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文
学
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
と
い
う
。
〈
反
近
代
〉
と
は
も
と
よ
り
単
な

る
近
代
批
判
、
ま
た
ア
ン
チ
近
代
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
言
わ
ば
近
代
の
な

か
に
身
を
く
ぐ
ら
せ
、
そ
の
矛
盾
も
正
も
負
も
一
切
を
見
届
け
つ
つ
、
あ
え
て

〈
近
代
〉
と
は
何
か
を
問
う
所
に
あ
る
。
こ
う
し
て
〈
反
近
代
〉
と
は
批
評
や

認
識
と
し
て
、
ま
た
負
荷
と
し
て
、
こ
の
国
の
多
く
の
作
家
が
に
な
わ
ざ
る
を

え
ぬ
課
題
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
を
一
身
に
最
も
深
く
に
な
い
、
こ

れ
を
生
涯
の
課
題
と
し
た
作
家
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
漱
石
が
あ
る
。
開
化
は

無
価
値
な
り
と
彼
は
い
う
。

 
 
 
 
マ
こ

 
「
開
化
ノ
無
価
値
な
る
を
知
る
と
き
始
め
て
厭
世
観
を
起
す
。
開
化
の
無

価
値
な
る
を
知
り
つ
・
も
是
を
免
か
る
能
は
ざ
る
を
知
る
と
き
第
二
の
厭
世
観

を
起
す
。
鼓
に
於
て
発
展
の
路
絶
ゆ
れ
ば
真
の
厭
世
的
文
学
と
な
る
」
と
い
う
。

こ
れ
は
処
女
作
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
な
ど
の
書
か
れ
た
時
期
、
初
期
「
断
片
」
」

中
の
一
節
だ
が
、
同
じ
言
葉
は
『
文
学
評
論
』
中
に
も
あ
り
、
「
吾
人
が
吾
人

の
生
活
上
に
、
所
謂
開
化
な
る
も
の
・
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
を
覚
る
と
同
時
に
、

所
謂
開
化
な
る
も
の
・
吾
人
に
満
足
を
与
ふ
る
に
足
る
も
の
で
無
い
こ
と
を
徹

底
に
覚
っ
た
時
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
そ
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
時
の
体
験

を
ふ
ま
え
た
に
が
い
認
識
だ
が
、
こ
の
開
化
の
矛
盾
を
あ
と
さ
き
も
な
く
追
い

か
け
て
ゆ
く
故
国
日
本
の
姿
を
遠
望
し
つ
つ
、
そ
の
日
記
に
は
「
日
本
ハ
三
十

年
前
脳
性
零
墨
リ
ト
云
フ
然
レ
ド
モ
半
鐘
ノ
声
デ
急
二
飛
ビ
起
キ
タ
ル
ナ
リ
其

墨
筆
タ
ル
ハ
本
当
ノ
覚
メ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
狼
狽
シ
ツ
・
ア
ル
ナ
リ
只
西
洋
カ
ラ

吸
収
ス
ル
ニ
急
ニ
シ
テ
消
化
ス
ル
ニ
暇
ナ
キ
ナ
リ
」
「
日
本
ハ
真
二
目
が
醒
ネ

バ
ダ
メ
ダ
」
（
明
3
4
・
3
・
1
6
）
と
い
う
。

 
こ
の
認
識
が
後
の
〈
外
発
的
開
化
〉
の
矛
盾
を
謁
し
て
い
う
『
現
代
日
本
の

開
化
』
（
明
4
0
・
1
1
・
1
0
）
や
『
そ
れ
か
ら
』
『
行
人
』
な
ど
の
作
中
に
独
自
の

文
明
批
判
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
『
そ
れ

か
ら
』
の
代
助
や
『
行
人
』
の
〕
部
に
み
る
鋭
い
文
明
批
判
は
、
た
し
か
に
作

者
漱
石
の
一
面
を
語
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
彼
の
、
そ
の

半
身
が
身
を
ひ
た
す
風
土
の
正
と
負
、
言
い
か
え
れ
ば
民
族
的
、
伝
統
的
エ
ト

ス
と
も
い
う
べ
き
側
面
を
除
外
し
て
、
我
々
は
何
事
を
も
語
る
こ
と
は
で
き
ま

い
。
こ
こ
に
、
『
こ
・
ろ
』
一
篇
が
浮
上
す
る
意
味
が
あ
る
。
そ
の
留
学
は
十

九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
と
い
う
節
目
に
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
十
年
余
に
し
て
、

彼
は
も
う
ひ
と
つ
の
節
目
を
迎
え
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
明
治
の
終
焉
で
あ
り
、

そ
れ
は
彼
自
身
の
裡
な
る
エ
ト
ス
を
引
き
裂
く
何
事
か
で
あ
っ
た
。
『
こ
・
ろ
』
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の
生
ま
れ
た
契
機
は
ま
さ
に
こ
の
一
点
に
あ
る
が
、
し
か
し
『
こ
・
ろ
』
は
果

た
し
て
ど
う
読
ま
れ
て
来
た
か
。

 
数
年
前
、
必
要
あ
っ
て
『
こ
・
ろ
』
の
研
究
史
と
い
う
か
、
そ
の
評
価
の
跡

を
辿
っ
て
み
た
が
、
そ
の
変
遷
は
な
か
な
か
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
い
ま
、

そ
の
仔
細
に
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
先
ず
発
表
直
後
の
文
芸
時
評
の
多
く
は

心
理
分
析
の
細
緻
を
言
い
、
作
風
の
熟
達
の
一
頂
点
を
み
る
と
い
う
。
ま
た
こ

れ
ら
に
対
し
て
は
、
そ
の
主
題
を
「
罪
の
意
識
」
で
あ
る
と
し
て
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
の
『
罪
と
罰
』
な
ど
を
持
ち
出
し
、
し
か
し
作
者
特
有
の
「
日
常
的
リ

ア
リ
ズ
ム
」
へ
の
固
執
が
、
そ
の
主
題
の
完
全
な
展
開
を
許
さ
な
か
っ
た
の
だ

と
い
う
小
宮
豊
隆
の
論
（
『
漱
石
先
生
の
「
心
」
を
読
ん
で
』
大
4
・
7
）
な

ど
も
あ
り
、
こ
れ
が
、
殆
ど
唯
一
の
本
格
的
な
同
時
代
評
と
し
て
み
ら
れ
る
わ

け
だ
が
、
や
が
て
漱
石
没
後
と
と
も
に
、
す
べ
て
は
「
人
格
の
表
現
」
な
り
と

い
う
和
辻
哲
郎
の
論
（
『
夏
目
漱
石
の
「
人
」
及
び
「
芸
術
」
』
大
6
・
1
）
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る
文
学
史
家
と
し
て
「
人
文
主
義
的
」
「
人

格
主
義
的
」
漱
石
像
と
い
う
定
説
的
原
型
が
す
べ
て
を
覆
う
こ
と
と
な
り
、
作

品
は
作
家
精
神
史
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

 
こ
の
殆
ど
不
毛
と
も
み
え
る
作
品
評
価
史
の
な
か
に
、
や
が
て
そ
の
一
隅
を

突
き
破
る
よ
う
に
し
て
、
こ
ち
ら
の
眼
に
飛
び
込
ん
で
来
た
の
が
、
阿
部
知
二

の
『
漱
石
の
小
説
』
（
「
新
潮
」
昭
1
1
・
2
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
。
「
ま
つ
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彼
の
小
説
を
、
小
説
を
こ
そ
眼
が
け
て
打
つ
か
る
べ
き
だ
」
と
い
う
。
同
時
に

必
要
な
の
は
そ
の
「
作
者
の
背
景
を
な
す
時
代
」
へ
の
認
識
だ
が
、
そ
れ
に
は

「
余
裕
と
か
道
徳
派
と
か
低
徊
と
か
反
自
然
主
義
」
と
か
、
こ
れ
ら
は
彼
を
と

り
ま
く
「
時
装
、
合
言
葉
」
だ
が
、
先
ず
「
こ
れ
を
捨
て
て
掛
ら
な
け
れ
ば
な

ら
」
ぬ
。
し
か
も
「
そ
れ
ら
を
捨
て
て
も
残
る
時
代
と
い
う
も
の
が
あ
る
」
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ず
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
こ
に
い
う
真
の
〈
時
代
〉
の
意
味
だ
と
い
う
。
こ

う
し
て
作
品
を
こ
そ
眼
が
け
て
打
つ
か
り
、
そ
こ
に
「
赤
裸
の
漱
石
を
み
る
こ

と
」
と
、
「
彼
の
時
代
を
背
景
と
す
る
漱
石
を
み
る
こ
と
」
と
、
「
こ
の
一
見
矛

盾
す
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
が
、
し
か
し
こ
れ
は
も
は
や
「
す
べ
き
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こ
と
で
は
な
く
、
現
代
わ
れ
わ
れ
が
し
て
み
る
こ
と
」
だ
と
い
う
。

 
も
は
や
明
ら
か
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
作
家
の
、
作
品
の
〈
赤
裸
〉
の
姿
を
見

る
と
は
、
そ
の
時
代
の
只
中
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
そ
の
作
中
に
し
み
と
お
り
、

息
づ
く
＜
時
代
〉
そ
の
も
の
の
な
か
に
そ
れ
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る

ま
い
。
し
か
も
〈
赤
裸
の
漱
石
〉
と
く
時
代
の
な
か
の
漱
石
〉
を
み
る
こ
と
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

矛
盾
と
み
え
て
矛
盾
で
は
な
く
、
現
に
「
現
代
わ
れ
わ
れ
が
し
て
み
る
こ
と
」

だ
と
い
う
時
、
〈
時
代
〉
の
意
味
す
る
も
の
が
何
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
漱
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石
没
後
二
十
年
と
い
う
歴
史
の
一
サ
イ
ク
ル
を
経
て
、
そ
の
〈
現
代
〉
に
お
い

て
、
〈
時
代
の
な
か
の
漱
石
〉
が
同
時
に
、
、
〈
赤
裸
の
漱
石
〉
と
し
て
見
え
て

来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
〈
赤
裸
の
漱
石
〉
と
は
い
か
な
る
抽

象
で
も
な
く
、
た
だ
〈
時
代
〉
の
な
か
に
息
づ
き
、
事
え
て
立
つ
作
家
像
以
外

の
何
者
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
あ
の
ひ
と
つ
の
く
時
代
の
終
焉
〉

に
立
つ
漱
石
の
内
面
像
が
見
え
て
来
る
。
こ
れ
を
措
い
て
「
明
治
の
精
神
」
、

ま
た
そ
れ
へ
の
く
殉
死
〉
と
は
何
ご
と
で
も
あ
る
ま
い
。

 
あ
え
て
言
え
ば
、
『
こ
・
ろ
』
の
青
年
〈
私
〉
に
は
、
明
治
の
終
焉
の
意
味

は
何
ひ
と
つ
見
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
姿
は
特
に
「
両
親
と
私
」
の
章
に
微

細
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
故
に
ま
た
〈
私
〉
は
先
生
の
〈
遺
書
〉
を

封
印
し
え
た
の
だ
と
筆
者
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

く
私
〉
の
眼
が
〈
封
印
〉
し
え
た
と
し
て
も
、
真
に
対
象
化
し
え
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
二
十
年
余
に
し
て
、
「
今
日
の
文
学
青
年
の
私
」

（74）



に
は
、
そ
れ
が
見
え
る
と
阿
部
知
二
は
い
う
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
か
ら
み
れ
ば

 
 
 
 
 
グ
ラ
ン
ロ
シ
ェ
ク
ル

「
光
栄
あ
る
大
時
代
」
と
み
え
、
そ
の
故
か
、
あ
の
「
『
心
』
に
描
か
れ
た

明
治
天
皇
の
崩
御
、
乃
木
大
将
の
殉
死
、
あ
た
り
の
気
分
」
に
は
、
ひ
と
つ
の

時
代
の
終
末
を
迎
え
た
深
い
寂
蓼
感
、
喪
失
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
み
ら
れ

る
と
い
う
。

 
し
か
し
彼
は
単
に
喪
わ
れ
た
時
代
を
回
顧
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

新
時
代
の
作
家
は
同
時
に
、
漱
石
の
晩
期
に
達
し
た
作
品
の
凡
そ
〈
則
天
去
私
〉

神
話
な
ど
と
は
無
縁
の
、
そ
の
無
類
の
新
し
さ
に
眼
を
向
け
る
こ
と
も
忘
れ
は

い
な
い
。
漱
石
は
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
側
か
ら
は
「
持
へ
物
」
な
ど
と
随

分
非
難
さ
れ
た
が
、
小
説
と
は
本
来
「
推
へ
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
彼
の
時
代
は
、

こ
の
捲
へ
物
と
し
て
の
小
説
の
伝
統
が
、
突
然
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
衝
撃

を
受
け
、
漱
石
は
そ
の
伝
統
の
側
に
つ
い
た
と
い
ふ
だ
け
の
話
で
あ
る
」
と
い

う
。
た
だ
ジ
イ
ド
の
『
贋
金
造
り
』
な
ど
と
な
る
と
、
「
小
説
と
し
て
の
伝
統
道
」

な
ど
と
い
っ
た
こ
と
で
は
片
付
か
な
い
が
、
「
漱
石
を
今
日
に
於
け
ば
」
「
贋
金

造
り
位
の
機
構
は
案
出
し
た
か
も
知
れ
ぬ
」
。
ま
た
そ
の
心
理
解
剖
の
正
確
さ

は
無
類
で
あ
り
、
た
と
え
ば
あ
の
「
恐
ろ
し
き
自
意
識
小
説
『
行
人
』
を
当
時

の
新
聞
読
者
の
胸
に
た
た
み
込
ん
だ
腕
を
み
よ
」
と
も
い
う
。

 
さ
ら
に
い
え
ば
漱
石
は
『
明
暗
』
に
至
る
ま
で
、
終
始
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
書
い

て
来
た
。
た
だ
彼
ら
は
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
同
時
に
理
想
主
義
者
」
だ
が
、
「
津

田
は
そ
の
理
想
主
義
を
マ
イ
ナ
ス
に
し
た
だ
け
の
純
粋
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
過
ぎ

ぬ
」
。
漱
石
は
こ
の
時
「
文
化
主
義
者
も
底
を
割
れ
ば
そ
ん
な
も
の
さ
」
と
津

田
を
示
し
た
わ
け
で
、
彼
が
最
後
に
到
達
し
た
〈
則
天
去
私
〉
と
は
、
「
東
洋

風
な
虚
脱
味
」
も
あ
る
が
同
時
に
、
「
冷
静
（
或
は
冷
酷
）
に
世
間
を
突
つ
放

し
た
一
種
の
客
観
主
義
」
で
は
な
い
か
と
い
う
。
し
か
も
漱
石
が
最
後
に
踏
み

込
ん
だ
所
は
、
も
は
や
人
と
人
と
の
座
標
の
関
係
に
秩
序
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。

根
こ
そ
ぎ
動
き
ま
は
っ
て
み
る
人
間
が
、
さ
ら
に
心
理
と
心
理
と
を
ぶ
つ
け
合

っ
て
揉
み
合
っ
て
み
る
L
世
界
で
あ
り
、
「
『
道
草
』
が
『
明
暗
』
ほ
ど
す
ご
く

な
い
の
は
、
あ
の
中
で
主
人
公
健
三
が
、
そ
の
無
秩
序
の
世
界
の
真
中
に
坐
っ

て
じ
っ
と
堪
へ
つ
つ
人
間
関
係
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
み
る
か
ら
」
だ

と
い
う
。
「
と
こ
ろ
が
、
『
明
暗
』
噛
に
は
そ
ん
な
主
人
公
な
ど
な
い
。
」
「
台
座
か

ら
揺
れ
て
み
る
人
間
の
も
つ
れ
で
あ
る
。
若
し
今
日
の
心
理
小
説
が
、
の
っ
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
ら

か
ら
こ
の
『
明
暗
』
の
境
地
を
覗
つ
た
と
し
た
ら
、
到
底
そ
の
複
雑
な
錯
雑

に
打
ち
勝
つ
こ
と
は
出
来
ぬ
」
。
こ
う
し
て
「
西
洋
流
」
で
は
片
付
か
ぬ
コ

種
奇
異
な
世
界
に
こ
の
『
明
暗
』
が
踏
み
込
も
う
と
し
て
み
る
こ
と
は
考
へ
ら

れ
る
し
と
い
う
。

 
こ
の
最
後
の
部
分
な
ど
は
、
す
で
に
戦
後
三
十
年
代
以
降
の
漱
石
論
を
さ
え

先
取
り
し
た
も
の
と
も
見
え
る
が
、
言
わ
ば
漱
石
没
後
、
恰
度
二
十
年
と
い
う

歴
史
の
一
サ
イ
ク
ル
が
廻
っ
た
所
で
見
え
て
来
た
、
新
た
な
漱
石
像
の
呈
示
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
同
時
に
あ
え
て
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
『
道
草
』
『
明
暗
』

の
殆
ど
画
期
的
と
も
い
う
べ
き
新
し
さ
と
は
、
そ
の
事
前
に
お
い
て
、
そ
の
前

作
｝
篇
に
お
い
て
、
あ
る
決
定
的
な
切
断
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

こ
れ
が
先
に
も
ふ
れ
た
時
代
の
終
焉
と
と
も
に
、
彼
の
裡
な
る
エ
ト
ス
を
切
り

裂
く
な
に
も
の
か
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
明
治
の
精
神
」
へ
の
「
殉

死
」
と
は
ま
た
こ
れ
以
外
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

 
 
 
二

 
こ
の
阿
部
知
二
の
論
を
昭
和
十
年
代
は
じ
め
の
注
目
す
べ
き
画
期
の
論
と
す

れ
ば
、
十
年
代
後
半
に
あ
っ
て
は
中
村
光
夫
の
論
（
『
夏
目
漱
石
の
』
「
文
学
界
」

文
学
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
・
そ
の
一
面
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昭
1
8
・
5
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
漱
石
ほ
ど
こ
の
国
の
「
知
識

階
級
の
お
か
れ
た
運
命
に
つ
い
て
も
っ
と
も
真
剣
に
考
え
」
ぬ
い
た
も
の
は
な

く
、
「
た
じ
ろ
が
ず
に
そ
れ
を
真
正
面
か
ら
見
詰
め
た
少
数
の
先
駆
者
」
で
あ
り
、

「
そ
の
文
学
的
表
現
に
全
生
命
を
賭
し
た
作
家
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
そ

の
「
異
常
な
誠
実
」
は
、
「
作
品
の
う
ち
で
も
容
易
に
人
目
を
惹
か
ぬ
様
に
隠

れ
て
み
る
。
い
は
“
彼
の
作
品
に
は
、
何
か
光
源
の
解
ら
ぬ
光
の
や
う
に
、
到

る
と
こ
ろ
作
者
の
心
の
彌
満
す
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
正
体
は
少
な
く

も
彼
の
小
説
で
は
は
っ
き
り
と
捕
ら
な
い
」
。
こ
う
し
て
「
後
代
の
多
く
の
讃

辞
も
こ
の
謎
を
解
く
に
足
り
な
い
」
と
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
の
中
村
光
夫
の
い
う
漱
石
に
お
け
る
「
異
常
な
誠
実
」
と
は
何
か
。
そ
れ

が
光
源
の
わ
か
ら
ぬ
光
の
よ
う
に
作
中
に
彌
満
す
る
と
い
う
時
、
彼
も
ま
た
漱

石
と
い
う
作
家
に
お
け
る
一
種
重
層
的
な
エ
ト
ス
の
ひ
そ
か
な
点
滅
を
感
じ

と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
あ
え
て
い
え
ば
〈
明
治
の
精
神
〉
な
る

も
の
の
重
層
性
、
い
や
よ
り
正
確
に
は
〈
明
治
〉
と
い
う
時
代
の
風
土
に
身
を

浸
す
漱
石
と
い
う
作
家
自
身
の
問
題
で
あ
り
、
彼
自
身
い
う
お
れ
は
「
海
陸
両

棲
物
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
自
己
認
識
と
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
「
異

常
な
誠
実
」
と
は
、
こ
の
彼
の
し
い
ら
れ
て
あ
る
自
己
考
察
へ
の
異
常
な
ま
で

の
誠
実
さ
で
あ
り
、
こ
の
時
認
識
は
そ
の
ま
ま
倫
理
と
か
さ
な
る
。

 
こ
う
し
て
、
や
が
て
戦
後
を
迎
え
る
と
と
も
に
、
評
家
の
裡
な
る
漱
石
像
も

ま
た
新
た
な
展
開
を
示
す
。
そ
の
最
初
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
も
い
う
べ
き
も
の

に
、
猪
野
謙
二
の
『
「
心
」
に
お
け
る
自
我
の
自
覚
と
崩
壊
』
（
「
世
界
」
昭
2
3
・

1
2
）
と
題
し
た
一
篇
が
あ
る
。
K
の
死
に
よ
っ
て
先
生
が
掴
ん
だ
も
の
は
、
「
か

れ
に
と
っ
て
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
も
は
や
自
分
を
も
信
じ
得
な
い

と
い
う
、
か
れ
自
身
の
意
識
そ
の
も
の
以
外
に
は
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
事
実

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
倫
理
的
な
漱
石
か
ら
認
識
者
と
し
て

の
漱
石
へ
の
転
換
」
と
い
う
指
摘
こ
そ
は
、
戦
後
の
漱
石
像
へ
の
転
換
を
示
唆

す
る
も
の
だ
が
、
同
時
に
ま
た
こ
こ
で
も
「
明
治
の
精
神
」
な
る
も
の
へ
の
熱

い
言
及
の
あ
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
猪
野
氏
の
論
は
先
ず
明
治

か
ら
大
正
へ
と
い
う
時
代
の
歪
形
期
に
あ
っ
て
、
そ
の
「
現
実
喪
失
の
苦
渋
」

を
「
堪
え
ぬ
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
逆
に
若
き
世
代
た
ち
を
遥
か
に
越
え
る
、

ほ
と
ん
ど
「
現
代
的
な
新
し
さ
に
到
達
」
し
え
た
こ
と
に
ふ
れ
、
同
時
に
い
ま

さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
「
『
心
』
の
先
生
が
究
極
に
お
い
て
到
達
し

て
い
た
と
こ
ろ
は
、
『
天
皇
に
始
ま
っ
て
天
皇
に
終
っ
た
』
『
明
治
の
精
神
』
の

確
認
で
あ
り
、
一
方
、
現
代
に
対
す
る
一
つ
の
孤
絶
の
感
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

 
こ
こ
で
も
己
れ
の
時
代
に
対
す
る
誠
実
が
、
逆
に
時
代
を
抜
き
ん
で
て
後
代

を
超
え
る
と
い
う
逆
説
が
示
さ
れ
、
こ
れ
は
先
の
阿
部
野
二
の
い
う
と
こ
ろ
と

も
お
の
ず
か
ら
に
か
さ
な
る
。
た
だ
こ
の
新
た
な
漱
石
像
の
提
示
が
、
敗
戦
後

二
年
余
と
い
う
時
期
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
漱
石
が
自
身
の
愚
な
る
〈
明

治
〉
を
対
象
化
す
る
に
二
年
の
歳
月
を
要
し
た
ご
と
く
、
戦
後
の
論
考
の
眼
が

新
た
な
漱
石
像
を
発
見
す
る
に
、
ほ
ぼ
同
じ
時
間
を
要
し
た
こ
と
は
意
味
深
い
。

し
か
も
阿
部
知
二
の
論
と
と
も
に
、
知
識
人
作
家
漱
石
へ
の
鋭
い
考
察
を
含
ん

で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
阿
部
知
二
の
『
冬
の
宿
』
の
連
載
が
始
ま
る
の

は
、
先
の
論
と
同
じ
昭
和
十
一
年
初
頭
で
あ
り
、
間
も
な
く
二
・
二
六
事
件
を

迎
え
る
時
代
の
潮
流
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
ひ
そ
か
な
緊
迫
感
を
抱
き
つ
つ
、

こ
の
漱
石
論
が
書
か
れ
た
か
は
い
う
を
侯
つ
ま
い
。

 
猪
野
氏
の
論
も
ま
た
戦
後
派
作
家
の
本
格
的
な
活
動
と
と
も
に
、
二
十
三
年

と
い
え
ば
論
壇
に
多
く
の
知
識
人
論
の
台
頭
を
見
る
に
至
っ
た
時
期
で
あ
り
、

し
か
も
昭
和
十
年
代
を
は
さ
ん
で
向
き
あ
う
両
者
の
論
が
漱
石
の
新
し
さ
と
と
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も
に
、
『
こ
・
ろ
』
に
み
る
あ
る
時
代
の
喪
失
感
の
深
さ
に
鋭
く
言
及
し
て
い

る
こ
と
は
偶
然
の
符
合
で
は
あ
る
ま
い
。
阿
部
単
二
は
こ
れ
を
「
光
栄
あ
る

グ
ラ
ン
 
シ
ェ
ク
ル

大
時
代
」
の
喪
失
と
言
い
、
猪
野
謙
二
は
「
明
治
天
皇
の
践
祥
と
そ
の
生

の
出
発
を
同
じ
く
す
る
か
れ
に
と
っ
て
、
統
｝
的
な
明
治
の
精
神
と
そ
の
肉
体

と
は
、
自
己
の
人
間
的
実
体
を
形
作
っ
て
来
た
、
か
け
が
え
の
な
い
要
因
で
あ
っ

た
」
と
い
う
。
こ
の
感
触
に
誇
張
は
あ
る
ま
い
。
前
者
は
そ
の
少
年
時
（
十
四

歳
）
に
明
治
の
終
焉
を
迎
え
、
後
者
は
『
こ
・
ろ
』
執
筆
の
前
年
に
生
を
受
け

る
。
と
も
に
〈
明
治
〉
と
い
う
時
代
の
感
銘
は
殆
ど
地
続
き
の
も
の
と
言
っ
て

よ
い
。
し
か
も
こ
れ
が
改
め
て
よ
み
が
え
る
の
は
、
己
れ
の
く
時
代
〉
に
向
き

あ
う
論
考
の
誠
実
と
想
像
力
に
か
か
わ
る
。

 
さ
て
、
時
代
が
作
家
を
生
み
、
時
代
の
無
意
識
が
ま
た
新
た
な
評
家
の
論
を

生
み
出
し
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
昭
和
三
十
年
代
初
頭
も
ま
た
、
時
代
の
一
転
三

期
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
野
好
夫
の
『
も
は
や
「
戦
後
」
で
は
な
い
』
（
「
文

芸
春
秋
」
）
が
書
か
れ
た
の
は
三
十
一
年
二
月
。
既
成
の
文
壇
概
念
を
突
き
破

る
形
で
芥
川
賞
作
家
石
原
慎
太
郎
が
登
場
し
た
の
は
三
十
年
七
月
。
し
か
も
三

十
一
年
二
月
ソ
ビ
エ
ト
の
共
産
党
大
会
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
公
然
と
宣
明

さ
れ
、
そ
の
波
及
は
わ
が
文
学
界
、
思
想
界
に
あ
っ
て
も
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
神

話
的
権
威
を
批
判
し
、
ゆ
る
が
す
機
運
を
生
む
。
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
登
場
し

た
の
が
江
藤
淳
の
『
夏
目
漱
石
』
（
東
京
ラ
イ
フ
社
、
昭
3
1
・
1
1
）
で
あ
る
。

す
で
に
荒
正
人
の
『
漱
石
の
暗
い
部
分
』
（
「
近
代
文
学
」
昭
2
8
・
1
2
）
や
、
平

野
謙
『
暗
い
漱
石
』
（
「
群
像
」
昭
3
1
・
1
、
2
）
な
ど
、
〈
殉
死
〉
の
根
源
的

な
暗
部
に
迫
る
、
〈
暗
い
漱
石
〉
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
来
た
が
、
こ
の
時
代
の
主
潮
を
あ
ざ
や
か
に
集
約
す
る
も
の
と
し
て
江

藤
淳
の
論
が
登
場
す
る
。

 
こ
の
時
期
前
後
し
て
、
中
村
稔
の
『
宮
沢
賢
治
』
（
書
捨
ユ
リ
イ
カ
、
昭
3
0
・

6
）
や
、
吉
本
隆
明
の
『
高
村
光
太
郎
』
（
飯
塚
書
店
、
昭
3
2
・
5
）
が
出
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
も
従
来
の
〈
賢
治
神
話
〉
や
く
光

太
郎
神
話
〉
を
突
き
破
る
よ
う
に
し
て
、
暗
い
賢
治
像
、
暗
い
光
太
郎
像
が
現

わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
つ
ら
ぬ
く
一
種
荒
々
し
い
批
判
の
情
念
は
ま
た
、
江
藤

淳
の
そ
れ
に
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
無
意
識
が
、
そ
の
波
頭
が
こ

れ
ら
の
画
然
た
る
論
を
生
み
出
し
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
．
こ
こ
で
江
藤
淳

は
『
こ
・
ろ
』
を
評
し
て
、
こ
れ
は
「
愛
の
不
可
能
性
を
、
ほ
と
ん
ど
古
典
的

な
厳
正
さ
で
描
い
た
」
も
の
で
あ
り
、
「
こ
れ
ほ
ど
非
感
傷
的
に
、
人
間
的
愛

の
絶
望
的
陰
影
を
描
い
た
小
説
は
少
い
」
と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
『
こ
・

ろ
』
を
他
の
作
品
か
ら
隔
絶
さ
せ
る
、
あ
の
時
代
の
必
然
へ
の
言
及
は
な
い
。

江
藤
氏
が
「
明
治
の
精
神
」
の
「
殉
死
」
に
ふ
れ
る
の
は
こ
れ
か
ら
八
年
の
後
、

『
明
治
の
一
知
識
人
』
（
現
代
文
学
大
系
「
夏
目
漱
石
2
」
筑
摩
書
房
、
昭
3
9
）

の
一
文
に
お
い
て
で
あ
る
。

 
江
藤
淳
は
『
こ
・
ろ
』
の
主
題
が
「
人
間
の
孤
絶
、
あ
る
い
は
愛
の
不
可
能
」

性
で
あ
る
こ
と
を
自
明
と
し
つ
つ
、
「
漱
石
同
様
明
治
の
教
養
人
・
知
識
人
で

あ
っ
た
」
先
生
は
、
そ
の
死
に
当
っ
て
は
「
孤
絶
か
ら
の
逃
避
」
と
い
う
、
「
個

人
的
な
動
機
を
超
え
た
動
機
を
必
要
と
し
た
」
。
漱
石
も
ま
た
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム

と
愛
の
不
可
能
性
」
と
い
う
「
宿
病
に
悩
む
孤
独
な
近
代
人
と
し
て
生
き
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
」
が
、
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
殉
死
と
い
う
二
大
事
件
の
あ
と
で
、

あ
の
〈
明
治
の
精
神
〉
な
る
も
の
が
死
に
絶
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
。

「
今
、
あ
の
偉
大
な
時
代
の
全
価
値
体
系
の
影
」
が
、
そ
の
暗
い
過
去
か
ら
浮

か
び
あ
が
り
、
亡
霊
の
ご
と
く
彼
に
微
笑
み
か
け
る
。
「
わ
れ
に
来
た
れ
」
と
。

彼
は
い
ま
「
自
分
の
一
部
が
、
お
そ
ら
く
は
小
説
の
主
人
公
の
か
た
ち
で
、
『
明

文
学
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
・
そ
の
一
面
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治
の
精
神
』
に
殉
じ
ら
れ
る
こ
と
を
知
し
る
。
こ
う
し
て
彼
は
自
身
が
ま
さ
し

く
「
伝
統
的
倫
理
の
側
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
、
『
こ
・

ろ
』
を
書
き
は
じ
め
た
」
と
い
う
。

 
た
し
か
に
先
生
と
は
「
自
分
の
一
部
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
お
こ
こ

で
は
、
江
藤
氏
は
い
さ
さ
か
漱
石
自
身
と
作
中
の
先
生
を
か
さ
ね
過
ぎ
て
い
る

よ
う
に
も
み
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
漱
石
自
身
が
か
さ
ね
過
ぎ
ら
れ
て
は
い
な

い
か
。
漱
石
は
自
身
が
ま
さ
し
く
「
伝
統
の
倫
理
の
側
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
示
す
る
た
め
に
『
こ
・
ろ
』
を
書
き
は
じ
め
た
」
と
い
う
。
し
か
し
こ

れ
は
逆
で
は
な
い
か
。
書
き
は
じ
め
た
の
で
は
な
く
、
書
き
進
め
て
い
る
う
ち

に
、
自
身
の
裡
な
る
そ
の
一
面
が
見
え
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
乃

木
殉
死
が
ひ
と
つ
の
つ
よ
い
触
発
剤
と
な
っ
た
こ
と
は
わ
か
る
。
前
年
（
大
正

二
年
）
十
二
月
置
母
校
の
大
工
官
等
学
校
で
お
こ
な
わ
れ
た
講
演
『
摸
倣
と
独

立
』
に
は
、
た
し
か
に
乃
木
殉
死
に
対
す
る
当
今
稀
な
る
独
自
の
、
「
深
い
背
景
」

と
「
根
抵
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
」
な
行
為
と
し
て
の
共
感

が
語
ら
れ
る
。
ま
た
『
こ
・
ろ
』
の
「
両
親
と
私
」
で
は
、
天
皇
の
死
に
「
あ
・
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
れ

あ
・
、
天
子
様
も
と
う
く
御
か
く
れ
に
な
る
。
己
も
…
…
」
と
言
っ
て
絶

句
し
、
ま
た
乃
木
殉
死
に
ふ
れ
て
は
「
乃
木
大
将
に
済
ま
な
い
。
実
に
面
目
次

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
あ
と

第
が
な
い
。
い
へ
私
も
す
ぐ
越
後
か
ら
」
と
う
わ
言
の
よ
う
に
い
う
〈
私
〉

の
父
の
姿
が
描
か
れ
る
。
ま
た
先
生
の
遺
書
の
最
後
で
は
西
南
の
役
以
来
、
殉

死
の
日
に
至
る
ま
で
、
三
十
五
年
苦
し
ん
だ
乃
木
大
将
へ
の
熱
い
共
感
も
語
ら

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
先
生
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

 
乃
木
殉
死
に
天
皇
へ
の
忠
誠
を
見
、
病
死
を
覚
悟
し
な
が
ら
天
皇
と
乃
木
殉

死
の
あ
と
を
追
う
と
い
う
、
内
面
的
に
は
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
殉
死
と
い
う
べ
き

明
治
の
庶
民
の
典
型
的
な
心
情
を
描
き
、
先
生
の
そ
れ
は
天
皇
な
ら
ぬ
く
明
治

の
精
神
〉
に
と
い
う
時
、
先
の
そ
れ
ら
を
相
対
化
し
、
対
象
化
す
る
形
で
は
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
三
者
三
様
の
〈
殉
死
〉
が
語
ら
れ
る
。
勿
論
遺
書
の
最
後
で

は
そ
の
先
生
す
ら
も
、
「
明
治
の
精
神
」
と
は
「
天
皇
に
始
ま
っ
て
天
皇
に
終
っ

た
や
う
な
」
気
が
す
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
漱
石
な
ら
ぬ
、

作
家
と
し
て
の
彼
が
用
意
し
た
〈
語
り
手
〉
の
い
う
所
で
あ
り
、
そ
の
〈
語
り

手
〉
の
意
図
す
る
所
は
〈
明
治
の
精
神
〉
、
い
わ
ば
明
治
と
い
う
時
代
を
つ
ら

ぬ
く
エ
ト
ス
、
そ
の
内
側
を
こ
れ
ら
の
人
物
を
通
し
て
、
勿
論
K
と
い
う
存
在

も
含
め
て
、
内
面
的
に
照
射
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
勿
論
、
〈
語
り
手
〉
の
眼
は
漱
石
の
一
部
だ
が
、
そ
の
〈
語
り
手
〉
の
な
か

に
先
生
は
生
き
、
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
現
代
に
生
れ
た
我
々
は
、

其
犠
牲
と
し
て
み
ん
な
此
淋
し
み
を
味
は
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

そ
の
犠
牲
と
し
て
の
淋
し
さ
と
は
「
自
由
と
独
立
」
云
々
を
自
明
と
せ
ぬ
側
の

心
情
で
あ
り
、
〈
語
り
手
〉
の
背
後
に
あ
っ
て
作
家
漱
石
の
眼
は
、
す
べ
て
を

過
渡
な
る
時
代
の
必
然
と
し
て
一
切
を
凝
視
す
る
。
K
に
は
棄
て
る
こ
と
の
で

き
な
い
「
尊
い
過
去
」
が
あ
る
と
い
う
。
古
き
時
代
の
修
行
僧
の
ご
と
き
こ
の

青
年
は
、
し
か
し
自
分
を
生
か
す
道
の
た
め
に
は
、
父
母
も
養
父
母
も
恩
あ
る

も
の
の
す
べ
て
を
裏
切
る
こ
と
を
辞
さ
な
い
。
こ
こ
に
も
「
自
由
と
独
立
と
己

れ
」
に
み
ち
た
時
代
の
影
は
深
く
射
す
。
逆
に
そ
の
彼
を
裏
切
る
先
生
は
「
己

れ
に
充
ち
た
現
代
」
の
側
に
立
つ
と
見
え
つ
つ
、
そ
の
倫
理
的
苛
責
を
つ
い
に

脱
し
え
ぬ
負
荷
と
し
て
に
な
っ
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
。

 
し
か
し
ま
た
こ
の
矛
盾
こ
そ
作
家
漱
石
が
こ
の
時
代
を
、
こ
の
風
土
の
現
実

を
生
き
る
負
荷
と
し
て
、
認
識
と
し
て
に
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ

り
、
今
日
の
評
家
の
言
葉
を
別
の
文
脈
な
が
ら
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
〈
重
層
的

な
非
決
定
〉
（
吉
本
隆
明
）
と
も
い
う
べ
き
場
に
立
ち
つ
く
す
ほ
か
は
な
か
っ
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た
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
次
作
『
道
草
』
末
尾
に
い
う
「
世
の
中
に
片
付

く
な
ん
て
も
の
は
殆
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
」
と
い
う
主
人
公
の
眩
き
は
、
ま
た

『
こ
・
ろ
』
の
作
家
の
も
の
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
〈
時
代
〉
の
現
実
の
な
か
に
身
を
ひ
た
す
、
作
家
の
〈
裸
形
〉
が
こ
こ
に
あ

る
。

 
 
 
三

 
こ
こ
で
再
び
江
藤
氏
の
論
に
還
れ
ば
、
自
身
が
ま
さ
し
く
「
伝
統
的
倫
理
の

側
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
知
っ
た
の
は
漱
石
な
ら
ぬ
、
氏
自
身
で
は
な

か
っ
た
か
。
深
切
な
る
モ
チ
ー
フ
は
愛
の
絶
望
な
ら
ぬ
、
「
明
治
の
精
神
」
へ

の
「
殉
死
」
に
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
八
年
に
し
て
、
百
八
十
度
の
転
回
で
は

な
い
か
。
た
だ
こ
れ
が
一
九
六
四
年
四
月
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
の
講
演
を
草

稿
と
し
た
も
の
だ
と
知
れ
ば
、
「
こ
の
、
自
我
中
心
的
な
『
普
遍
主
義
』
の
世

代
の
出
現
が
、
日
本
の
国
際
社
会
で
の
孤
立
と
ほ
ぼ
正
確
に
照
応
し
て
い
る
こ

と
は
注
目
に
価
す
る
」
と
い
う
、
結
尾
の
言
葉
の
意
味
す
る
所
も
見
え
て
来
よ

う
。
こ
れ
が
江
藤
氏
の
転
向
な
ら
ぬ
、
そ
の
国
家
観
の
確
立
を
背
景
と
す
る
こ

と
は
、
こ
の
講
演
を
は
さ
む
渡
米
体
験
を
語
っ
て
、
異
質
な
他
者
の
世
界
に
あ
っ

て
、
た
だ
「
祖
父
た
ち
が
っ
く
り
か
つ
守
っ
た
国
家
の
イ
メ
イ
ジ
を
支
え
に
し

て
」
（
『
ア
メ
リ
カ
と
私
』
）
戦
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
言
葉
に
も
、
う
か
が

い
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
も
の
に
、
こ
の
江
藤
氏
の
論
に
ふ
れ
た
大

江
健
三
郎
の
一
文
（
”
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来

、
た
の
で
す
”
「
図
書
」
昭
4
0
・
1
2
）
が
あ
る
。
一
九
六
五
年
の
夏
か
ら
秋
に
か

け
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
後
、
し
ば
ら
く
ア
メ
リ
カ
旅
行
を
続

 
 
 
 
 
か
ん

け
る
が
そ
の
間
、
漱
石
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

た
ま
た
ま
ア
メ
リ
カ
の
日
本
文
学
研
究
者
の
ひ
と
り
か
ら
前
年
春
の
ハ
ー
バ
ー

ド
で
の
江
藤
氏
の
講
演
の
こ
と
を
聞
き
、
帰
国
後
こ
の
『
明
治
の
一
知
識
人
』

題
し
た
文
章
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
若
干
の
保
留
を
つ
け
な
が
ら
も
、
そ

の
深
い
印
象
に
つ
い
て
、
彼
は
こ
う
語
る
。

 
「
お
そ
ら
く
江
藤
は
、
僕
ら
の
年
代
で
、
も
っ
と
も
深
く
的
確
に
漱
石
を
理

解
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
人
間
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
か
れ
は

そ
れ
を
持
続
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

 
「
さ
て
江
藤
は
、
『
先
生
』
の
自
殺
に
つ
い
て
こ
う
い
つ
て
い
る
。
《
彼
は
去

り
ゆ
く
明
治
の
精
神
の
た
め
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
こ

そ
、
は
じ
め
て
、
彼
の
自
殺
は
、
人
間
の
条
件
か
ら
の
逃
避
に
と
ど
ま
ら
ず
、

何
も
の
と
も
つ
な
が
ら
ぬ
、
形
式
を
喪
失
し
た
自
我
の
暴
威
に
対
す
る
自
己
処
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
ぼ

罰
の
意
味
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
》
と
。
た
し
か
に
「
小
説
家
の
発
想
と
技
術

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
『
先
生
』
の
死
を
乃
木
大
将
の
殉
死
と
ど
う
む
す

ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

び
つ
け
る
か
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
小
説
の
根
幹
で
あ
る
。
し
か
し
『
先

生
』
の
自
殺
を
、
自
己
処
罰
と
み
な
す
感
じ
方
を
僕
は
も
た
な
か
っ
た
」
（
傍

点
筆
者
）
と
い
う
。

 
こ
う
し
て
「
そ
も
そ
も
殉
死
と
は
、
一
般
的
に
自
己
処
罰
で
あ
ろ
う
か
？
」

と
大
江
氏
は
問
う
。
「
そ
れ
は
時
に
自
己
解
放
で
あ
る
し
、
単
に
ひ
と
つ
の
船

が
沈
む
と
き
、
他
の
船
に
乗
り
う
つ
る
こ
と
を
拒
む
者
の
穏
や
か
な
決
意
で
も

あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？
」
「
そ
し
て
『
先
生
』
の
自
殺
が
明
治
と
関
わ
っ

て
意
味
を
も
つ
と
し
た
ら
、
『
先
生
』
の
よ
う
に
現
実
世
界
と
絶
縁
し
て
生
き

て
き
た
人
間
に
も
、
明
治
と
い
う
時
代
は
、
そ
の
全
体
と
ひ
と
つ
の
一
体
感
を

い
だ
か
せ
る
時
代
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
『
先
生
』
は
明
治
と
い
う
巨
大
で
も
あ

文
学
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
・
そ
の
一
面
 
1
『
こ
・
ろ
』
評
価
の
推
移
を
軸
と
し
て
一

C79）



り
卑
小
で
も
あ
っ
た
筈
の
一
個
の
船
の
、
ま
っ
た
く
眼
に
つ
か
な
い
片
隅
で
、

船
の
運
行
や
機
能
と
は
没
交
渉
に
生
き
て
き
た
が
、
や
は
り
船
の
沈
没
に
あ

た
っ
て
は
、
他
の
船
に
乗
り
う
つ
る
必
要
を
み
と
め
な
い
で
死
を
選
ん
だ
、
無

用
者
で
は
あ
る
が
異
邦
人
で
は
な
い
、
そ
う
し
た
乗
組
員
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
か
？
」
と
い
う
。

 
も
っ
と
も
、
こ
れ
こ
そ
「
明
治
と
い
う
時
代
と
一
体
感
を
も
た
な
い
、
次
の

時
代
の
青
年
に
と
つ
，
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
ど
も
で
あ
り
」
、
そ

れ
が
先
生
の
い
う
「
時
勢
の
推
移
か
ら
来
る
人
間
の
相
違
だ
」
と
い
う
こ
と
で

も
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
江
藤
の
い
う
次
の
ご
と
き
言
葉

は
、
命
題
は
、
自
分
も
深
く
共
感
す
る
所
だ
と
い
う
。
「
明
治
の
作
家
た
ち
は
、

そ
の
生
活
と
思
想
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
位
相
を
、
圧
倒
的
な
西
欧
文
明
の
影

 
 
 
さ
ら

属
下
に
曝
し
た
最
初
の
日
本
の
知
識
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
故
に
 
 
つ
ね
に
日
本
人
と
し
て
の
文
化
的
自
覚
を

失
わ
ず
、
一
種
強
烈
な
使
命
感
に
よ
っ
て
生
き
て
い
た
人
び
と
で
あ
っ
た
」
と

言
っ
て
、
「
江
藤
は
、
漱
石
、
鴎
外
そ
れ
に
二
葉
亭
の
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、

僕
も
ま
た
こ
の
命
題
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
」
。
そ
う
し
て
「
漱
石
の
『
先
生
』

も
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
書
く
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
使
命
感
を
あ
き
ら
か

に
し
た
の
だ
っ
た
。
《
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来

た
の
で
す
》
」
と
。
こ
う
し
て
「
江
藤
に
し
て
も
、
僕
に
し
て
も
、
お
の
お
の

感
じ
方
や
考
え
方
は
ち
が
っ
て
い
る
が
、
結
局
、
こ
う
し
た
明
治
と
い
う
時
代

の
作
家
た
ち
の
《
一
種
強
烈
な
使
命
感
》
に
よ
る
関
わ
り
あ
い
に
関
心
を
も
ち
、

も
っ
と
も
そ
れ
に
魅
か
れ
て
い
る
者
た
ち
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

 
大
江
氏
の
文
に
ふ
れ
て
い
さ
さ
か
長
き
に
失
し
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
こ
の

小
論
の
文
脈
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
所

で
あ
る
。
こ
の
大
江
氏
の
エ
ッ
セ
イ
が
発
表
さ
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ

て
の
直
後
、
昭
和
四
十
年
十
二
月
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
年
の
は
じ
め
大
江
、
江

藤
氏
の
問
で
注
目
さ
れ
る
対
談
（
『
現
代
の
文
学
者
と
社
会
』
「
群
像
」
昭
4
0
・

3
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
文
学
観
、
社
会
観
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
決
定
的

な
訣
別
を
示
唆
す
る
熾
し
い
応
酬
と
し
て
注
目
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
大
江
氏
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
、
あ
る
い
は
体
験
を
は
さ
ん
で
、
こ
こ
に
は

漱
石
を
介
し
て
の
両
者
の
熱
い
共
感
が
語
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ら

 
「
圧
倒
的
な
西
欧
文
明
の
影
響
下
に
曝
」
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
彼
ら
は
「
日

本
人
と
し
て
の
自
覚
を
失
わ
ず
、
一
種
強
烈
な
使
命
感
に
よ
っ
て
生
き
て
い
た
」

と
い
う
。
こ
こ
に
は
こ
の
国
に
お
け
る
〈
近
代
と
反
近
代
〉
と
い
う
命
題
を
め

ぐ
る
、
彼
ら
文
学
者
た
ち
の
時
代
の
な
か
の
く
赤
裸
〉
の
姿
が
見
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
「
時
勢
の
推
移
」
を
超
え
て
彼
ら
へ
の
熱
い
共
感
を
禁

じ
え
ぬ
と
い
う
。
江
藤
氏
と
言
い
、
大
江
氏
と
言
い
、
彼
ら
は
と
も
に
ア
メ
リ

カ
に
あ
っ
て
し
き
り
に
漱
石
を
念
つ
た
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
体
験
と
い
う
空
間

的
、
風
土
的
距
離
感
は
ま
た
、
「
自
然
の
推
移
」
と
い
う
時
間
的
距
離
の
へ
だ

た
り
を
み
た
す
何
か
だ
と
い
う
こ
と
か
。
し
か
も
両
者
の
漱
石
を
め
ぐ
る
熱
い

共
感
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
こ
・
ろ
』
に
い
う
「
明
治
の
精
神
」
へ
の
「
殉
死
」

と
は
何
か
と
い
う
命
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
見
逆
現
象
と
も
み
え
る
が
、
大
江

氏
の
方
が
江
藤
氏
よ
り
も
作
家
本
来
の
モ
チ
ー
フ
、
と
い
う
よ
り
も
よ
り
深
い
、

い
わ
ば
そ
の
深
切
な
る
〈
心
の
色
〉
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
対
し
て
は
、
こ
れ

を
よ
り
深
く
汲
み
と
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
江
藤
淳
は
先
生
の
死
を
「
自
己
処
罰
」
と
い
う
が
、
「
そ
も
そ
も
殉
死
と
は
」

「
自
己
処
罰
で
あ
ろ
う
か
」
と
大
江
氏
は
問
う
。
「
明
治
と
い
う
時
代
」
の
、
そ

の
深
い
「
一
体
感
」
の
故
に
、
た
と
え
そ
の
片
隅
に
ひ
そ
か
に
生
き
る
無
用
者
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で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
え
て
沈
み
ゆ
く
こ
の
船
に
殉
じ
て
、
新
た
な
船
に
乗
り
う

つ
る
こ
と
を
拒
も
う
と
す
る
。
そ
れ
は
「
穏
や
か
な
決
意
」
で
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
時
、
大
江
氏
の
言
葉
は
た
し
か
に
こ
の
作
品
の
底
に
息
づ
く
モ

チ
ー
フ
な
ら
ぬ
、
よ
り
深
い
こ
こ
ろ
の
は
た
ら
き
を
汲
み
と
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
中
村
光
夫
は
『
こ
・
ろ
』
を
含
め
て
漱
石
の
作
品
に
み
な
ぎ
る
「
異

常
な
誠
実
」
、
そ
れ
も
「
光
源
の
解
ら
ぬ
光
」
の
よ
う
に
作
中
に
彌
漫
す
る
そ

の
何
も
の
か
を
指
摘
し
、
後
の
荒
正
人
は
『
こ
・
ろ
』
を
論
じ
て
、
そ
の
深
い

感
銘
、
完
結
感
と
と
も
に
、
こ
こ
に
は
何
か
い
わ
く
言
い
が
た
い
「
不
透
明
」

な
も
の
が
遍
在
す
る
と
言
っ
た
。
そ
の
「
不
透
明
」
さ
と
は
、
こ
の
作
品
の
一

種
重
層
的
な
主
題
の
乗
離
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ

を
ど
う
言
え
ば
い
い
か
。

 
 
 
四

 
『
こ
・
ろ
』
は
先
生
や
K
、
ま
た
〈
私
〉
の
父
な
ど
を
介
し
て
、
明
治
と
い

う
時
代
の
内
面
を
照
射
せ
ん
と
し
た
も
の
だ
と
言
っ
た
。
そ
う
し
て
K
の
死
に

対
す
る
負
い
目
、
あ
る
い
は
聖
心
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
た
し
か
に
〈
自

己
処
罰
〉
と
も
言
い
う
る
明
治
の
人
と
し
て
の
倫
理
観
を
語
る
か
と
み
え
る
。

し
か
し
そ
れ
の
み
が
、
こ
の
『
こ
・
ろ
』
一
篇
の
主
想
、
主
題
で
は
あ
る
ま
い
。

〈
小
説
〉
と
い
う
こ
の
生
き
も
の
を
生
か
す
も
の
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
プ

ロ
ッ
ト
、
劇
的
な
人
物
の
配
置
や
対
立
な
ど
、
作
家
の
技
法
や
趣
向
の
幌
内
に

の
み
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
来
の
い
の
ち
は
そ
の
根
源
に
息
づ
く
作
家

本
来
の
息
づ
か
い
、
そ
の
意
識
ま
た
無
意
識
の
微
妙
な
響
動
、
ま
た
志
向
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
あ
ら
わ
す
も
の
は
こ
と
ば
、
つ
ま
り
は
文
体
以
外
の
何

も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
我
々
は
こ
れ
を
ど
う
聴
き
と
る
の
か
。
恐
ら
く
『
こ
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ろ
』
一
篇
に
ふ
れ
て
い
え
ば
、
そ
の
か
な
め
は
大
江
氏
が
そ
の
題
名
と
し
た
一

句
に
始
ま
る
次
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

 
「
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
斯
ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で
す
。
始
め

て
貴
方
と
鎌
倉
で
会
っ
た
時
も
、
貴
方
と
一
緒
に
郊
外
を
散
歩
し
た
時
も
、
私

の
気
分
に
大
し
た
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
の
後
に
は
何
時
で
も
黒
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い

影
が
括
ッ
付
い
て
ゐ
ま
し
た
。
私
は
妻
の
た
め
に
、
命
を
引
き
ず
っ
て
世
の

中
を
歩
い
て
み
た
や
う
な
も
の
で
す
。
貴
方
が
卒
業
し
て
国
へ
帰
る
時
も
同
じ

事
で
し
た
。
九
月
に
な
っ
た
ら
ま
た
貴
方
に
会
は
う
と
約
束
し
た
私
は
、
嘘
を

つ吐
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く
会
ふ
気
で
み
た
の
で
す
。
秋
が
去
っ
て
、

冬
が
来
て
、
其
許
が
尽
き
て
も
、
屹
度
会
ふ
積
で
み
た
の
で
す
。
／
す
る
と
夏

の
暑
い
盛
り
に
明
治
天
皇
が
崩
御
に
な
り
ま
し
た
。
其
時
私
は
明
治
の
精
神
が

天
皇
に
始
ま
っ
て
天
皇
に
終
わ
っ
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
最
も
強
く
明
治

の
影
響
を
受
け
た
私
ど
も
が
、
其
後
に
生
き
残
っ
て
み
る
の
は
必
寛
時
勢
遅
れ

だ
と
い
ふ
感
じ
が
烈
し
く
私
の
胸
を
打
ち
ま
し
た
」
。
恐
ら
く
大
江
氏
が
こ
こ

に
読
み
と
っ
た
も
の
も
ま
た
、
こ
の
文
体
の
底
に
に
じ
む
作
家
の
深
い
声
で
あ

り
、
こ
れ
に
続
い
て
「
明
治
の
精
神
」
へ
の
「
殉
死
」
と
い
う
言
葉
が
呼
び
起

こ
さ
れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
先
生
の
自
殺
を
「
自
己
処
罰
」
と
み
る
と
い
う

倫
理
的
処
断
は
、
や
は
り
等
外
の
も
の
と
な
ろ
う
。

 
こ
の
、
作
品
の
主
題
、
主
想
を
ど
う
読
み
と
る
か
。
作
品
の
趣
向
、
プ
ロ
ッ

ト
な
ら
ぬ
、
よ
り
深
い
深
層
部
に
作
品
本
来
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
命
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
ら
に
ま
た
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
柄
谷

行
人
（
『
意
識
と
自
然
』
「
群
像
」
昭
4
4
・
6
）
の
指
摘
す
る
所
が
あ
る
。
柄
谷

氏
は
「
『
こ
・
ろ
』
の
隠
さ
れ
た
主
題
は
自
殺
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
作
品
の

構
成
的
必
然
」
な
ら
ぬ
、
「
作
者
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
」
と
も
い
う
べ
き
も
の

文
学
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
・
そ
の
一
面
 
-
『
こ
・
ろ
』
評
価
の
推
移
を
軸
と
し
て
一
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で
あ
り
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
べ
き
エ
リ
オ
ッ
ト
の
い
う
「
客
観
的
相
関
物
」
は

こ
こ
に
な
い
。
先
生
の
「
友
人
を
裏
切
っ
た
と
い
う
罪
感
情
」
も
、
「
明
治
は
終
っ

た
と
い
う
終
末
感
」
、
も
、
こ
の
作
品
を
覆
う
暗
さ
や
「
先
生
の
自
殺
決
行
に
匹

敵
し
な
い
こ
と
は
明
瞭
だ
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
明
治
の
終
焉
も
「
明
治
の
精

神
」
も
涛
外
と
な
る
。
こ
の
『
意
識
と
自
然
』
は
批
評
家
と
し
て
文
壇
登
場
の

第
一
作
で
あ
り
、
そ
の
説
く
所
は
題
名
通
り
〈
存
在
〉
（
自
然
）
と
く
意
識
〉

の
遥
遠
に
苦
し
む
作
家
と
主
人
公
の
物
語
で
あ
り
、
漱
石
と
は
「
人
間
の
心
理

が
見
え
す
ぎ
て
困
る
自
意
識
の
持
主
だ
っ
た
が
、
そ
の
ゆ
え
に
見
え
な
い
何
も

の
か
に
畏
怖
す
る
人
間
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
存
在
論
的
視
角
の
深
ま
り

は
、
昭
和
四
十
年
代
に
お
け
る
漱
石
解
釈
の
存
在
論
的
昂
ま
り
と
連
動
す
る
も

の
で
あ
り
、
評
者
の
野
心
的
情
熱
の
何
た
る
か
も
ま
た
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。

 
し
か
し
こ
の
明
敏
な
評
論
家
に
時
代
の
な
か
に
生
き
る
作
家
、
作
品
の
微
細

な
感
触
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
こ
の
柄
谷
氏
の
論
の
翌
四
十

五
年
、
注
目
す
べ
き
論
と
し
て
桶
谷
秀
昭
の
『
淋
し
い
「
明
治
の
精
神
」
1

「
こ
・
ろ
」
』
（
「
文
芸
」
昭
4
5
・
1
0
）
の
題
し
た
一
文
が
登
場
す
る
。
恐
ら
く
「
明

治
の
精
神
」
を
め
ぐ
る
画
期
の
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
桶
谷
氏
は
い
う
。

「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
現
代
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
「
先
生
が
殉

死
し
た
あ
の
『
明
治
の
精
神
』
の
総
体
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

『
明
治
の
精
神
』
の
一
面
で
あ
り
、
他
の
一
面
は
、
『
自
由
と
独
立
と
己
れ
』
の
、

い
わ
ば
『
自
己
本
位
』
の
精
神
の
犠
牲
と
な
り
、
寂
真
に
襲
わ
れ
ざ
る
を
え
な

い
淋
し
い
『
明
治
の
精
神
』
で
あ
る
」
。
先
生
は
「
こ
の
二
つ
の
矛
盾
す
る
『
明

治
の
精
神
』
を
抱
い
て
、
淋
し
く
生
き
、
時
代
の
終
焉
と
と
も
に
死
ぬ
」
。
こ

の
「
二
つ
の
『
明
治
の
精
神
』
が
演
ず
る
劇
」
と
は
何
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は

「
先
生
と
K
と
い
う
親
友
の
間
に
起
こ
っ
た
悲
劇
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば

「
『
こ
・
ろ
』
の
K
と
先
生
の
惨
劇
は
、
作
者
漱
石
に
即
せ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
留

学
以
前
と
以
後
の
二
人
の
漱
石
の
問
の
劇
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

 
こ
れ
は
『
こ
・
ろ
』
を
論
じ
て
一
線
を
画
す
る
卓
抜
な
指
摘
と
い
う
べ
き
だ

が
、
あ
え
て
言
え
ば
「
ロ
ン
ド
ン
留
学
以
前
と
以
後
の
二
人
の
漱
石
の
間
の
劇
」

と
は
、
筆
者
の
論
と
し
て
は
さ
ら
に
遡
っ
て
明
治
十
四
年
春
、
母
の
死
と
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

に
漢
学
塾
同
性
学
舎
に
走
り
、
ほ
ぼ
一
年
に
し
て
退
き
、
さ
ら
に
二
年
余
の
後

よ
う
や
く
大
学
予
備
門
に
入
る
、
こ
の
数
年
の
内
的
動
乱
の
時
期
に
あ
る
と
み

る
が
、
い
ま
こ
の
仔
細
に
ふ
れ
る
こ
と
は
省
く
。
改
め
て
桶
谷
氏
の
論
に
眼
を

向
け
れ
ば
、
時
代
と
い
う
も
の
が
、
時
に
「
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
意
味
を
、
人
間

に
凶
器
の
よ
う
に
突
き
つ
け
る
瞬
間
」
が
あ
る
。
そ
れ
が
コ
つ
の
時
代
の
終

焉
で
は
な
い
か
。
L
「
そ
の
と
き
歴
史
は
人
間
に
な
ま
な
ま
し
い
肉
体
を
も
っ
て
、

立
ち
向
か
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
」
と
桶
谷
氏
は
い
う
。
漱
石
は
そ
の
な
ま

な
ま
し
い
肉
感
を
『
こ
・
ろ
』
に
描
き
と
め
よ
う
と
し
た
。
我
々
が
昭
和
の
終

焉
を
迎
え
る
時
、
ど
ん
な
「
『
昭
和
の
精
神
』
を
受
感
」
し
う
る
の
か
。
ど
の

よ
う
な
未
来
の
た
め
に
過
去
や
現
在
を
否
定
し
よ
う
と
、
「
す
く
な
く
と
も
、

ほ
ろ
ぼ
し
、
忘
れ
去
る
べ
き
過
去
の
正
体
が
何
で
あ
る
か
を
、
胸
の
底
か
ら
思

い
知
る
契
…
機
す
ら
消
去
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
と
い
う
戦
操
に
似
た
思
い
を
禁
じ

え
な
い
」
。
同
時
に
『
こ
・
ろ
』
と
は
、
「
そ
う
い
う
問
い
を
、
読
み
返
す
度
ご

と
に
投
げ
か
け
る
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
。

 
ひ
と
り
の
評
家
は
こ
れ
に
ふ
れ
て
、
こ
の
桶
谷
氏
が
い
う
「
『
昭
和
の
精
神
』

は
、
ど
ん
な
観
念
で
も
」
な
い
。
「
そ
れ
は
感
触
で
あ
り
」
「
他
者
に
伝
え
る
こ

と
も
強
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
「
だ
が
、
漱
石
は
『
こ
・
ろ
』
を
書
く
と
き
、

ど
れ
ほ
ど
こ
の
感
触
を
伝
え
た
が
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
外
の
『
明
治
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の
精
神
』
な
ど
、
私
は
唾
棄
す
る
ま
で
だ
し
と
い
う
。
こ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
柄

谷
行
人
の
書
評
（
『
淋
し
い
「
昭
和
の
精
神
」
』
「
日
本
読
書
新
聞
」
昭
4
7
・
6
）

の
一
節
で
あ
る
。
や
が
て
桶
谷
氏
は
『
昭
和
精
神
史
』
（
平
4
）
を
書
く
こ
と

と
な
り
、
こ
れ
は
昭
和
二
十
年
敗
戦
の
年
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
自
分
に
と
っ

て
「
”
戦
後
”
と
は
、
大
枠
に
お
い
て
、
過
去
の
日
本
を
否
定
し
、
忘
却
し
よ
う

と
す
る
意
識
的
な
過
程
」
で
あ
り
、
な
お
「
無
意
識
の
肉
体
に
お
い
て
過
去
の

日
本
を
引
き
ず
っ
て
み
た
。
そ
の
肉
体
が
ほ
ろ
び
た
と
き
に
、
昭
和
は
を
は
る
。

そ
の
時
期
を
、
私
は
昭
和
四
十
五
年
と
み
る
」
（
『
昭
和
精
神
史
』
あ
と
が
き
）

と
い
う
。

 
昭
和
四
十
五
年
と
は
、
ま
さ
に
明
治
四
十
五
年
と
符
合
し
、
三
島
自
裁
の
年

で
も
あ
る
。
『
淋
し
い
明
治
の
精
神
』
は
ま
さ
に
こ
れ
を
予
感
す
る
か
の
ご
と
く
、

そ
の
自
裁
の
直
前
に
発
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
先
の
柄
谷
行
人
の
論
と
も

無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
昭
和
四
十
五
年
、
三
島
の
自
裁
と
い
う
事
件
を
は

さ
ん
で
柄
谷
氏
の
論
は
変
貌
す
る
。
『
こ
・
ろ
』
に
み
る
罪
悪
感
も
「
明
治
は

終
っ
た
と
い
う
終
末
感
」
も
つ
い
に
、
こ
の
作
品
の
隠
さ
れ
た
真
の
主
題
と
は

無
縁
の
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
い
ま
ひ
る
が
え
っ
て
、
漱
石
が
『
こ
・
ろ
』

一
篇
に
お
い
て
切
に
伝
え
ん
と
し
た
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
一
つ
の
時
代
の

終
焉
」
と
い
う
、
桶
谷
氏
の
言
葉
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
歴
史
が
そ
の
「
な
ま
な

ま
し
い
肉
体
を
も
っ
て
、
立
ち
向
か
っ
て
来
る
」
そ
の
瞬
間
の
痛
切
な
感
触
で

は
な
か
っ
た
か
と
い
ケ
。
こ
の
評
家
の
論
の
変
貌
を
ど
う
み
る
べ
き
か
。

 
 
 
五

 
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
こ
の
小
論
の
主
題
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
時
が
来
た
よ
う

だ
。
も
は
や
残
さ
れ
た
紙
幅
も
重
く
、
や
や
口
早
に
語
っ
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い

が
、
こ
こ
に
ひ
と
り
の
評
家
の
き
わ
め
て
示
唆
深
い
指
摘
が
あ
る
。
林
達
夫
の

『
「
夜
明
け
前
」
の
本
質
規
定
』
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
1
1
・
1
・
2
5
）
と
題

し
た
評
文
中
の
も
の
だ
が
、
『
夜
明
け
前
』
完
成
直
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
に

ふ
れ
て
彼
は
い
う
。
「
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
の
本
質
規
定
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
よ
う
」
だ
が
、
「
専
門
の
批
評
家
諸
君
に
お
願
い
し
た
い
こ
と
」
が
あ
る

と
い
う
。
自
分
の
素
人
考
え
を
あ
え
て
申
せ
ば
、
「
大
作
家
の
心
血
を
注
い
だ

巨
大
な
記
念
碑
的
作
品
を
た
だ
そ
の
モ
チ
ー
フ
（
動
機
）
か
ら
一
筋
縄
に
見
て

行
く
こ
と
は
不
十
分
で
、
そ
の
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
案
外
作
家
の
目
差
し
て

い
た
意
識
的
目
論
見
か
ら
は
み
出
し
て
い
た
り
、
甚
だ
し
き
は
そ
れ
を
裏
切
っ

て
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
」
な
い
。
現
に
こ
の
藤
村
の
場
合

も
「
自
分
で
は
一
種
の
歴
史
的
叙
事
詩
的
作
品
を
作
り
上
げ
た
つ
も
り
で
い
て
、

そ
の
実
多
く
の
読
者
に
ひ
し
ひ
し
と
迫
る
も
の
が
む
し
ろ
風
土
的
好
情
詩
的
な

も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
こ
と
も
一
向
に
不
思
議
」
で
は
な
い
。

つ
ま
り
は
「
芸
術
は
そ
の
モ
チ
ー
フ
と
共
に
、
ジ
ー
ド
の
言
う
キ
エ
チ
ー
フ
（
静

…
機
？
）
が
顧
慮
さ
れ
ね
ば
、
そ
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
」
の
で
は
な
い

コ
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 

カ
と
V
・
つ

 
い
ま
林
達
矢
氏
の
ひ
そ
み
に
な
ら
い
、
」
『
夜
明
け
前
』
な
ら
ぬ
、
『
こ
・
ろ
』

の
「
本
質
規
定
」
と
は
何
か
と
問
え
ば
ど
う
か
。
筆
者
が
上
来
述
べ
て
来
た
問

題
も
ま
た
、
こ
の
作
家
、
作
品
を
め
ぐ
る
モ
チ
ー
フ
（
動
機
）
な
ら
ぬ
、
そ
の

底
に
潜
在
す
る
作
家
本
来
の
キ
エ
チ
ー
フ
（
心
機
）
な
る
も
の
の
は
た
ら
き
を

問
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
と
キ
エ
チ
ー
フ
と
い
う
二
重
の
構
造
か
ら

み
れ
ば
、
『
こ
・
ろ
』
の
最
後
に
至
っ
て
何
の
前
提
も
伏
線
も
な
く
突
然
、
自

明
の
ご
と
く
＜
明
治
の
精
神
〉
と
そ
の
く
殉
死
〉
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
必
然

も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
主
裁
が
明
治
と
い
う
時
代
の
内
面
を

文
学
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
・
そ
の
一
面
 
1
『
こ
・
ろ
』
評
価
の
推
移
を
軸
と
し
て
一
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照
射
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
加
え
て
先
生
と
K
と
の
葛
藤

も
ま
た
〈
小
説
〉
と
い
う
も
の
が
お
の
ず
か
ら
に
要
請
す
る
劇
的
構
成
で
あ
り
、

作
者
の
モ
チ
ー
フ
は
こ
れ
ら
を
軸
と
し
て
動
き
出
す
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
展
開

の
底
に
ひ
そ
む
い
ま
ひ
と
つ
の
は
た
ら
き
、
ま
さ
に
く
動
…
機
V
な
ら
ぬ
く
静
…
機
〉

と
も
よ
ぶ
べ
き
は
た
ら
き
は
作
の
プ
ロ
ッ
ト
な
ら
ぬ
、
劇
的
交
錯
な
ら
ぬ
、
文

体
そ
の
も
の
の
底
に
に
じ
む
よ
り
深
い
旋
律
と
し
て
、
声
な
ら
ぬ
声
と
し
て
繰

り
返
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
『
こ
・
ろ
』
を
め
ぐ
る
作
家
内
奥
の
声
だ
と
す
れ

ば
、
こ
れ
を
論
ず
る
評
家
の
場
合
も
ま
た
同
断
で
あ
ろ
う
。

 
い
ま
、
た
ま
た
ま
手
に
ど
つ
た
雑
誌
新
刊
の
江
藤
淳
の
連
載
評
論
『
漱
石
と

そ
の
時
代
』
第
五
部
（
七
）
（
「
新
潮
」
平
9
・
8
）
を
み
れ
ば
、
論
は
『
こ
・

ろ
』
に
差
し
か
か
り
、
こ
の
一
種
抽
象
的
な
文
体
の
底
に
ひ
そ
む
〈
不
在
感
〉

〈
喪
失
感
〉
に
ふ
れ
、
そ
の
旋
律
は
「
作
者
の
心
の
底
に
穿
た
れ
た
深
い
喪
失

感
の
側
か
ら
湧
き
出
て
来
る
」
も
の
だ
と
い
う
。
も
は
や
か
つ
て
の
三
十
余
年

前
の
「
伝
統
的
倫
理
」
や
「
自
己
処
罰
」
云
々
へ
の
言
及
は
な
く
、
そ
の
〈
喪

失
感
〉
〈
不
在
感
〉
と
は
ま
た
、
こ
の
時
代
に
対
す
る
評
者
自
身
の
そ
れ
で
も

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
論
者
自
体
の
モ
チ
ー
フ
な
ら
ぬ
キ
エ
チ
ー
フ
の
顕
在
で

あ
り
、
柄
谷
氏
の
論
の
変
貌
な
ど
も
含
め
、
す
で
に
ふ
れ
た
評
家
の
論
の
そ
れ

と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

 
冒
頭
、
文
学
に
お
け
る
〈
近
代
〉
と
く
反
近
代
〉
を
う
た
い
つ
つ
、
こ
の
課

題
を
充
分
展
開
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
命
題
も
ま
た
ひ
と
り
の
作
家
、

作
品
を
め
ぐ
る
盾
の
表
裏
な
ら
ぬ
、
モ
チ
ー
フ
と
キ
エ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
る
重
層

的
構
造
の
織
り
な
す
不
可
避
の
命
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
論
ず
る
評
家
の
論
の
変

容
、
変
遷
も
ま
た
こ
れ
に
つ
な
が
る
。
た
だ
小
説
と
い
う
構
造
体
の
孕
む
、
こ

と
の
錯
綜
は
さ
ら
に
深
く
、
中
原
中
也
の
い
う
作
品
を
真
に
生
か
す
も
の
が
く
呼

気
〉
な
ら
ぬ
く
吸
気
〉
だ
と
い
う
比
喩
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
も
ま
た
無
駄
で

は
あ
る
ま
い
。
中
村
光
失
の
と
い
う
、
漱
石
作
品
に
み
る
く
異
常
な
誠
実
〉
も

ま
た
、
こ
れ
と
無
縁
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
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