に
決
定
的
に
傷
つ
け
た
女
性
の
、
未
だ
癒

え
ず
に
抱
え
る
果
て
し
な
い
「
虚
無
」
と
出
会
う
こ
と
で
、《
僕
》
は
現

実
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
生
き
る
意
味
を
求
め
、
自
身
の
欠
落
を
埋
め
る
こ

と
の
み
に
囚
わ
れ
る
人
生
は
生
活
の
実
感
か
ら
乖
離
し
、
現
実
を
見
失
う

こ
と
に
つ
な
が
る
。
意
味
と
虚
無
は
相
対
す
る
も
の
で
、
双
方
と
も
、
生

き
る
こ
と
の
一
面
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

第
４
章
で
は
、「
硝
子
戸
の
中
」（
夏
目
漱
石
（
よ
り
「
凡
て
を
癒
や
す

『
時
』
の
流
れ
に
従
っ
て
下
れ
」
を
挙
げ
、
人
類
の
一
人
と
し
て
と
に
か

く
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
も

「
生
き
る
意
味
」
を
重
視
す
る
フ
ラ
ン
ク
ル
の
心
理
療
法
で
人
は
本
当
に

救
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
。
そ
し
て
、
自
己
に
正
対
し
、
自
己
嫌

悪
を
持
た
ず
に
い
ら
れ
な
い
苦
悩
に
対
し
て
、
も
と
も
と
「
生
き
る
こ
と

に
意
味
は
な
い
」
と
つ
ぶ
や
く
こ
と
が
人
を
救
う
の
で
は
な
い
か
と
結
論

す
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
一
九
五
項
目
の
回
答
が
す
べ
て
円
グ

ラ
フ
で
示
さ
れ
、
一
覧
で
き
る
よ
う
整
理
さ
れ
て
い
る
。
新
聞
記
事
・
人

生
相
談
欄
・
小
説
か
ら
、
心
の
傾
向
・
人
が
ら
・
人
生
観
等
に
関
わ
る
こ

と
ば
を
単
語
と
し
て
蒐
集
し
作
成
し
た
質
問
項
目
で
あ
る
。
大
学
生
六
二

一
名
の
意
識
調
査
結
果
は
、
著
者
自
身
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
「
他
人
を

基
準
に
し
て
自
分
を
見
る
き
っ
か
け
、
自
分
を
知
る
手
段
に
な
る
」
貴
重

な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。　

　

本
書
は
「
意
味
は
な
い
」
か
ら
生
き
な
く
て
良
い
、
と
述
べ
て
い
る
の

で
は
な
い
。「
人
は
、
自
分
は
、
な
ぜ
生
き
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
凝

視
し
、
も
が
き
続
け
な
が
ら
自
己
の
生
き
る
意
味
に
苦
悩
し
続
け
る
こ
と

に
対
し
て
「
意
味
は
な
い
」
と
応
え
て
い
る
の
だ
。
現
実
の
中
で
生
き
続

け
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
一
途
に
模
索
し
続

け
、
自
身
の
内
面
を
隅
々
ま
で
検
証
し
詰
問
し
続
け
る
苦
悩
、
そ
の
結

果
、
現
実
か
ら
逃
れ
る
術
に
す
が
り
つ
き
、
自
己
嫌
悪
を
感
じ
ず
に
い
ら

れ
な
い
、
そ
う
し
た
不
自
由
な
「
生
き
る
こ
と
」
か
ら
の
解
放
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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（
Ａ
５
判
、
一
九
四
頁
、
オ
ク
ム
ラ
書
店
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
刊
、
定

価
二
四
〇
〇
円
＋
税
（

注（（
（
平
成
二
五
年
度
「
我
が
国
と
諸
外
国
の
若
者
の
意
識
に
関
す
る
調
査
」（
平
成
二

六
年
六
月
、
内
閣
府
（
一
三
歳
～
二
九
歳
を
対
象
に
七
カ
国
（
日
本
、
韓
国
、
ア

メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
よ
り
約
一
，
〇
〇
〇

サ
ン
プ
ル
を
回
収
し
て
い
る
。

（
（
（「
自
尊
感
情
と
そ
の
関
連
要
因
の
比
較
：
日
本
の
青
年
は
自
尊
感
情
が
低
い
の

か
？
」（
北
海
道
大
学
大
学
院
・
教
育
学
研
究
院
、
加
藤
弘
通
（


