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マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
、
い
か
に
も
取
り
合
わ
せ
の

悪
い
こ
れ
ら
二
項
の
関
係
を
本
稿
が
問
題
化
す
る
の
は
、
平
林
初
之
輔
の

以
下
の
三
つ
の
言
葉
を
契
機
と
す
る
。

ポ
ー
や
ヴ
エ
ル
レ
イ
ヌ
の
や
う
な
デ
カ
ダ
ン
の
詩
人
は
た
だ
現
実

に
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
て
頽
廃
し
外
道
に
落
ち
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
［
…
］

彼
等
は
現
実
に
反
逆
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

「
反
抗
的
精
神
と
文
芸
」
（
「
サ
ン
エ
ス
」
大
（
・
（1
）

崩
壊
は
崩
壊
で
あ
り
、
頽
廃
は
頽
廃
で
あ
る
。
頻マ

マ

廃
の
後
に
新
し
い

も
の
が
生
れ
る
と
し
て
も
頽
廃
そ
れ
自
身
は
新
し
い
も
の
で
は
な

い
。

「
婦
人
の
享
楽
的
傾
向
」
（
「
婦
人
公
論
」
大
（（
・
（（
）

か
つ
て
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
や
う
な

政
治
的
価
値
の
な
い
、
若
く
は
反
価
値
の
あ
る
た
い
廃
的
な
作
家
の

作
品
の
も
つ
芸
術
的
な
み0

力
に
も
打
た
れ
る
と
い
つ
た
［
…
］
／
私

と
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
傾
向
を
決
し
て
お

う
歌
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
た
ゞ
こ
れ
等
の
作
品
の
も
つ
芸
術
的

な
も
の
に
打
た
れ
る
と
い
つ
た
ま
で
ゝマ

マ

あ
る

「
文
芸
時
評
（
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
（
・
8
・
（
）

　

こ
れ
ら
三
つ
の
評
論

―
反
現
実
と
し
て
の
「
デ
カ
ダ
ン
」
に
対
す
る

肯
定
、
「
頽
廃
」
に
対
す
る
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
否
定
、
「
た
い
廃
派
」
作
品

の
部
分
的
評
価

）
（
（

―
の
間
に
横
た
わ
る
差
異
を
、
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
「
種

蒔
く
人
」
へ
、
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
〈
内
な
る
外
部
〉
へ

）
（
（

、

と
い
う
平
林
初
之
輔
の
文
学
的
足
跡
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
ま

ず
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
溝
か
ら
す
く
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
一
人
の
文
学
者
の
主
義
変
更
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。

　

明
治
三
十
年
以
降
、
日
本
に
移
入
さ
れ
た
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
の
概
念
は
、

時
代
の
変
遷
と
と
も
に
意
味
の
振
幅
を
持
ち
な
が
ら
も
、
現
在
ま
で
残
存

し
て
い
る
。
し
か
し
、
尹
相
仁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
初
期
に
は
積

極
的
な
効
果
を
認
め
ら
れ
て
い
た
同
概
念
は

）
（
（

、
い
つ
し
か
忌
避
す
べ
き
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
稿
者
の
考
え
で
は
、
そ
の
否
定
的

「
頽
廃
」
の
価
値

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
に
お
け
る
／
ま
た
は
平
林
初
之
輔
の
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉

福
岡
弘
彬
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評
価
が
日
本
近
代
文
学
史
上
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文

学
運
動
に
お
け
る
評
価
軸
に
よ
る
。
「
唯
物
史
観
」
に
お
い
て
、
〈
デ
カ
ダ

ン
ス
〉
は
超
克
さ
れ
る
べ
き
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
「
頽
廃
」
と
し
て
判
を

押
さ
れ
、
同
じ
く
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
〈
モ
ダ
ン
〉=

〈
終
末
の
時
間
〉

と
、
ひ
と
し
な
み
に
処
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
生
涯
を
通
じ
て
、
「
デ
カ
ダ
ン
」
や
「
頽
廃
」
を
多
様
に
評
価

し
た
平
林
初
之
輔
は
、
如
上
の
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
概
念
の
変
遷
を
体
現

し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
可
能
と
し
た
者
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
平
林

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
「
頽
廃
」
の
〈
潜
勢

力
〉
を
感
知
し
た
、
希
有
な
存
在
で
も
あ
る
。
「
進
歩
史
観
」
と
「
頽
廃
」

の
間
で
引
き
裂
か
れ
る
彼
が
、
自
覚
的
に
そ
の
力
を
考
察
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
事
態
は
記
憶
さ
れ
て
も
い
い
。
以
下
本
稿
は
、

平
林
初
之
輔
の
「
デ
カ
ダ
ン
」
や
「
頽
廃
」
評
価
を
、
思
想
的
背
景
の
考

察
や
時
代
的
文
脈
と
の
比
較
を
通
し
て
、
横
断
的
に
検
証
す
る
こ
と
で
明

ら
か
に
し
つ
つ
、〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
の
文
学
史
的
研
究
の
一
端
を
試
み
た
い
。

一
、
「
反
抗
」
と
し
て
の
「
デ
カ
ダ
ン
」

　

文
芸
評
論
家
・
平
林
初
之
輔
が
そ
の
初
期
に
お
い
て
ロ
マ
ン
主
義
的
認

識
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
現
在
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
渡
辺
和
靖

が
述
べ
る
よ
う
に
、
平
林
は
「
「
自
由
主
義
」
と
し
て
の
、
「
現
状
打
破
」

と
し
て
の
、
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
否
定
と
し
て
の
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
」
を

提
唱
し
、
そ
れ
は
「
当
時
文
壇
の
主
流
を
な
し
て
い
た
「
自
然
主
義
」
」

を
射
程
と
し
て
い
た

）
（
（

。
現
状
を
徹
底
し
て
否
定
し
、
「
現
実
」
の
裏
面
に

あ
る
「
真
理
」
へ
と
到
達
す
る
こ
と
の
必
要
を
説
く
、
時
に
過
激
な
平
林

の
理
論
か
ら
は
、
硬
化
し
た
文
壇
へ
の
苛
立
ち
が
あ
り
あ
り
と
見
て
と
れ

る
。

　

「
デ
カ
ダ
ン
」
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
「
反
抗
的

精
神
と
文
芸
」
（
「
サ
ン
エ
ス
」
大
（
・
（1
）
は
、
こ
の
時
期
の
平
林
に
お
け

る
代
表
的
な
論
説
で
あ
る
。
「
反
抗
的
精
神
は
芸
術
活
動
の
原
動
力
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
か
た
く
信
じ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
自

身
の
立
場
表
明
か
ら
は
じ
ま
る
当
論
で
は
、
「
反
抗
的
精
神
」
が
文
芸
を

革
新
し
て
き
た
西
欧
「
近
代
文
学
史
」
が
素
描
さ
れ
た
後
、
「
常
識
」
を

維
持
し
続
け
る
「
現
代
」=

「
自
然
主
義
時
代
」
の
日
本
文
学
が
批
判
さ

れ
る
。
論
の
中
で
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
る
現
状
打
破
へ
の
意
志

―
。「
デ

カ
ダ
ン
」
は
、
そ
の
「
反
抗
」
の
方
途
の
一
つ
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に

提
示
さ
れ
て
い
る
。

自
然
主
義
、
現
実
主
義
、
必
至
主
義
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
起
つ

た
反
抗
運
動
を
大
体
に
於
て
二
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
私

は
考
へ
る
。
一
は
デ
カ
ダ
ン
に
よ
り
て
代
表
さ
れ
、
他
は
ア
イ
デ
ア

リ
ス
ト
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
ポ
ー
や
ヴ
エ
ル
レ
イ
ヌ
の
や

う
な
デ
カ
ダ
ン
の
詩
人
は
た
だ
現
実
に
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
て
頽
廃
し

外
道
に
落
ち
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
（
尤
も
そ
ん
な
こ
と
を
考
へ
て
ゐ

る
人
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
が
。
）
彼
等
は
現
実
に
反
逆
し
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
版
で
お
し
た
や
う
な
平
板
な
退
屈
な
現
実
、
亀
の

甲
の
や
う
に
か
た
く
な
つ
た
習
慣
、
微
温
湯
の
や
う
な
無
刺
戟
な
常
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識
を
破
ら
う
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
「
ア
イ
デ
ア
リ
ス
ト
」
の
「
反
抗
」
は
、
「
真
正
面
か
ら
常
識

に
対
し
て
オ
フ
エ
ン
シ
ヴ
を
と
」
り
、
「
デ
カ
ダ
ン
」
と
は
「
反
対
」
の

も
の
と
さ
れ
る
。
な
ら
ば
渡
辺
和
靖
の
指
摘
の
通
り
、
平
林
は
「
デ
カ
ダ

ン
」
に
「
逃
避
」
と
し
て
の
「
反
抗
」
を
看
取
し
た
の
で
あ
ろ
う

）
（
（

。
一
見

そ
れ
は
無
力
な
受
動
的
「
頽
廃
」
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
デ
カ
ダ
ン
」

の
営
為
と
は
、
構
築
さ
れ
た
制
度
的
「
現
実
」
「
習
慣
」
「
常
識
」
の
、「
退

屈
」
や
「
無
刺
戟
」
へ
の
、
意
識
的
な
「
反
抗
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
デ
カ
ダ
ン
」
認
識
は
、
平
林
の
「（
尤
も
そ
ん
な
こ
と

を
考
へ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
が
。
）
」
と
い
う
注
記
に
も

あ
る
よ
う
に
、
特
別
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
「
デ
カ
ダ
ン
」
を
否
定

的
に
捉
え
る
言
説
は
当
時
に
も
数
多
く
あ
る
が
、
反
対
に
そ
の
文
学
に
対

す
る
肯
定
的
評
価
も
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
平
林
と
同
じ
く
早

稲
田
大
学
文
学
部
英
文
科
を
卒
業
し
た
本
間
久
雄
は
、
大
正
五
年
の
時
点

で
、
西
欧
の
「
デ
カ
ダ
ン
の
人
々
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
等
が
不
道
徳
に
見
え
不
健
全
に
見
え
、
乃
至
生
活
力
の
壊
滅
を
象

徴
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
の
は
、
彼
等
が
そ
の
時
代
の
社
会
制
度

既
成
道
徳
既
成
宗
教
等
に
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
た
結

果
で
は
あ
る
ま
い
か
。
普
通
凡
庸
の
人
間
が
、
何
等
の
不
満
な
く
何

等
の
疑
惑
な
く
、
そ
れ
に
従
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
、
彼
等
の
神
経
が

余
り
に
敏
感
で
あ
り
、
彼
等
の
気
質
が
余
り
に
感
受
的
で
あ
る
た
め

に
、
彼
等
デ
カ
ダ
ン
の
人
々
は
更
に
そ
れ
以
上
の
制
度
、
道
徳
、
宗

教
等
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か　

「
デ
カ
ダ
ン
文
学
の
批
難
に
対
す
る
疑
ひ
」
（
「
新
小
説
」
大
（
・
（1
）

　

「
デ
カ
ダ
ン
の
人
々
」
の
、「
不
道
徳
」
や
「
不
健
全
」
、「
生
活
力
の
壊
滅
」

の
「
象
徴
」
と
見
紛
う
外
貌
。
そ
れ
は
鋭
い
「
神
経
」
や
「
感
受
」
性
に
よ
っ

て
、
既
存
の
「
社
会
制
度
既
成
道
徳
宗
教
等
」
に
妥
協
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
を
囲
繞
す
る
そ
れ
ら
の
諸
制
度
を

革
新
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
は
な
い
か
。
以
上
の
本
間
の
論
理
は
、
平
林

の
抱
く
「
デ
カ
ダ
ン
」
像
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
平
林
の
論
で
際
立
つ
の
は
、
「
デ
カ
ダ
ン
」
を
現
在

0

0

に
関
す

る
問
題
と
し
て
定
義
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
当
論
で
は
、
古

き
も
の
を
解
体
し
新
し
き
も
の
を
生
み
だ
す
た
め
の
「
新
陳
代
謝
」
を
担

う
力
と
し
て
「
反
抗
的
精
神
」
が
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
代
替
置
換

の
必
然
性
は
「
進
歩
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
「
進
化
論
そ
の
も
の
の
適

用
）
（
（

」
が
な
さ
れ
た
当
論
で
は
、
「
反
抗
的
精
神
が
萎
縮
し
て
ゐ
る
時
は
文

芸
の
衰
頽
期
」
と
さ
れ
、
「
現
代
」
日
本
は
ま
さ
に
「
自
然
主
義
衰
頽
時

代
」
と
規
定
さ
れ
た
後
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

「
自
然
主
義
」
へ
の
「
反
抗
」
と
し
て
「
デ
カ
ダ
ン
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
デ
カ
ダ
ン
」
は
日
本
文
学
の
停
滞
を
切
り
開
き
、
次
の
段
階

へ
と
進
む
方
法
と
し
て
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
林
の
「
デ
カ
ダ
ン
」
と
は
、
西
欧
の
過
ぎ
去
っ
た
一
文
学
で
は
な
く
、

〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
あ
る
「
現
実
」
に
抗
い
「
進
歩
」
す
る
た
め
の
方
法

で
あ
っ
た
。
彼
の
文
学
的
「
進
化
論
」
の
中
で
、
同
概
念
は
古
き
を
淘
汰

す
る
力
動
性
を
備
え
る
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
認

識
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
邂
逅
に
よ
っ
て
反
転
し
、
「
デ
カ
ダ
ン
」
は
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や
が
て
、
淘
汰
さ
れ
る
も
の
へ
と
場
所
を
移
す
。

二
、
「
病
」
と
し
て
の
「
頽
廃
」

　　

菅
本
康
之
に
よ
れ
ば
、
「
平
林
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
マ
ル
ク
ス

主
義
へ
の
過
程
は
、
移
行
で
は
な
く
、
「
機
能
転
換
」
と
い
う
べ
き
も
の
」

で
あ
り
、
そ
の
「
転
換
」
が
完
了
し
た
の
は
、「
「
唯
物
史
観
」（=

進
歩
史
観
）

と
「
階
級
闘
争
」
を
受
容
」
し
、
「
平
林
が
自
ら
の
批
評
活
動
の
中
心
に

「
階
級
闘
争
」
を
お
く
と
き
」
で
あ
る
と
い
う

）
（
（

。
「
転
換
」
後
の
平
林
の
言

説
に
は
、
「
進
歩
史
観
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
明
瞭
な
「
階
級
闘
争
」
論

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
と
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
に
関
し
て
は
、「
機

能
転
換
」
の
謂
い
に
は
収
ま
ら
ず
、
フ
ェ
イ
タ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
階
級
」

論
の
中
で
、
極
め
て
厳
し
く
排
除
の
対
象
と
さ
れ
る
。

　

或
る
民
族
、
或
る
国
民
、
或
る
階
級
の
衰
頽
期
に
は
そ
の
社
会
の

綱
紀
が
弛
み
、
将
来
に
対
す
る
人
々
の
希
望
が
消
失
し
て
、
努
力
の

感
じ
が
な
く
な
り
、
一
世
を
あ
げ
て
自
暴
自
棄
的
の
刹
那
生
活
に
没

頭
す
る
や
う
に
な
る
。
か
う
い
ふ
時
代
の
特
色
は
享
楽
的
傾
向
を
帯

び
る
。
［
…
］
腐
敗
し
た
社
会
は
自
ら
崩
壊
し
な
が
ら
自
滅
し
て
ゆ
く
。

新
し
い
社
会
を
構
成
す
る
『
勢
力
』
は
そ
ん
な
も
の
を
を
し
ん
だ
り
、

嘆
い
た
り
し
て
は
を
ら
れ
ぬ
。
況
ん
や
そ
ん
な
現
象
に
『
自
由
』
や

『
解
放
』
の
幻
影
を
ゑ
が
い
て
喜
ん
で
ゐ
る
暇
な
ど
は
な
い
。
崩
壊

は
崩
壊
で
あ
り
、
頽
廃
は
頽
廃
で
あ
る
。
頻マ

マ

廃
の
後
に
新
し
い
も
の

が
生
れ
る
と
し
て
も
頽
廃
そ
れ
自
身
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

「
婦
人
の
享
楽
的
傾
向
」
（
「
婦
人
公
論
」
大
（（
・
（（
）

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
声
で
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
は
健
全
な
文
学

で
あ
る
。
不
健
全
な
、
病
的
な
、
頽
廃
的
な
文
学
で
は
な
い
。
虚
無

主
義
や
無
政
府
主
義
が
、
真
の
無
産
階
級
の
志
向
を
代
表
し
て
を
ら

ぬ
点
は
、
何
よ
り
も
先
づ
健
全
性
を
欠
い
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。

「
釈
明
、
弁
駁
及
び
啓
蒙
」
（
「
新
潮
」
大
（（
・
（
）

　

「
衰
頽
」
す
る
「
階
級
」
が
必
然
的
に
辿
る
帰
結
と
し
て
「
頽
廃
」
が

語
ら
れ
、
「
頽
廃
的
な
文
学
」
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
」
の
対
極
に

―
後

者
の
論
で
は
「
虚
無
主
義
」
や
「
無
政
府
主
義
」
と
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い

の
文
脈
で

―
布
置
さ
れ
て
い
る
。
「
不
健
全
」
で
「
病
的
」
な
も
の
と

し
て
痛
罵
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
「
頽
廃
」
の
決
定
論
的
位
置
付
け
か
ら
は
、

一
節
で
示
し
た
「
デ
カ
ダ
ン
」
の
力
動
性
を
読
み
と
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
平
林
の
「
頽
廃
」
観
に
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
『
頽

廃
）
8
（

』
の
影
響
を
見
て
と
れ
る
。
貝
澤
哉
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
「
当
時
流
行

し
て
い
た
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
理
論
に
も
と
づ
い
た
医
学
的
観
点
か
ら
、「
世

紀
末
」fin-de-siècle

や
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」décadence

な
ど
こ
の
時
代

の
現
象
を
科
学
的
に
批
判
し
た
書
と
し
て
、
ロ
シ
ア
語
を
含
む
あ
ら
ゆ
る

欧
語
に
翻
訳
さ
れ
全
世
界
に
流
布
し
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
」
と
い
う

）
（
（

。

ま
た
、
日
本
で
も
夏
目
漱
石
や
自
然
主
義
作
家
た
ち
に
影
響
を
与
え

）
（1
（

、
大

正
三
年
に
抄
訳
『
現
代
の
堕
落
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
「
一
九
世
紀
末

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
の
退
廃
的
傾
向
を
、
医
学
的
観
点
か
ら
、
道
徳
的
に

激
し
く
非
難
し
た
書
物
で
あ
る

）
（（
（

」
『
頽
廃
』
を
、
実
は
平
林
も
早
く
か
ら
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読
ん
で
い
た
の
だ
が

）
（（
（

、
「
階
級
闘
争
」
と
「
進
歩
史
観
」
と
い
う
認
識
枠

を
獲
得
し
た
後
、
ノ
ル
ダ
ウ
の
社
会
進
化
論
的
「
頽
廃
」
観
が
そ
れ
ら
に

合
致
す
る
〈
知
〉
と
し
て
せ
り
上
が
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ノ
ル
ダ
ウ
は
『
頽
廃
』
で
、
「
世
紀
末
的
気
分
」
を
「
病
め
る
人
の
力

な
き
絶
望
」
、
「
周
囲
の
世
界
が
生
々
と
育
ち
行
く
中
に
、
自
己
の
み
は
刻

一
刻
、
死
に
近
づ
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
感
じ
つ
ゝ
あ
る
衰
弱
者
の
感
ず

る
絶
望
」
（
『
現
代
の
堕
落
』
よ
り
引
用
、
三
頁
。
以
下
頁
数
の
み
記
す
）
と
規

定
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
世
紀
末
」
的
〈

頽

degeneration廃

〉
現
象
の

原
因
を
、
物
質
文
明
の
変
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
人
々
の
「
心

身
疲
労
」
に
帰
す
。
同
書
で
は
、「
世
紀
末
人
」
た
ち
の
様
々
な
病
的
「
徴

候
」
が
紹
介
さ
れ
た
後

）
（（
（

、「
疲
労
が
生
み
出
せ
る
」「
世
紀
末
的
文
学
、
芸
術
」

は
あ
く
ま
で
「
病
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
「
光
明
あ
る
未
来
を
示
す
も
の

に
あ
ら
ず
し
て
、
そ
は
過
去
を
指
す
も
の
な
り
。
」
（
五
六
頁
）
と
断
言
さ

れ
る
。
「
弱
き
者
と
変
質
者
は
滅
ず
る
な
ら
ん
。
」
「
文
学
、
芸
術
に
於
け

る
病
的
現
象
は
将
来
を
持
た
ざ
る
べ
し
。
人
類
が
疲
労
よ
り
恢
復
す
る
と

き
に
、
其
等
の
病
的
現
象
は
消
滅
す
べ
し
。
」
（
三
八
二
頁
）
と
弱
者
の
滅

亡
が
予
告
さ
れ
、
「
健
全
な
る
人
々
は
」
「
新
な
る
境
遇
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぐ
何
等
か
の
途
を
見
出
し
行
く
べ
し
。
」
（
三
七
六
頁
）「
強
き
も
の
は
新

な
る
境
遇
に
適
合
す
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
境
遇
を
自
己
に
適
合
せ
し
む
る

な
ら
ん
。
」
（
三
八
二
頁
）
と
適
者
生
存
の
法
則
が
説
か
れ
る
に
至
る
。

　

優
生
学
に
連
な
る
非
常
に
危
う
い
論
理
が
胚
胎
し
て
い
る
が
、
確
認
す

べ
き
は
、
ノ
ル
ダ
ウ
が
「
世
紀
末
」
に
お
け
る
「
頽
廃
」
を
、
文
明
や
人

間
の
「
衰
頽
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
こ
に
は
如
実
に
社
会
進
化
論
が

見
て
と
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
（（
（

。
「
病
的
」
な
「
頽
廃
」
に
は
、
一
度

陥
る
と
そ
こ
か
ら
回
復
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
、
淘
汰
さ
れ
る
こ
と

が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
と
は
異
な
る
「
強
者
」
、す
な
わ
ち
「
健

全
」
な
人
々
こ
そ
が
自
ら
と
社
会
を
適
応
さ
せ
、
生
き
残
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
。

　

平
林
の
「
頽
廃
」
観
に
は
、
以
上
の
ノ
ル
ダ
ウ
の
論
理
が
、
「
階
級
闘

争
」
―
「
唯
物
史
観
」
の
論
理
と
し
て
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

歴
史
の
「
進
歩
」
の
過
程
で
、
「
病
的
」
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
「
崩
壊
」

「
頽
廃
」
へ
と
至
り
、
「
健
全
」
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
に
必
ず
や
淘
汰
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
決
定
論
的
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
中
で
、
「
頽
廃
」
は
没
落
「
階
級
」
の
「
病
」
と
し
て
、
烙
印
を
押

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

さ
ら
に
こ
う
し
た
平
林
の
言
説
は
、
以
下
の
諸
論
と
も
共
振
し
て
い
よ

う
。　

最
高
の
発
達
階
段
に
達
し
た
階
級
及
び
国
民
の
文
化
は
古
典
的

で
あ
る
。
自
己
を
表
現
せ
ん
と
し
て
戦
つ
て
ゐ
る
階
級
は
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
『
ス
ツ
ル
ム
、

ウ
ン
ト
、
ド
ラ
ン
グ
』
の
典
型
的
特
色
を
具
へ
て
ゐ
る
。
衰
頽
期
に

向
つ
て
ゐ
る
階
級
は
、
こ
れ
と
は
別
種
の
、
即
ち
幽
鬱
的
、
幻
滅
的
、

頽
廃
的
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
形
態
を
と
る
。

ル
ナ
チ
ヤ
ル
ス
キ
イ
、
平
林
初
之
輔
訳
「
労
働
者
の
自
主
教
育

）
（（
（

」

私
は
現
代
の
芸
術
家
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
的
努
力
に
よ

つ
て
霊
感
づ
け
ら
れ
「
ね
ば
ら
な
い
」
と
は
云
は
な
い
。
否
、
若
し
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も
林
檎
の
樹
が
林
檎
を
生
み
、
梨
の
木
が
梨
を
結
ば
ね
ば
な
ら
な
い

と
し
た
な
ら
ば
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
見
地
に
立
つ
て
ゐ
る
芸
術
家
は
、

上
記
の
努
力
に
反
対
し
て
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
頽
廃
期

の
芸
術
は
頽
廃
的
（
デ
カ
タ

マ
マ

ン
的
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
必
然
で
あ
る
。

プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
、
蔵
原
惟
人
訳
『
芸
術
と
社
会
生
活
』

（
昭
（
・
（
、
同
人
社
書
店
、
一
二
六
頁
）

　

貝
澤
哉
に
よ
れ
ば
、
ノ
ル
ダ
ウ
の
『
頽
廃
』
は
ロ
シ
ア
で
も
大
き
な
反

響
を
起
こ
し
、
「
「
病
」
と
し
て
の
「
デ
カ
ダ
ン
批
判
」
の
言
説
は
マ
ル
ク

ス
主
義
の
批
評
家
ユ
シ
ケ
ー
ヴ
ィ
チ
、
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
イ
ら
」
に
ま
で

継
承
さ
れ
た
と
い
う
が

）
（（
（

、
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
イ
の
「
衰
頽
期
に
向
つ
て

ゐ
る
階
級
は
」
「
幽
鬱
的
、
幻
滅
的
、
頽
廃
的
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
形

態
を
と
る
。
」
と
い
う
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
「
病
的
」
要
素
を
見
る
「
階
級
」

観
や
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
「
頽
廃
期
の
芸
術
は
頽
廃
的
（
デ
カ
タマ

マ

ン
的
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
決
定
論
か
ら
は
、
ノ
ル
ダ
ウ
―
平
林
と

同
様
の
論
理
構
造
を

―
平
林
自
身
が
翻
訳
し
た
前
者
は
当
然
で
も
あ
る

が

―
抽
出
で
き
る
で
あ
ろ
う

）
（8
（

。

　

彼
ら
代
表
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
「
頽
廃
」
観
も
手
伝
っ
た
の
だ
ろ
う
、

詳
し
く
は
四
節
で
示
す
が
、
こ
の
後
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
い

て
「
頽
廃
」
は
「
階
級
闘
争
」
の
中
で
敵
対
す
る
「
階
級
」
の
属
性
と
さ
れ
、

そ
こ
で
は
「
病
」
の
「
徴
候
」
が
看
て
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
そ
の
「
頽
廃
」
観
の
源
泉
を
、
ノ
ル
ダ
ウ
に
全
的
に
帰
す
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
少
な
く
と
も
平
林
の
「
階
級
闘
争
」
を
支
え
る
決
定
論
に
、
マ

ル
ク
ス
主
義
と
社
会
病
理
学
と
の
癒
着
を
指
摘
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
「
芸
術
的
価
値
論
争
」
に
お
け
る
「
頽
廃
」

　

し
か
し
、
大
正
一
二
年
以
降
共
産
党
か
ら
離
れ
、
運
動
の
前
線
か
ら
退

き
な
が
ら
、
唯
物
論
を
独
自
に
洗
練
さ
せ
た
平
林
は
、
自
身
の
と
っ
て
い

た
決
定
論
的
「
階
級
闘
争
」
観
を
修
正
す
る
に
至
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文

学
運
動
を
内
在
的
に
批
判
す
る
視
座
を
獲
得
し
た
平
林
に
よ
っ
て
、
「
頽

廃
」
は
そ
の
一
義
的
意
味
付
け
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
日
本
近
代
文
学

史
上
最
も
大
き
な
論
争
の
一
つ
、
「
芸
術
的
価
値
論
争
」
の
口
火
と
な
っ

た
「
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
」
（
「
新
潮
」
昭
（
・
（
）
に
は
、
平
林
の

「
頽
廃
」
評
価
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

た
と
へ
ば
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
若
し
く
は
エ
ド
ガ
ア
・
ア
ラ
ン
・
ポ
オ

の
作
品
を
例
に
と
ら
う
。
［
…
］
こ
れ
等
の
作
家
に
よ
り
て
描
か
れ

た
頽
廃
性
、
不
健
康
性
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
闘
争
の
た
め
に
は
無

論
の
こ
と
、
一
般
に
人
類
の
向
上
進
歩
の
た
め
に
す
ら
反
効
果
を
も

つ
も
の
で
あ
る
の
に
、
私
た
ち
が
、
そ
れ
等
の
作
品
に
、
多
か
れ
少

な
か
れ
芸
術
的
価
値
を
認
め
る
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
？
／
こ
ゝ

に
一
元
論
を
も
つ
て
は
解
釈
し
が
た
い
謎
が
あ
る
。

　

平
林
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ポ
ー
の
「
頽
廃
性
」
が
、
「
階
級
闘
争
」

に
も
「
人
類
の
向
上
進
歩
」
に
も
「
反
効
果
を
も
つ
」
こ
と
を
認
め
な
が

ら
、
そ
れ
を
理
由
に
作
品
の
「
芸
術
的
価
値
」
を
捨
象
す
る
こ
と
は
し
な

い
。
一
節
で
見
た
「
逃
避
」
と
し
て
の
「
デ
カ
ダ
ン
」
肯
定
と
も
、
前
節
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で
確
認
し
た
「
頽
廃
」
の
全
面
的
否
定
と
も
異
な
る
、
「
頽
廃
」
に
対
す

る
平
林
の
複
雑
な
評
価
が
、
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。

　

同
論
は
周
知
の
如
く
、
「
芸
術
的
価
値
」
と
「
政
治
的
価
値
」
の
弁
証

法
的
「
一
元
化
」
を
否
定
す
る
「
懐
疑
論
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

）
（（
（

、
他
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
批
評
家
た
ち
か
ら
悉
く
反
論
を
浴
び
る
の
だ
が
、
右
の
箇
所

も
一
つ
の
争
点
と
し
て
、
数
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
川
口
浩
は
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ポ
ー
の
作
品
を
、「
疑
ひ
も
な
く
芸
術
で
あ
る
だ
ら
う
。
」

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
芸
術
性
を
持
つ
だ
ら
う
。
」
と
し
な

が
ら
、
「
歴
史
的

―
階
級
的
基
準
に
よ
つ
て
測
ら
れ
る
以
外
の
い
か
な

る
価
値
を
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
？
」
と
、
平
林
の
述
べ
る
「
芸
術
的

価
値
」
を
退
け
る

）
（1
（

。
ま
た
、
大
宅
壮
一
は
、
同
じ
く
平
林
の
謂
う
「
芸
術

的
価
値
」
を
、
過
去
の
「
技
術
」
や
「
歴
史
的
意
義
」
を
「
間
接
的
」
に

保
持
す
る
だ
け
の
も
の
と
し
、も
し
平
林
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ポ
ー
に
「
芸

術
的
価
値
」
を
「
直
接
的
に
」
感
得
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
本
質
」
は
「
デ
カ
ダ
ン
作
家
」
ら
と
「
相
通
ず
る
」
の
だ
と
言
う
。
「
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
平
林
氏
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
〳
〵
中
間
知
識
階
級
の
頭

脳
に
は
各
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
は
ん
ら
ん
し
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
が
、
そ
の
多
元
性
を
弁
護
し
た
り
、
あ
る
ひ
は
弁
護
に
ひ
と
し
い
効
果

を
与
え
た
り
す
る
議
論
は
極
力
排
撃
す
べ
き
で
あ
る

）
（（
（

」
。
革
命
運
動
の
理

論
的
指
導
者
、
蔵
原
惟
人
も
、
川
口
や
大
宅
と
同
様
の
論
旨
で
あ
る
。「
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
や
ヴ
エ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
は
芸
術
性
を
も
つ
て
ゐ
る
か
？　

勿
論
、

持
つ
て
ゐ
る
、
或
は
非
常
に
多
く
の
芸
術
性
を
持
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ヴ
エ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
は
、
現
代
に
於
い
て

そ
の
芸
術
性
に
比
例
し
た
価
値
を
持
つ
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
に
、
持
つ
て
ゐ

な
い
。
そ
れ
は
芸
術
作
品
の
芸
術
性
と
云
ふ
こ
と
が
そ
れ
自
身
価
値
で
な

い
証
拠
で
あ
る
。
」
「
我
々
は
常
に
、
芸
術
性
そ
の
も
の
を
も
社
会
的
な
観

点
か
ら
見
て
そ
れ
が
何
等
か
の
意
味
で

―
例
へ
ば
技
術
的
形
式
的
意
味

に
於
い
て
ゞ
も

―
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
勝
利
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
価
値
を
認
め
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
そ
の
価
値
を
認
め
な
い

）
（（
（

」
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
平
林
に
対
す
る
反
論
の
ほ
と
ん
ど
が
、
「
デ

カ
ダ
ン
作
家
」
の
「
芸
術
性
」
を
あ
る
程
度
は
認
め
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
だ
。
批
判
者
た
ち
は
「
芸
術
性
」
と
功
利
主
義
的
「
価
値
」
と
の
間
に

線
を
引
き
、
「
デ
カ
ダ
ン
」
の
作
品
に
後
者
が
無
い
こ
と
を
厳
し
く
追
及

す
る
の
だ
が
、こ
の
こ
と
は
逆
説
的
に
、
本
来
忌
避
す
べ
き
作
品
か
ら
「
芸

術
性
」
を
看
取
し
て
し
ま
う
、
彼
ら
の
認
識
枠
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ

こ
で
行
わ
れ
る
「
芸
術
性
」
の
認
容
は
、
恐
ら
く
弁レ

ト
リ
ツ
ク

論
術
と
し
て
の
譲
歩

の
み
で
は
な
く
、
大
宅
が
示
す
よ
う
に
「
わ
れ
〳
〵
中
間
知
識
階
級
の
頭

脳
」
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ヤ
を
代
行
す
る
際
に
は
、
ノ
イ
ズ
と
し
て
抑
圧
―
排
除
す
べ
き
あ
く
ま
で

「
病
的
」
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
蔵
原
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
仕
事

の
発
達
と
勝
利
」
に
貢
献
し
な
い
「
病
的
な
美
の
観
念
を
伝
染
す
る
所
の

頽
廃
期
の
芸
術
」
の
「
価
値
」
を
、
少
な
く
見
積
も
る
よ
う
に

）
（（
（

。

　

な
ら
ば
、
冒
頭
に
引
用
し
た
「
ポ
オ
や
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
傾
向
を
決
し

て
お
う
歌
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
た
ゞ
こ
れ
等
の
作
品
の
も
つ
芸
術
的

な
も
の
に
打
た
れ
る
と
い
つ
た
ま
で
ゝマ

マ

あ
る
」
と
い
う
弁
解
め
い
た
言
辞

に
続
く
、
平
林
の
以
下
の
言
葉
は
、
彼
ら
へ
の
応
答
と
し
て
概
ね
正
し
い
。
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一
般
に
一
階
級
は
、
自
己
の
階
級
に
関
す
る
こ
と
が
ら
ば
か
り
に

興
味
を
も
つ
も
の
で
な
く
、
そ
れ
と
は
反
対
の
も
の
に
も
興
味
を
も

つ
。
こ
の
こ
と
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
文
学
の
場
合
に
も
つ
と
も
よ

く
あ
て
は
ま
る
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
文
学
で
あ
つ

た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
を
も
つ
と
も
軽
べ
つ
し
た
多
く

の
作
品
を
生
ん
だ
。
［
…
］
／
こ
の
こ
と
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
つ
い

て
も
い
へ
る
。
［
…
］
／
ス
ト
ラ
イ
キ
ば
か
りマ

マ労
働
者
が
美
を
見
だ

す
と
考
へ
る
の
は
、
そ
し
て
又
一
歩
を
譲
つ
て
、
労
働
者
の
喜
ば
な

い
も
の
に
は
美
が
な
い
と
考
へ
る
の
は
、
メ
ー
リ
ン
ク
が
指
摘
し
た

や
う
に
、「
乱
暴
な
」
「
面
白
か
ら
ぬ
こ
と
」
で
あ
る
。
か
や
う
な
考

へ
は
一
種
の
狂
信
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。　
　
　
　
　
　

「
文
芸
時
評
（
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
（
・
8
・
（
）

　

平
林
は
、
批
判
者
た
ち
の
論
中
に
表
出
さ
れ
る
〈
か
く
あ
る
べ
き
〉=

理
想
と
し
て
の
「
新
興
階
級
」
と
、
現
実
と
の
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
射
程
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
を
代
理
―
表
象
す
る

論
者
た
ち
自
身
が
抑
圧
―
排
除
す
る
「
反
対
の
も
の
」
へ
の
「
興
味
」
に

ま
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
の
慧
眼
は
、
理
論
の
硬
化
を
招
く
「
階
級
」
観

の
窮
屈
さ
の
み
で
な
く
、
論
敵
た
ち
の
「
狂
信
」

―
〈
主
体
〉
的
欲
望

を
封
じ
、
理
想
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
へ
と
捧
げ
る
信
仰

―
ま
で
を
射
抜
い

て
い
る
。

　

し
か
し
、
「
た
い
廃
派
作
品
の
価
値
」
と
副
題
さ
れ
る
こ
の
論
は
、
「
階

級
闘
争
」
と
い
う
論
争
の
コ
ー
ド
に
合
致
し
て
は
い
る
が
、
平
林
が
把
持

す
る
「
頽
廃
」
観
を
矮
小
化
し
て
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

平
林
の
「
芸
術
的
価
値
論
争
」
前
後
の
言
説
は
、
右
で
述
べ
ら
れ
る
、「
興

味
」
の
対
象
と
し
て
の
「
頽
廃
」
の
「
価
値
」
と
は
異
な
る
可
能
性
を
伝

え
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
五
節
で
考
察
す
る

と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
「
頽
廃
」
観
が
辿
る
経
路
を
確
認
し
よ
う
。

四
、
「
頽
廃
」
と
「
モ
ダ
ン
」

　

川
口
浩
・
山
田
清
三
郎
編
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
辞
典
』
（
昭
（
・
8
、

白
揚
社
）
に
は
、
「
頽
廃
」
の
項
目
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

デ
カ
タマ

マ

ン
と
い
ふ
フ
ラ
ン
ス
語
で
一
般
に
通
用
し
て
ゐ
る
。
頽
唐

と
い
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
自
己
を
統
一
す
る
こ
と
な
く
、
道
徳
的

に
は
、
極
度
の
主
我
的
行
為
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
し
、
何
等
道
徳
律
に

よ
つ
て
自
律
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
心
理
的
に
は
、
確
固
た
る
意
志

を
全
く
持
た
ず
、
感
情
的
で
、
喜
怒
哀
楽
に
病
的
に
お
ぼ
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
自
己
偏
愛
が
す
べ
て
に
表
は
れ
て
く
る
と
い
つ
た
状
態
を

い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
会
的
に
は
過
渡
期
に
発
生
す
る
現
象
で

あ
る
。

　

二
節
で
確
認
し
た
『
頽
廃
』
を
引
き
写
し
た
か
の
よ
う
な
記
述
で
あ
り
、

ノ
ル
ダ
ウ
の
強
い
影
響
力
が
窺
え
る

）
（（
（

。
こ
の
後
、
「
過
渡
期
に
発
生
す
る

現
象
」
の
例
と
し
て
「
封
建
社
会
の
末
期
」=

「
江
戸
末
期
に
表
は
れ
た

芸
術
、
為
永
春
水
と
か
鶴
屋
南
北
の
作
品
な
ど
」
が
挙
げ
ら
れ
る

）
（（
（

が
、
実

質
的
に
は
、
「
階
級
」
間
の
覇
権
が
交
替
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
在

0

0

の
意

で
あ
る
こ
と
は
、
多
言
を
要
す
ま
い
。
問
題
は
続
く
以
下
の
記
述
で
あ
る
。
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ま
た
最
近
に
於
い
て
は
、
芸
術
派
の
文
芸
家
の
理
論
が
こ
の
傾
向
を

表
は
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
、
こ
れ
ら
の
人
に
と
つ
て
は
こ
の
頽
廃
が

一
種
の
美
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
に
あ

つ
て
は
、
極
度
に
排
撃
さ
る
べ
き
傾
向
で
あ
る
。

　

平
林
が
既
に
脱
却
し
た
窮
屈
な
「
階
級
」
観
に
則
っ
て
、
「
藝
術
派
」=

「
新
興
芸
術
派
」
に
「
頽
廃
」
の
「
診
断
」
が
下
さ
れ
て
い
る
。
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
芸
術
」
に
と
っ
て
の
現
下
の
敵
が
、
「
過
渡
期
に
発
生
す
る
現
象
」

と
し
て
認
定
さ
れ
、
「
極
度
に
排
撃
さ
る
べ
き
傾
向
」
と
し
て
断
罪
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ミ
ル
は
、
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
者

た
ち
か
ら
「
資
本
主
義
の
頽
廃
的
現
象
と
し
て
完
全
に
否
定
さ
れ
た
」
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る

）
（（
（

が
、
そ
の
よ
う
な
「
否
定
」
が
如
何
な
る
論
理
を
辿

る
か
を
、
右
の
言
は
明
確
に
示
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
陣
営
は
、

過
去
の
「
病
的
」
な
「
頽
廃
」
を
敵
対
す
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
へ
と
投
影

す
る
こ
と
で
、
没
落
す
る
「
階
級
」
を
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
で
「
頽
廃
」
の

状
態
に
あ
る
者
と
し
、
「
進
歩
」
の
外
側
へ
は
じ
き
だ
そ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

　

同
種
の
言
説
は
数
多
く
あ
る
が
、
例
え
ば
上
田
進
の
「
モ
ダ
ー
ン
」
批

判
）
（（
（

の
論
旨
を
追
お
う
。
上
田
は
当
時
文
壇
を
騒
が
す
「
形
式
主
義
論
」
に

触
れ
な
が
ら
、
「
芸
術
が
内
容
を
失
ふ
こ
と
は
、
文
化
の
頽
廃
期
に
於
い

て
常
に
あ
る
救
は
れ
難
き
病
気
」
と
述
べ
、
そ
れ
が
悪
化
し
た
「
意
識
的

な
デ
カ
タマ

マ

ン
的
傾
向
」
と
し
て
、
龍
胆
寺
雄
ら
「
若
い
新
し
い
作
家
達
」

を
糾
弾
す
る
。

か
れ
ら
は
社
会
の
進
展
に
対
す
る
自
己
の
無
能
力
を
知
つ
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
か
れ
ら
は
社
会
の
動
き
に
対
し
て
眼
を
閉
ぢ
、
刹
那
的
刺
戟

を
求
め
る
モ
ダ
ー
ン
な
生
活
が
か
れ
等
に
は
最
も
新
鮮
な
強
烈
な

刺
戟
を
与
へ
る
。
そ
こ
で
ジ
ヤ
ズ
が
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
が
、
レ
ヴ
ユ

かマ
マ

、
ス
テ
ッ
キ
ガ
ー
ル
が
、
ス
ポ
ー
ツ
が
、
銀
座
が
、
カ
フ
ェ
、
マ

ル
キ
シ
ズ
ム
が
、
…
…
等
々
が
か
れ
等
の
生
活
の
対
象
で
あ
り
、
芸

術
の
中
身
で
あ
る
。

　

彼
ら
の
「
病
的
」
な
傾
向
は
、
「
社
会
の
進
展
」
に
対
し
て
何
ら
寄
与

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
「
モ
ダ
ー
ン
」=

〈
終
末
の
時
間
〉
に

宙
づ
り
に
さ
れ
、
「
刹
那
的
」
な

―
未
来
へ
通
じ
る
時
間
か
ら
切
断
さ

れ
た

―
「
刺
戟
」
に
ふ
け
る
の
で
あ
る
。
上
田
の
透
徹
し
た
論
理
に
よ
っ

て
、
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
、
深
く
考
察
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
ま
ま
、
厳
し
く
否
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
論
理
が
孕
む
転
倒
を
、
青
野
季
吉
の
以
下
の
叙
述

）
（8
（

か
ら
抽

出
で
き
る
。
青
野
は
「
芸
術
派
型
、
ナ
ン
セ
ン
ス
型
、
単
な
る
エ
ロ
チ
シ

ズ
ム
の
作
品
」
に
見
ら
れ
る
「
超
現
実
的
、
空
想
的
、
遊
戯
的
」
「
諸
要
素
」

を
「
モ
ダ
ン
・
デ
カ
ダ
ン
」
と
名
付
け
、
そ
の
末
路
を
皮
肉
に
予
告
す
る
。

内
容
の
現
実
的
生
命
を
排
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
感
覚
の
パ
ラ
ド
ツ
ク

ス
に
し
が
み
つ
い
て
ゐ
た
も
の
が
、
更
に
発
展
し
、
分
化
し
た
、
超

現
実
はマ

マ

、
空
想
的
、
遊
戯
的
等
々
と
成
つ
て
行
く
の
は
、
生
命
の
論

理
か
ら
い
つ
て
当
然
な
話
で
あ
つ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
芸
術
も

こ
ゝ
ま
で
く
れ
ば
、
い
よ

く
そ
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
性
を
『
輝
か
』
し

た
と
い
つ
て
よ
い
だ
ら
う
。
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「
『
輝
か
』
し
た
」
と
い
う
暗
示
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
明
ら
か
で
あ

ろ
う

）
（（
（

。
し
か
し
、
「
当
然
」
と
強
弁
さ
れ
る
「
生
命
の
論
理
」
の
「
当
然
」

性
は
、
実
の
と
こ
ろ
何
に
も
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
青
野
は
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
「
正
し
い
方
向
が
、
ま
す
〳
〵
現
実
的
に
と
志
向
し
て
ゐ
る
」

こ
と
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
壇
の
「
新
し
い
諸
現
象
の
実
質
が
ま
す
〳
〵
反

現
実
的
な
諸
コ
ー
ス
を
と
つ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
」
を
、
各
「
階
級
生
命
」

の
「
反
映
」
と
す
る
が
、
そ
れ
は
結
局
、
自
ら
の
依
る
「
階
級
」
を
規
準

と
し
た
、
敵
対
「
階
級
」
文
学
の
転
倒
的
な
読
解

―
「
階
級
闘
争
」
の

論
理
か
ら
逸
脱
す
る
ど
の
よ
う
な
現
象
も
、
滅
亡
を
前
に
し
た
「
階
級
」

に
巣
喰
う
「
病
」
の
「
徴
候
」
と
す
る
読
解

―
で
し
か
な
い
。

　

マ
テ
イ
・
カ
リ
ネ
ス
ク
は
、
「
現
代
の
資
本
主
義
と
、
そ
の
死
に
ゆ
く

文
化
の
進
行
す
る
腐
敗

0

0

」
を
表
す
「
デ
カ
ダ
ン
ス
観
念
」
が
、
「
人
間
の

疎
外
の
終
焉
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
い
う
終
末
論
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
を
持
つ
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
に
と
っ
て
「
重
要
」
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る

）
（1
（

。
カ
リ
ネ
ス
ク
の
正
鵠
を
射
た
指
摘
の
通
り
、
自
ら
が
代
理
―

表
象
す
る
「
階
級
」
の
正
統
性
を
担
保
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
ス
観
念
」
は
、

彼
ら
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
「
重
要
」
で
あ
る
。
「
頽
廃
」
と
い
う
一
方

的
「
診
断
」
に
よ
っ
て
、「
病
者
」
を
「
進
歩
」
か
ら
隔
離
し
、「
モ
ダ
ン
」

を
「
終
末
論
」
の
最
後
尾
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
公
式
主
義
者
た
ち
は

〈
歴
史
の
必
然
性
〉
の
論
理
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
、
「
頽
廃
」
の
〈
潜
勢
力
〉

　

平
林
は
こ
れ
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
と
は
異
な
り
、
「
モ
ダ
ニ
ズ

ム
」
を
積
極
的
に
評
価
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
時
に
彼
は
、
「
モ
ダ
ン
派

の
文
学
」
に
「
末
世
的
な
、
崩
壊
期
の
文
学
」で
あ
る
「
軽
文
学
」と
の
「
類
似
」

を
見
て
も
い
る
が

）
（（
（

、
そ
れ
が
た
だ
の
「
頽
廃
」
否
定
と
異
な
る
こ
と
は
、「
芸

術
派
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
と
近
代
派
と
」
（
「
新
潮
」
昭
（
・
（
）
に
明
ら
か

で
あ
る
。
同
論
に
は
、
「
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
」
の
持
つ
「
進
歩
性
」
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

土
地
と
工
場
と
は
、
田
園
に
、
又
は
郊
外
に
姿
を
か
く
し
て
ゐ
る
。

そ
し
て
消
費
の
尖
端
だ
け
が
銀
座
に
あ
ら
は
れ
る
。
銀
座
の
フ
ラ
ツ

パ
ー
や
シ
イ
ク
・
ボ
ー
イ
は
、
現
代
の
一
産
物
で
は
あ
る
が
、
た
だ

そ
れ
を
つ
か
ん
だ
だ
け
で
は
、
現
代
の
末
端
を
つ
か
ん
だ
こ
と
に
し

か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
機
構
に
、
経
済
機
構
に
、
つ
な
が
つ

て
ゐ
る
。
こ
の
胴
体
に
こ
そ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
母
胎
が
あ
る
。
そ
れ
を

見
逃
し
て
ゐ
る
限
り
都
会
芸
術
は
、
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
華
や
か
で

は
あ
る
が
薄
つ
ぺ
ら
な
イ
リ
ユ
ー
ミ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
で
し
か
な
い
。

　

平
林
は
、
「
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
「
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
文
学
」
を
分
け
、

後
者
を
「
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
の
消
費
的
末
梢
だ
け
に
敏
感
な
文
学
」
と
し
て

た
し
な
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
「
現
代
」
的
風
俗
を

表
層
的
に
扱
う
、
今
は
ま
だ
浮
薄
な
そ
の
文
学
が
、「
政
治
機
構
」
や
「
経

済
機
構
」
と
い
う
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
母
胎
」
へ
の
回
路
を
獲
得
し
た
と
き

に
、
「
進
歩
性
」
へ
と
通
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を

峻
拒
し
て
い
た
公
式
主
義
者
た
ち
と
の
甚
だ
し
い
懸
隔
が
表
出
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

彼
の
特
異
な
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
観
は
、
「
社
会
時
評
」
（
「
新
潮
」
昭
（
・
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（
）
に
も
確
認
で
き
る
。
平
林
は
、ノ
ル
ダ
ウ
の
「
世
紀
末
」
に
対
す
る
「
診

断
」
を
紹
介
し
、
そ
の
記
述
の
妥
当
性
を
認
め
た
後

）
（（
（

、「
現
代
」
と
「
世
紀
末
」

を
切
断
し
よ
う
と
す
る
。
曰
く
、
「
今
か
ら
二
十
年
前
に
は
世
紀
末
的
特

徴
を
備
へ
た
人
は
、
時
代
の
尖
端
を
歩
む
人
で
あ
り
、
そ
の
時
代
を
最
も

尖
鋭
に
代
表
す
る
人
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
、
さ
う
い
ふ
特

徴
は
、
も
は
や
時
代
後
れ
と
な
つ
た
人
々
を
代
表
し
て
い
る
」
。
例
え
ば
、

「
世
紀
末
」
の
人
々
は
「
ス
ケ
プ
チ
シ
ズ
ム
」
の
特
徴
を
有
す
る
が
、
「
現

代
の
尖
端
を
歩
む
人
に
は
も
う
懐
疑
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

同
論
に
も
、
過
去
の
「
頽
廃
」
と
「
モ
ダ
ン
」
を
接
続
し
て
い
た
他
の

マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
と
の
差
が
顕
著
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
平
林
の

論
理
か
ら
旋
回
し
、
今
一
度
彼
に
と
っ
て
の
「
頽
廃
」
を
問
い
直
す
こ
と

で
、
論
を
閉
じ
た
い
。
平
林
が
共
産
党
か
ら
離
れ
た
後
に
残
し
た
「
頽
廃
」

に
つ
い
て
の
言
及
を
概
観
す
る
と
、
単
純
だ
が
興
味
深
い
事
実
が
理
解
で

き
る
。
そ
れ
は
、
平
林
は
過
去
の
「
頽
廃
」
に
つ
い
て
は
「
価
値
」
を
認

め
る
が
、
現
在
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
評
価
を
与
え
な
い
、
と
い

う
こ
と
だ
。
三
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
平
林
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ポ
ー

の
「
頽
廃
性
」
を
「
階
級
闘
争
」
や
「
進
歩
」
に
は
無
効
で
あ
る
と
し
つ

つ
、
そ
の
「
芸
術
的
価
値
」
を
認
め
て
い
た
。
ま
た
別
で
は
、
「
前
世
紀

末
の
デ
カ
ダ
ン
」
が
、
「
文
学
に
お
け
る
不
道
徳
性
、
文
学
と
ブ
ル
ジ
ヨ

ア
道
徳
と
の
背
反
」
の
「
絶
望
的
表
現
」
と
さ
れ
、
「
階
級
」
内
部
の
自

己
破
壊
運
動
と
し
て
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　

し
か
し
、
現
在
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

「
デ
カ
ダ
ン
」
や
「
頽
廃
」
の
問
題
と
な
る
と
、

と
た
ん
に
平
林
の
口
ぶ
り
は
変
わ
る
。
平
林
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
「
世

紀
末
」
を
差
異
化
し
て
い
た
が
、
他
に
も
「
十
九
世
紀
的
な
、
古
典
的
な
、

も
し
く
は
デ
カ
ダ
ン
的
な
、
美
の
概
念
」
を
、
「
現
在
の
社
会
を
特
色
づ

け
て
ゐ
る
最
も
重
要
な
力
」=

「
機
械
」
の
「
運
動
に
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
く
」

も
の
と
し
て
述
べ
る

）
（（
（

。
ま
た
、「
江
戸
川
乱
歩
」（「
新
潮
」
昭
（
・
（
）
で
は
、「
頽

廃
的
な
も
の
、
病
的
な
も
の
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
」
と
「
健
康
な
も
の
、

進
歩
的
な
も
の
、
溌
剌
た
る
も
の
」
が
対
置
さ
れ
、
後
者
を
拒
み
前
者
へ

と
傾
倒
す
る
こ
と
に
、
乱
歩
作
品
の
「
大
衆
性
の
限
度
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
頽
廃
」
は
「
進
歩
」
と
は
対
極
に
位
置
す
る
過
去
の
も
の
と
し
て
評
価

さ
れ
、
現
在
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
処
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
論
理
に
潜
む
綻
び
を
解
く
た
め
に
、
少
し
遡
る
が
、
大

正
一
五
年
二
月
「
探
偵
小
説
壇
の
諸
傾
向
」
（
「
新
青
年
」
）
を
見
て
み
た
い
。

同
論
で
も
平
林
は
、
江
戸
川
乱
歩
と
横
溝
正
史
に
通
底
す
る
「
場
末
の
寄

席
で
み
る
や
う
な
、
デ
カ
ダ
ン
の
空
気
」
を
、
「
と
り
の
ぞ
い
て
貰
ひ
た

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
探
偵
小
説
家
を
、
乱
歩
、
正
史
、
小
酒
井

不
木
、
城
昌
幸
の
「
不
健
全
派
」
と
、
正
木
不
如
丘
、
甲
賀
三
郎
の
「
健

全
派
」
に
二
分
し
、
後
者
の
「
今
一
段
の
発
達
を
希
望
す
る
」
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
自
ら
の
「
趣
味
」
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　

一
体
私
は
、
自
分
で
は
可
な
り
不
健
全
な
、
病
的
な
趣
味
を
多
量

に
も
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
こ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

す
べ
て
の
人
間
に
共
通
の
現
象
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
か
ゝ

る
趣
味
に
対
す
る
ア
ン
チ
ト
オ
ド[

反
発]

も
亦
凡
て
の
人
に
共
通

し
て
存
在
す
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
日
本
の
探

偵
小
説
作
家
は
あ
ま
り
に
不
健
全
趣
味
に
片
寄
り
す
ぎ
て
ゐ
る
や
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う
に
思
ふ
。
あ
ま
り
に
、
人
工
的
な
、
怪
奇
な
、
不
自
然
な
世
界
を

追
ひ
す
ぎ
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
。
か
や
う
な
傾
向
は
、
頽
廃
期
の
特

徴
で
あ
る
。
そ
し
て
如
何
な
る
芸
術
か
ら
も
避
く
べ
き
で
あ
る
。

　

右
か
ら
は
、
平
林
が
「
頽
廃
」
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
姿
を
、
明
確
に

看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
平
林
は
そ
れ
以
前
に
も
、
「
日
本
の
普
通
の
小

説
は
、
む
づ
か
し
く
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
そ
し
て
私
の
頭
の
や
う

に
疲
れ
て
し
ま
つ
た
頭
を
刺
戟
す
る
力
が
な
い
か
ら
、
刺
戟
を
与
へ
て
く

れ
る
読
物
と
し
て
先
づ
第
一
に
探
偵
小
説
を
選
ん
で
ゐ
る

）
（（
（

」
と
、
自
分
の

「
世
紀
末
病
」
的
な
症
状
を
申
告
し
て
い
る
の
だ
が

）
（（
（

、
こ
こ
で
彼
は
「
不

健
全
な
、
病
的
な
趣
味
」
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
、
自
ら
が
「
頽
廃
」
に

魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
者
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
林

は
「
頽
廃
」
へ
の
「
ア
ン
チ
ト
オ
ド
」
を
普
遍
化
す
る
こ
と
で
、
自
身
の

均
衡
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
頽
廃
期
の
特
徴
」
は
「
如
何
な

る
芸
術
か
ら
も
避
く
べ
き
」
と
い
う
、
「
進
歩
史
観
」
の
原
則
を
遵
守
す

る
が
如
く

―
。

　

以
上
か
ら
推
察
で
き
る
の
は
、
平
林
は
、「
頽
廃
」
を
過
去
の
も
の
、「
進

歩
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
す
る
あ
ま
り
、
自
分
が
「
頽
廃
」
に
対
し

て
な
ぜ
魅
力
を
感
じ
る
の
か
、
「
頽
廃
」
が
本
当
に
「
進
歩
」
と
「
反
対
」

す
る
過
去
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
、
内
在
的
に
追
究
す

る
こ
と
が
、
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
「
進
歩
史
観
」
に
憑
か

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
平
林
は
、
過
去
の
「
頽
廃
」
の
「
価
値
」
を
触
知
す

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
現
在
の
「
頽
廃
」
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
芸
術
的
価
値
論
争
」
の
際
に
論
敵
に
向
け
ら
れ
て
い
た
慧
眼
は
、「
進
歩
」

の
「
反
対
の
も
の
」
へ
の
自
ら
の
「
興
味
」
を
射
抜
い
て
い
な
が
ら
、
そ

れ
を
掘
り
下
げ
、
〈
現
在
化
〉
す
る
こ
と
に
は
至
ら
な
い
。

　

し
か
し
平
林
が
、
現
在
に
お
け
る
「
頽
廃
」
の
深
層
に
潜
む
、
「
進
歩
」

へ
の
力
動
性
を
捉
ま
え
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

私
た
ち
の
美
の
観
念
は
い
ま
急
激
に
変
革
の
過
程
を
た
ど
り
つ
ゝ

あ
る
。
科
学
、
工
業
、
機
械
、
都
市
…
…
さ
う
い
つ
た
も
の
が
、
私

た
ち
に
と
つ
て
、
自
然
以
上
の
美
を
、
み0

力
を
も
ち
は
じ
め
つ
ゝ
あ

る
。
大
都
会
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
文
明
の
た
い
廃
の
み
を
見
る
こ

と
を
強
要
す
る
人
た
ち
は
あ
や
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
文
明

の
骨
組
が
見
ら
れ
る
。

「
文
芸
時
評
（
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
（
・
（
・
（1
）

　

平
林
は
、
「
大
都
会
」
に
「
病
」
を
「
診
断
」
し
、
〈
終
末
の
時
間
〉
を

見
る
人
々
か
ら
、
「
た
い
廃
」
に
潜
む
も
の
を
庇
お
う
と
す
る
。
「
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
文
明
の
た
い
廃
」
の
奥
に
は
、
同
時
に
「
次
の
文
明
の
骨
組
」
が
、

新
た
な
も
の
へ
の
胎
動
が
潜
ん
で
い
る
。
「
進
歩
」
へ
と
通
じ
る
「
た
い
廃
」

の
〈
潜
勢
力
〉
が
、
こ
こ
で
は
確
か
に
感
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
「
頽
廃
」
そ
の
も
の
の
力
で
は
な
い
が
、
こ
の
〈
潜
勢

力
〉
は
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
評
価
の
臨

界
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

）
（8
（

。

　

如
上
の
よ
う
に
、「
頽
廃
」
を
「
進
歩
」
と
対
蹠
的
に
捉
え
て
い
た
平
林
は
、

こ
れ
以
降
「
頽
廃
」
に
つ
い
て
自
覚
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
〈
潜
勢
力
〉
を
備
給
す
る
文
学
作
品
を
具
体
的
に
見
出
す
こ

と
も
な
か
っ
た
。
平
林
の
死
後
、
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
か
ら
も
、
ま
た
、
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モ
ダ
ニ
ズ
ム
陣
営
か
ら
も
、
〈
デ
カ
ダ
ン
ス
〉
は
し
ば
ら
く
忌
避
さ
れ
る

0

0

0

0

0

べ
き
も
の
と
し
て
の
命

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
全
う
す
る
。

　

次
に
同
概
念
に
積
極
性
を
見
出
す
の
は
、
革
命
運
動
が
ほ
と
ん
ど
挫
折

し
た
昭
和
一
〇
年
、
日
本
浪
曼
派
の
中
心
人
物
、
保
田
與
重
郎
で
あ
る
。

保
田
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
「
頽
廃
」
観
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
の
価
値
を
反

転
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

　　
　

注

（
（
） 

本
稿
で
は
、「
デ
カ
ダ
ン
」
と
「
頽
廃
」
（
及
び
「
退
廃
」
、「
た
い
廃
」
、「
廃

頽
」
）
の
双
方
を
、
翻
訳
の
関
係
と
見
な
し
、
ほ
ぼ

0

0

同
じ
記
号
表
現
と
し
て

扱
う
。
従
っ
て
論
中
に
お
い
て
二
語
の
記
号
内
容
が
異
な
る
場
合
、
記
号
表

現
の
相
異
と
し
て
処
理
せ
ず
、
そ
の
原
因
を
、
時
代
の
変
化
、
論
者
の
思
想

的
変
遷
、
論
者
間
の
思
想
的
差
異
な
ど
に
帰
す
。

（
（
） 

青
野
季
吉
「
平
林
初
之
輔
論
」
（
「
新
潮
」
昭
（
・
8
）
を
は
じ
め
、
平
林

初
之
輔
を
「
転
向
者
」
と
捉
え
る
論
は
数
多
く
あ
る
が
、
本
稿
は
、
大
正

一
二
年
以
降
共
産
党
か
ら
離
れ
た
後
も
、
平
林
は
一
貫
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義

者
で
あ
っ
た
と
い
う
視
座
に
立
つ
。

（
（
）
尹
相
仁
「
近
代
日
本
文
学
と
「
世
紀
末
」
」
（
『
世
紀
末
と
漱
石
』
平
（
・
（
、

岩
波
書
店
）
参
照
。

（
（
） 

渡
辺
和
靖
「
平
林
初
之
輔
と
ロ
マ
ン
主
義
」
（
『
自
立
と
共
同
』
昭
（（
・
（（
、

ぺ
り
か
ん
社
）
。

（
（
） 

注
（
（
）
に
同
じ
。
な
お
、「
逃
避
」
と
は
平
林
初
之
輔
「
現
実
と
真
実
」（
「
新

潮
」
大
（
・
8
）
の
、
「
現
実
に
対
し
て
は
こ
れ
を
破
壊
す
る
か
逃
避
す
る

か
よ
り
外
に
道
は
な
い
。
」
に
よ
る
。

（
（
） 

大
和
田
茂
「
平
林
初
之
輔
の
再
検
討
」
（
『
社
会
文
学
・
一
九
二
〇
年
前
後
』

平
（
・
（
、
不
二
出
版
）
。

（
（
） 

菅
本
康
之
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
、
シ
ン
ボ
ル
と
ア
レ
ゴ

リ
ー
」
（
『
モ
ダ
ン
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
』
平
（（
・
（
、

彩
流
社
）
。
平
林
初
之
輔
研
究
を
刷
新
し
た
同
書
か
ら
、
本
稿
は
多
く
の
示

唆
を
受
け
て
い
る
。

（
8
）
原
題
は"Entartung

"

（1
8
9
2
-
1
8
9
3
,B

erlin
 N

W
.
:Carl  D

uncker

）
、

英
訳
は"D

egeneration
"

（1
8
9
5
,London

:W
illiam

 H
einem

ann

）
。

他
に
『
堕
落
論
』
、
『
退
化
論
』
な
ど
と
訳
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
平
林
初
之

輔
が
同
書
を
『
頽
廃
』
と
呼
ん
で
い
た
（
「
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
と
文
学
其
他
」
、

「
新
潮
」
大
（（
・
8
）
こ
と
に
倣
う
。

（
（
）
貝
澤
哉
「
デ
カ
ダ
ン
と
い
う
病
」
（
「
比
較
文
学
年
誌
」
平
（
・
（
）
。

（
（1
） 

石
原
千
秋
・
小
倉
脩
三
・
小
森
陽
一
・
富
山
太
佳
夫
「
漱
石
と
退
化
論
」
（
「
漱

石
研
究
」
平
（
・
（
）
、
鎌
倉
芳
信
「
自
然
主
義
文
学
と
マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル

ダ
ウ
」
（
「
国
文
学　

言
語
と
文
芸
」
平
（（
・
（（
）
な
ど
を
参
照
。

（
（（
）
中
島
茂
一
訳
『
現
代
の
堕
落
』
（
大
（
・
（
、
大
日
本
文
明
協
会
）
。

（
（（
）
木
股
知
史
「
大
日
本
文
明
協
会
編
『
現
代
の
堕
落
』
」
（
木
股
知
史
編
『
近

代
日
本
の
象
徴
主
義
』
平
（（
・
（
、
お
う
ふ
う
）
。

（
（（
）
注
（
8
）
の
「
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
と
文
学
其
他
」
の
他
、
既
に
大
正
八
年

七
月
六
日
「
や
ま
と
新
聞
」
掲
載
の
「
七
月
の
文
壇
」
（
筆
名
は
Ｈ
・
Ｈ
生
）

に
、
「
世
紀
末
病
の
診
断
を
や
つ
た
マ
ク
ス
・
ノ
ル
ド
ー
に
現
代
の
日
本
を

診
察
さ
せ
た
ら
彼
は
何
と
い
ふ
だ
ら
う
」
と
い
う
言
辞
が
あ
る
。

（
（（
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
年
の
平
林
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
解
説
と
な
る
。
平

林
は
昭
和
五
年
三
月
、
「
社
会
時
評
」
（
「
新
潮
」
）
で
、
ノ
ル
ダ
ウ
が
指
摘
し

た
「
世
紀
末
人
の
、
即
ち
変
質
者
の
精
神
的
特
徴
」
を
、
①
「
道
徳
的
観
念
、

善
悪
の
観
念
が
著
し
く
欠
如
」
、
②
「
エ
モ
ー
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
」
、
③
「
ペ
シ

ミ
ズ
ム
」
、
④
「
凡
ゆ
る
種
類
の
活
動
を
き
ら
ふ
」
、
⑤
「
著
し
い
夢
幻
的
」
、

⑥
「
ス
ケ
プ
チ
シ
ズ
ム
」
、
⑦
「
ミ
ス
チ
シ
ズ
ム
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、

ノ
ル
ダ
ウ
を
「
多
少
誇
張
的
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
、
「
彼
の
診
断
は
、
少
く
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も
誤
診
で
は
な
か
つ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
（（
）
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ロ
、
渡
辺
義
愛
訳
『
デ
カ
ダ
ン
ス
の
想
像
力
』
（
昭
（（
・
（1
、

白
水
社
、
六
九
頁
）
、
貝
澤
哉
「
デ
カ
ダ
ン
と
い
う
病
」
（
注
（
（
）
に
同
じ
）

参
照
。

（
（（
）
平
林
初
之
輔
『
無
産
階
級
の
文
化
』
（
大
（（
・
（
、
早
稲
田
泰
文
社
）
。
な
お
、

同
書
所
収
の
「
無
産
階
級
の
独
立
文
化
へ
」
（
大
（（
・
（
、
初
出
誌
未
詳
）

で
平
林
は
、
引
用
部
の
後
、
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
文
化
は
諸
文
明
国
に
於
て
そ
の

古
典
時
代
を
過
ぎ
て
今
や
頽
廃
期
に
入
つ
て
ゐ
る
。
」
と
付
し
て
い
る
。

（
（（
） 

注
（
（
）
に
同
じ
。

（
18
）
た
だ
し
、
「
病
者
」
を
回
復
不
能
と
し
、
彼
ら
の
衰
滅
を
宣
告
す
る
ノ
ル
ダ

ウ
の
峻
烈
な
文
言
と
は
異
な
り
、
平
林
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
、
延
命

0

0

の
た

め
の
道
筋
を
残
し
て
も
い
る
。
例
え
ば
、「
無
産
者
文
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
『
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
綱
領
』
大
（（
・
（
、
世
界
思
潮
研
究
会
）
で
は
、
「
ブ
ル

ジ
ヨ
ア
文
学
に
は
目
標
が
な
い
。
無
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ち
よ
つ
と

常
規
を
は
ず
す
と
、
自
暴
自
棄
と
な
る
。
頽
廃
的
と
な
る
。
換
言
す
る
と
ブ

ル
ジ
ヨ
ア
文
学
に
は
未
来
が
な
い
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
は
未
来
が
あ

る
。
」
と
、
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
」
の
終
末
を
予
告
す
る
が
、
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
観
念

の
自
滅
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
文
学
の
崩
壊
で
あ
る
。
そ
の
崩
壊
の
あ
と
に
何
が
残

る
か
と
い
ふ
と
、
一
部
は
反
動
的
と
な
つ
て
過
去
へ
逆
戻
り
し
、
一
部
は
腐

敗
頽
廃
し
、
一
部
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
観
念
に
除マ

マ

々
に
融
合
し
て
来
る
。
」
と
、

「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
文
学
」
が
生
き
残
る
道
を
、
確
か
に
示
し
て
い
る
。

（
（（
）
同
時
代
的
に
も
、
ま
た
そ
の
後
の
研
究
史
に
お
い
て
も
、
平
林
初
之
輔
は

同
論
争
で
「
政
治
」
と
「
芸
術
」
の
「
二
元
論
」
を
問
題
化
し
た
人
物
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
菅
本
康
之
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
の
政
治
」
（
注

（
（
）
に
同
じ
）
は
こ
の
従
来
の
認
識
を
誤
謬
と
し
て
い
る
。
「
平
林
に
お
い

て
「
政
治
的
価
値
」
と
は
」
「
「
科
学
」
と
「
芸
術
」
と
い
う
「
二
元
論
」
の

危
機
に
際
し
て
「
科
学
」=

「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
を
救
済
す
る
た
め
に
持
ち

込
ま
れ
た
、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
同
氏
の
指
摘
は

示
唆
に
富
む
。

（
（1
）
川
口
浩
「
平
林
初
之
輔
氏
の
所
論
そ
の
他
」
（
「
戦
旗
」
昭
（
・
（
）
。

（
（（
） 

大
宅
壮
一
「
事
実
と
技
術
【
四
】
」
、
同
「
【
五
】
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭

（
・
（
・
18
、
（（
）
。

（
（（
） 

蔵
原
惟
人
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
芸
批
評
の
旗
の
下
に
」
（
「
近
代
生
活
」
昭

（
・
8
）
。

（
（（
）
注
（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
）
ノ
ル
ダ
ウ
の
『
頽
廃
』
に
は
、
「
世
紀
末
病
」
の
症
状
と
し
て
、
「
自
己
に

と
り
て
は
唯
自
己
の
み
が
意
識
の
中
に
現
れ
来
る
」「
主
我
狂
」（
二
二
九
頁
）

に
つ
い
て
も
、
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
西
洋
の
「
世
紀
末
」
を
日
本
と
重
ね
合
わ
せ
、
江
戸
末
期
を
「
頽
廃
」
と

捉
え
る
言
説
は
、
特
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
高
須
梅
渓
「
近
世

デ
カ
ダ
ン
ス
の
享
楽
趣
味
」
（
「
中
央
公
論
」
大
（1
・
（
）
は
、
春
水
や
南
北

の
作
品
に
「
江
戸
文
化
の
廃
頽
期
の
空
気
」
の
反
映
を
見
て
い
る
。

（
（（
） 

バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ミ
ル
「
日
本
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
思
想
」
（
南
博
編
『
日
本
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
研
究
』
昭
（（
・
（
、
ブ
レ
ー
ン
出
版
）
。

（
（（
）
上
田
進
「
文
芸
時
評
（
（
）
」
（
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
昭
（
・
（
・
（（
）
。

（
28
）
青
野
季
吉
「
文
芸
時
評
【
（
】
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
（
・
（
・
（
）
。

（
（（
） 

た
だ
し
青
野
は
、
「
こ
れ
が
す
べ
て
の
行
詰
ま
り
で
な
く
、
こ
ゝ
か
ら
更
に
、

ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
実
際
に
見
る
や
う
に
、
新
神
秘
主
義
等
々
と
い
つ
た
や
う
な
、

さ
ま
〴
〵
な
形
態
を
も
つ
て
す
る
超
現
実
的
乃
至
反
現
実
的
な
意
識
の
デ
ヴ

エ
ロ
ー
プ
し
て
来
る
の
も
、
余
り
遠
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
」
と
、

海
外
の
文
芸
事
情
を
踏
ま
え
て
、
衰
退
の
長
期
化

0

0

0

を
予
示
し
て
も
い
る
。

（
（1
）
マ
テ
イ
・
カ
リ
ネ
ス
ク
「
デ
カ
ダ
ン
ス
の
観
念
」
（
富
山
英
俊
・
栂
正
行
訳

『
モ
ダ
ン
の
五
つ
の
顔
』
昭
（（
・
（（
、
せ
り
か
書
房
）
。

（
（（
）
平
林
初
之
輔
「
文
芸
時
評
六
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
（
・
（
・
（
）
。

（
（（
）
平
林
初
之
輔
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
論
に
関
し
て
は
、
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ミ
ル
「
日

本
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
思
想
」
（
注
（
（（
）
に
同
じ
）
、
菅
本
康
之
「
機
械
仕
掛
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け
の
マ
ル
ク
ス
主
義
」
、
「
臨
界
点
と
し
て
の
唯
物
史
観
か
ら
歴
史
的
唯
物
論

へ
」
（
注
（
（
）
に
同
じ
）
を
参
照
。

（
（（
）
注
（
（（
）
参
照
。

（
（（
）
平
林
初
之
輔
「
文
芸
時
評
（
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
（
・
（（
・
（
）
。

（
（（
） 

平
林
初
之
輔
「
日
本
の
文
学
は
何
処
へ
行
く
」
（
「
新
潮
」
昭
（
・
（
）
。
な

お
、
平
林
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
論
に
お
け
る
「
機
械
」
の
重
要
性
に
つ
い
て

は
、
注
（
（（
）
の
文
献
を
参
照
。

（
（（
）
平
林
初
之
輔
「
私
の
要
求
す
る
探
偵
小
説
」
（
「
新
青
年
」
大
（（
・
8
）
。

（
（（
）
ノ
ル
ダ
ウ
の
『
頽
廃
』
に
は
「
神
経
病
」
の
一
症
状
と
し
て
、
「
疲
労
せ
る

者
は
」
「
麻
痺
せ
る
神
経
を
刺
戟
せ
ん
が
為
め
に
」
「
興
奮
剤
を
使
用
し
、
自

ら
病
的
に
な
り
行
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
五
二
―
五
三
頁
）
。

（
38
）
「
日
本
」
と
限
定
し
た
の
は
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
「
「
没
落
」

後
の
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
」
（
渡
辺
祐
邦
・
三
原
弟
平
訳
『
プ
リ
ズ
メ
ン
』
平

8
・
（
、
筑
摩
書
房
）
の
以
下
の
言
葉
に
よ
る
。

 
 
 
 

暴
力
的
で
抑
圧
さ
れ
た
生
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
生
や
、
そ
の
文

化
、
そ
の
粗
野
さ
と
崇
高
さ
の
従
者
で
あ
る
こ
と
を
辞
め
る
と
通
告
す

る
デ
カ
ダ
ン
ス
こ
そ
、
よ
り
善
い
世
界
の
避
難
所
で
あ
る
。
［
…
］
西

洋
の
没
落
に
対
立
す
る
も
の
は
、
復
活
し
た
文
化
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
没
落
し
て
ゆ
く
文
化
像
の
な
か
に
言
葉
な
く
問
い
か
け
な
が

ら
、
し
ま
い
込
ま
れ
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。

　
　
　

ア
ド
ル
ノ
は
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
『
西
洋
の
没
落
』
で
示
す
、
「
人
間

侮
蔑
」
的
で
「
運
命
」
論
的
な
「
歴
史
」
の
決
定
論
か
ら
逃
れ
る
も
の
と
し

て
、
「
頽
廃
の
な
か
で
自
由
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
力
」
を
見
出
し
て
い
る
。

マ
テ
イ
・
カ
リ
ネ
ス
ク
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
「
デ
カ
ダ
ン
ス
を

否
定
性
の
文
化
と
し
て
理
解
し
」
「
美
的
デ
カ
ダ
ン
ス
の
概
念
を
、
マ
ル
ク

ス
主
義
的
か
つ
弁
証
法
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
理
論
の
枠
内
で
再
評
価
す
る
可

能
性
を
、
示
唆
し
て
い
る
」
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
っ
て
、
「
あ
る
特
定
の
歴
史
的

モ
メ
ン
ト
の
表
現
と
し
て
、
デ
カ
ダ
ン
ス
は
も
は
や
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
の
有
害
な
現
わ
れ
と
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
に
対
す
る
反

動
と
し
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
深
刻
で
真
正
な
危
機
の
意
識
と
し
て
出
現
す

る
」
の
で
あ
る
（
以
上
、
注
（
（1
）
に
同
じ
）
。
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
し
く

検
討
で
き
な
い
が
、
「
た
い
廃
」
の
奥
に
「
次
の
文
明
の
骨
組
」
を
見
出
す

平
林
と
、
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
に
「
し
ま
い
込
ま
れ
て
い
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を

指
摘
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
論
理
は
、
共
振
し
て
い
る
。
し
か
し
、
決
し
て
「
頽

廃
」
そ
の
も
の
を
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
前
者
と
、
「
デ
カ
ダ
ン
ス

こ
そ
」
を
可
能
性
と
捉
え
る
後
者
に
は
、
や
は
り
差
異
が
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ

の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
・
平
林
初
之
輔
の
「
頽
廃
」
が

備
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
未
発
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

　
　

付
記

　

原
則
と
し
て
漢
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
引
用
・
参
考
資

料
の
副
題
は
省
略
し
、
引
用
文
中
の
［
…
］
（
省
略
）
、
／
（
改
行
）
、［　

］
（
注
記
）

は
稿
者
に
よ
る
。
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