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。



9    

序
章
　
危
機
の
時
代
と
文
学

一
　「
堕
落
」
に
つ
い
て

「
余
は
偉
大
な
る
落
伍
者
と
な
つ
て
い
つ
の
日
か
歴
史
の
中
に
よ
み
が
へ
る
で
あ
ら
う
」。
こ
れ
は
、
坂
口
安
吾
が

新
潟
中
学
の
机
の
裏
に
彫
っ
た
と
し
て
い
る
言
葉
だ
（「
い
ず
こ
へ
」『
新
小
説
』
一
九
四
六
年
一
〇
月
）。
こ
の
逸
話
は

後
日
の
創
作
で
あ
る
と
も
さ
れ
る）

（
（

。
だ
が
大
事
な
こ
と
は
、
安
吾
が
自
ら
の
存
在
を
、
こ
こ
で
歴
史
の
中
に
い
つ
で

も
よ
み
が
え
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
た
点
だ
。
つ
ま
り
「
い
ま
こ
こ
」
の
み
な
ら
ず
、
異
な
る
時
間
、
異

な
る
場
所
に
お
け
る
反
復
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
存
在
と
し
て
、
安
吾
は
自
ら
を
刻
み
つ
け
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
、

安
吾
を
読
む
う
え
で
極
め
て
示
唆
的
な
言
葉
で
あ
る
。

戦
後
、
坂
口
安
吾
が
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
時
期
は
三
回
ほ
ど
訪
れ
た）

（
（

が
、
そ
れ
は
一
九
四
〇
年
代
、
六
〇
年
代
、
九

〇
年
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
は
銀
座
出
版
社
版
選
集
（
一
九
四
七
〜
一
九
四
八
年
）、
冬
樹
社
版

全
集
（
一
九
六
七
〜
一
九
七
一
年
）、
筑
摩
書
房
版
全
集
（
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
〇
年
）
の
刊
行
期
と
重
な
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
ち
ょ
う
ど
、
戦
争
終
結
後
の
混
乱
期
、
学
生
運
動
の
最
盛
期
、
冷
戦
終
結
後
の
国
際
体
制
の
変
動
期
に
あ
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た
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
坂
口
安
吾
と
は
、
既
存
の
体
制
が
動
揺
・
崩
壊
し
た
時
期
に
繰
り
返
し
て
よ
み
が
え
り
、

読
み
な
お
さ
れ
て
き
た
存
在
な
の
だ
。

そ
れ
ら
各
時
期
の
読
解
の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
作
家
論
的
読
解
、
実
存
主
義
的
読
解
、
他
者
論
的
読
解
と
い
っ
た

方
法
論
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
戦
後
長
ら
く
安
吾
は
、「
無
頼
派
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
語
ら
れ
て

き
た）

（
（

。
九
〇
年
代
以
降
の
研
究
は
む
し
ろ
こ
の
作
家
論
的
・
実
存
的
な
生
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
却
し
た
と
こ
ろ
で
安

吾
や
太
宰
を
読
も
う
と
試
み
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
特
に
柄
谷
行
人
に
よ
る
読
解
は
、
坂
口
安
吾
に
お
け
る
「
他

者
」
の
問
題
を
描
き
出
し
、
そ
の
後
の
安
吾
の
読
み
方
を
強
く
方
向
づ
け
た）

（
（

。

だ
が
本
書
で
は
、
安
吾
の
言
説
を
改
め
て
た
ど
り
直
す
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
存
在
す
る
「
主
体
化
の
契
機
」
と
い

う
問
題
を
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
柄
谷
の
安
吾
論
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
こ
の
点
で

あ
る
。
例
え
ば
、「
堕
落
論
」（『
新
潮
』
一
九
四
六
年
六
月
）
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

戦
争
に
負
け
た
か
ら
堕
ち
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
人
間
だ
か
ら
堕
ち
る
の
で
あ
り
、
生
き
て
ゐ
る
か
ら
堕
ち

る
だ
け
だ
。
だ
が
人
間
は
永
遠
に
堕
ち
ぬ
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
心
は
苦
難
に
対
し

て
鋼
鉄
の
如
く
で
は
有
り
得
な
い
。
人
間
は
可
憐
で
あ
り
脆
弱
で
あ
り
、
そ
れ
故
愚
か
な
も
の
で
あ
る
が
、
堕

ち
ぬ
く
た
め
に
は
弱
す
ぎ
る
。
人
間
は
結
局
処
女
を
刺
殺
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ず
、
武
士
道
を
あ
み
だ
さ
ず
に
は

ゐ
ら
れ
ず
、
天
皇
を
担
ぎ
だ
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
他
人
の
処
女
で
な
し
に
自
分
自
身

の
処
女
を
刺
殺
し
、
自
分
自
身
の
天
皇
を
あ
み
だ
す
た
め
に
は
、
人
は
正
し
く
堕
ち
る
道
を
堕
ち
き
る
こ
と
が

必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
人
の
如
く
に
日
本
も
亦
堕
ち
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
。
堕
ち
る
道
を
堕
ち
き
る
こ
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と
に
よ
つ
て
、
自
分
自
身
を
発
見
し
、
救
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

安
吾
が
語
る
「
堕
落
」
と
は
、
単
純
な
「
身
を
持
ち
崩
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
り
、
楽
園
か
ら
の
追
放
と
い
っ

た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
合
い
で
言
わ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。「
堕
落
」
と
は
、
個
人
や
集
団
が
無
自
覚
に
前
提

と
し
て
い
る
超
越
的
な
価
値
根
拠
か
ら
引
き
剝
が
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
「
自
分
自
身
を
発
見
」

し
よ
う
と
す
る
行
為
と
し
て
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
者
が
ど
れ
ほ
ど
非
道
徳
的
と
見
な
さ
れ
る
行
為
を

行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
が
そ
れ
を
行
う
者
自
身
の
価
値
根
拠
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
い
な
い
限
り
、

そ
の
行
為
は
「
堕
落
」
で
は
な
い
。「
堕
落
」
と
い
う
言
葉
に
こ
の
よ
う
な
独
自
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
安
吾
特
有
の
語
法
と
も
言
え
る
が
、
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ま
さ
に
「
堕
落
」
を
通
じ
た
「
主
体
化
」

の
過
程
と
い
う
問
題
で
あ
り
、「
堕
落
」
と
は
「
主
体
化
」
の
た
め
の
技
法
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

安
吾
の
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
独
特
の
語
法
は
、
決
し
て
安
吾
の
個
人
的
な
事
情
に
だ
け
規
定

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
本
書
で
は
、
坂
口
安
吾
の
書
い
た
も
の
を
様
々
な
歴
史
・
社
会
・
環
境
等
々
と
い
っ
た

状
況
と
の
交
錯
に
お
い
て
と
ら
え
、
世
界
史
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
も
と
に
安
吾
の
言
葉
を
置
き
直
し
て
み
た

い
。
文
脈
的
に
は
一
見
無
関
係
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
要
素
同
士
を
繋
げ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
吾
が
書
い
た

も
の
の
可
能
性
を
新
た
に
発
見
し
て
ゆ
く
こ
と
を
本
書
は
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
坂
口
安
吾
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
射
程
を
持
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
可
能
性
の
臨
界
点
を
も
探
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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二
　
逆
説
と
矛
盾

例
え
ば
、
坂
口
安
吾
が
作
家
活
動
を
は
じ
め
た
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
問
題
の
布
置
の
な
か
で
安
吾
を
読
ん

で
み
る
と
、
作
家
や
思
想
家
ら
が
各
自
の
立
場
を
越
え
て
共
通
に
持
っ
て
い
た
テ
ー
マ
が
立
体
的
に
現
れ
て
く
る
。

小
林
秀
雄
と
中
野
重
治
と
坂
口
安
吾
を
並
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
志
向
の
在
処
と
は
別
の
水
脈
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
「
現
実
」
に
対
す
る
「
言
語
」
の

あ
り
方
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
小
林
の
「
逆
説
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
三
二
年
六
月
八
〜

一
〇
日
）
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

私
の
言
ひ
た
い
の
は
、
逆
説
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
れ
を
表
現
す
る
人
の
態
度
に
よ
つ
て
、
そ
の
性
格
が
大
変

相
違
し
て
来
る
と
い
ふ
点
で
あ
る
。〔
中
略
〕
意
地
悪
く
も
の
を
見
て
意
地
悪
く
表
現
す
る
よ
り
、
率
直
に
も
の

を
見
て
率
直
に
表
現
す
る
方
が
遙
か
に
難
か
し
い
が
、
率
直
に
も
の
を
見
て
必
然
的
に
そ
の
表
現
が
逆
説
的
に

な
る
と
い
ふ
事
に
は
、
も
つ
と
大
き
な
困
難
が
あ
る
。
例
へ
ば
「
心
の
貧
し
き
も
の
は
幸
ひ
な
り
」
と
い
ふ
キ

リ
ス
ト
の
言
葉
は
、
驚
く
可
き
率
直
が
、
極
端
な
逆
説
と
な
つ
て
現
れ
た
典
型
で
あ
り
、
又
真
の
逆
説
の
困
難

を
語
る
お
手
本
み
た
い
な
も
の
だ
。

真
の
逆
説
の
源
に
は
、
つ
ね
に
烈
し
い
率
直
な
観
察
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
割
り
切
れ
な
い
現
実
を
直
覚
す
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る
鋭
敏
な
知
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
逆
説
と
は
弄
す
る
も
の
で
は
な
い
、
生
れ
る
も
の
だ
。
動
い
て
ゐ
る
現

実
を
動
い
て
ゐ
る
が
ま
ゝ
に
誠
実
に
辿
る
分
析
家
の
率
直
な
表
現
で
あ
る
。

小
林
は
「
割
り
切
れ
な
い
現
実
」
そ
れ
を
「
表
現
」
し
よ
う
と
す
る
と
、
必
然
的
に
「
逆
説
」
を
用
い
る
こ
と
に

な
る
と
語
る
。
す
で
に
一
九
二
七
年
九
月
に
「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」（『
大
調
和
』）
を
発
表
し
た
時
点
か
ら

小
林
は
「
逆
説
」
を
評
価
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
現
実
」
の
複
雑
さ
を
凝
縮
的
に
表
現
し
た
も
の
は

「
逆
説
」
と
し
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
逆
説
」
は
一
つ
の
文
章
の
な
か
に
無
数
の
矛

盾
を
織
り
込
ん
で
い
る
た
め
、
一
方
向
へ
し
か
向
か
わ
な
い
「
弁
証
法
」
を
「
矛
盾
」
に
当
て
は
め
て
論
じ
る
よ
り

も
す
ぐ
れ
た
言
葉
で
あ
る
、
と
評
し
て
い
る
。

こ
の
「
逆
説
」
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、
小
林
の
私
小
説
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
「
二
重
の
公
共
性
」、
す
な
わ

ち
私
的
言
語
と
公
共
的
な
言
語
と
の
「
矛
盾
」
と
い
う
問
題
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
論
者
も
い
る）

（
（

。
だ
が
こ

こ
で
は
む
し
ろ
「
率
直
」
に
小
林
の
言
葉
を
受
け
取
っ
て
み
よ
う
。「
逆
説
」
は
「
現
実
」
の
「
率
直
な
表
現
」
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
言
語
表
象
が
「
現
実
」
を
透
明
に
再
現
す
る
も
の
と
し
て
決
し
て
機
能
し
な
い
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
小
林
は
言
語
と
「
現
実
」
の
間
に
存
在
す
る
、
こ
の
「
関
係
な
き
も
の
の
関
係
性
」
を
「
逆
説
」
の
論
理

と
し
て
踏
ま
え
な
が
ら
批
評
は
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
彼
の
独
特
の
言
葉
遣
い

が
こ
の
論
理
に
拠
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
中
野
重
治
は
こ
の
よ
う
な
小
林
の
論
理
構
成
を
同
時
代
に
お
い
て
批
判
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
中
野
に

と
っ
て
、
現
実
に
お
け
る
「
矛
盾
」
を
意
識
化
す
る
こ
と
は
文
学
的
に
も
政
治
的
に
も
重
要
な
使
命
で
あ
っ
た
。
同
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人
雑
誌
『
驢
馬
』（
一
九
二
六
年
四
月
〜
一
九
二
八
年
五
月
）
へ
詩
を
掲
載
し
て
い
た
時
代
か
ら
既
に
、
階
級
関
係
か
ら

と
ら
え
た
社
会
的
な
「
矛
盾
」
の
存
在
は
中
野
に
と
っ
て
詩
作
の
源
泉
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る）

（
（

。
こ
の
テ
ー
マ

は
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
な
ど
の
理
論
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
史
的
唯
物
論
の
図
式
に
お
い
て
主

張
さ
れ
て
い
る
。

言
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
矛
盾
が
矛
盾
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
相
対
蹠
す
る
二
つ
の
も
の
、
即
ち
一
つ
に
は

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
関
係
に
特
有
の
、
そ
れ
故
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
支
配
関
係
の
存
続
の
た
め
の
要
素
と
、

二
つ
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
関
係
に
敵
対
す
る
と
こ
ろ
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
支
配
関
係
の
破
壊
の
た
め

の
要
素
と
の
、
同
居
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
若
し
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の

「
悪
し
き
側
面
」、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
「
禍
害
」、
こ
の
社
会
の
無
条
件
的
敵
対
者
）
の
成
長
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
破
壊
を
結
果
す
る
と
す
れ
ば
―
―
疑
ひ
も
な
く
そ
の
通
り
で
あ
る
が
―
―
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

成
長
が
、
我
々
の
今
問
題
と
し
て
居
る
こ
の
芸
術
上
の
矛
盾
、
そ
れ
の
含
む
相
対
蹠
す
る
二
要
素
の
矛
盾
を
ま

す
ま
す
鋭
く
す
る
こ
と
は
疑
ひ
も
な
い
。〔
中
略
〕
正
に
こ
こ
に
芸
術
の
な
か
に
今
や
現
れ
て
来
た
矛
盾
の
激
化

と
、
一
般
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
間
に
激
化
し
つ
つ
あ
る
矛
盾
と
の
関
係
が
捕
へ
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
へ
れ
ば
、
芸
術
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
つ
て
捕
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る）

（
（

。

中
野
は
こ
こ
で
二
種
類
の
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
間
の

階
級
的
対
立
」
と
し
て
の
矛
盾
と
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
内
部
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
傾
向
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
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的
傾
向
」
と
の
間
の
矛
盾
）。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
れ
ら
の
「
矛
盾
」
を
激
化
さ
せ
、
結
果
と
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
の
破
壊
」
へ
と
至
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
単
行
本
『
芸
術

に
関
す
る
走
り
書
的
覚
え
書
』
で
は
、
社
会
的
矛
盾
か
ら
現
れ
て
く
る
芸
術
活
動
を
、「
世
界
を
組
織
す
る
一
つ
の

手
段
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
に
取
り
あ
げ
ら
れ
」
る
推
進
力
と
し
て
用
い
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。中

野
は
「
大
衆
」
や
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
の
階
級
に
属
す
る
人
間
た
ち
が
自
発

的
に
持
つ
は
ず
の
感
情
を
互
い
に
関
係
づ
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た）

（
（

。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
被
支
配
と
抑
圧
の

結
果
、
一
般
的
に
没
個
性
的
な
人
間
の
群
れ
と
し
て
し
か
見
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
個
別
的
な
無
数
の
表

情
を
持
ち
、
社
会
関
係
の
「
矛
盾
」
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
怒
り
や
悲
し
み
の
感
情
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
感
情
を
、
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
編
成
に
向
か
う
情
動
と
し
て
関
係
づ
け
る
の
が
詩
人
の
使
命
で
あ

り
、
芸
術
と
し
て
の
詩
は
そ
の
意
味
で
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
貢
献
で
き
る
、
と
い
う
の
が
中
野
の
発
想
で
あ
っ
た
。

詩
に
お
い
て
社
会
的
矛
盾
が
明
確
化
さ
れ
つ
つ
、「
大
衆
」
の
感
情
が
結
合
さ
れ
、
連
帯
が
生
ま
れ
る
。
だ
が
「
大

衆
」
の
内
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
本
来
の
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
「
素
朴
」
な
感
情
の
他
に
も
、
そ
れ
と
相

容
れ
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
自
己
保
身
的
な
感
情
が
い
ま
だ
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
二
つ
の
感
情
の
間
で
起
こ

る
「
矛
盾
」
に
お
い
て
、
階
級
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
、「
大
衆
」
を
共
産
主
義
へ
と
向
か
わ
せ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と

中
野
は
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、「
矛
盾
」
を
露
わ
に
し
て
突
き
詰
め
て
ゆ
く
姿
勢
は
、
彼
が
転
向
後
に
も
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
態

度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
閏
二
月
二
十
九
日
」（『
新
潮
』
一
九
三
六
年
四
月
）
に
お
け
る
小
林
秀
雄
や
横
光
利
一
の
「
無
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論
理
性
」
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
〔
小
林
、
横
光
〕
の
小
説
、
批
評
、
そ
れ
か
ら
文
学
世
界
に
起
つ
た
あ
れ
こ
れ
の
事
件
に
つ
い
て
の
身
の

ふ
り
方
な
ど
す
べ
て
を
と
お
し
て
、
彼
ら
の
文
学
的
実
践
は
全
体
と
し
て
反
論
理
主
義
、
反
合
理
主
義
と
し
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
彼
ら
は
理
性
的
な
も
の
、
理
性
的
に
考
え
行
動
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
食
つ
て
か
か
つ
て

ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
本
質
上
理
性
的
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
た
め
に
、
彼
ら
は
や
た
ら
と
ヒ
ス
テ

リ
ッ
ク
に
わ
め
い
て
い
る
。
国
民
生
活
と
い
う
規
模
で
合
理
主
義
を
「
心
得
」
る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
わ
が

国
民
の
一
部
、
な
ま
け
も
の
の
文
学
青
年
と
一
部
の
文
学
者
た
ち
と
が
そ
れ
を
崇
め
奉
つ
て
拝
ん
で
ゐ
る
。
こ

う
い
う
反
合
理
主
義
は
、
事
の
理
非
曲
直
を
問
わ
ぬ
、
む
し
ろ
そ
れ
を
問
お
う
と
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
た
い

す
る
鎮
圧
と
し
て
の
切
り
す
て
御
免
、
問
答
無
用
、
理
性
的
に
理
由
づ
け
ら
れ
ぬ
暴
力
支
配
の
文
学
的
・
文
学

理
論
的
反
映
に
す
ぎ
な
い
。

小
林
や
横
光
に
対
す
る
中
野
の
批
判
は
主
に
、
社
会
的
な
関
係
に
お
け
る
「
矛
盾
」
を
、
彼
ら
が
単
な
る
言
語
の

内
部
で
処
理
し
て
し
ま
う
手
法
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
た
。
論
理
が
用
い
ら
れ
て
こ
そ
「
矛
盾
」
も
顕
在
化
す
る
の

で
あ
り
、
非
論
理
性
な
処
置
に
よ
っ
て
「
矛
盾
」
の
表
現
を
抹
消
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
中
野
に
と
っ
て
ま
さ
に

「
暴
力
支
配
の
文
学
的
・
文
学
理
論
的
反
映
」
で
あ
っ
た
。
言
語
を
論
理
的
に
と
ら
え
て
ゆ
く
と
必
ず
「
矛
盾
」
に
目

を
向
け
る
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
点
に
中
野
は
賭
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

小
林
の
「
逆
説
」
へ
の
確
信
、
中
野
の
非
論
理
性
へ
の
批
判
。
異
な
る
両
者
は
、
と
も
に
「
現
実
」
に
お
け
る
「
矛
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盾
」
の
意
義
付
け
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
し
て
い
た
。
小
林
は
、
言
語
が
「
現
実
」
を
無
媒
介
に
指
示
す
る
の
で
は
な

い
と
し
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
強
度
に
お
い
て
こ
そ
「
現
実
」
を
示
そ
う
と
し
た
。
一
方
、
中

野
は
、
論
理
に
お
い
て
言
語
が
露
わ
に
す
る
「
矛
盾
」
の
う
ち
に
こ
そ
、
社
会
的
「
矛
盾
」
を
原
動
力
と
し
た
ポ
エ

ジ
ー
が
生
成
す
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、「
矛
盾
」
や
「
逆
説
」
と
い
う
形
で
言
及
さ
れ
る
要
素
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
一
九

三
〇
年
前
後
の
日
本
に
お
い
て
様
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
坂
口
安
吾
も
ま
た
、
例
外
で
は
な
い
。

一
九
三
二
年
三
月
発
表
の
彼
の
エ
ッ
セ
イ
、「FA

RCE

に
就
て
」（『
青
い
馬
』）
を
見
て
み
よ
う
。

フ
ァ
ル
ス
と
は
、
人
間
の
す
べ
て
を
、
全
的
に
、
一
つ
残
さ
ず
肯
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
よ
そ

人
間
の
現
実
に
関
す
る
限
り
は
、
空
想
で
あ
れ
、
夢
で
あ
れ
、
死
で
あ
れ
、
怒
り
で
あ
れ
、
矛
盾
で
あ
れ
、
ト

ン
チ
ン
カ
ン
で
あ
れ
、
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
で
あ
れ
、
何
か
ら
何
ま
で
肯
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ル

ス
と
は
、
否
定
を
も
肯
定
し
、
肯
定
を
も
肯
定
し
、
さ
ら
に
ま
た
肯
定
し
、
結
局
人
間
に
関
す
る
限
り
の
す
べ

て
を
永
遠
に
永
劫
に
永
久
に
肯
定
肯
定
肯
定
し
て
止
む
ま
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
諦
め
を
肯
定
し
、
溜
息
を

肯
定
し
、
何
言
っ
て
や
ん
で
い
を
肯
定
し
、
と
言
っ
た
よ
う
な
も
ん
だ
よ
を
肯
定
し
―
―
つ
ま
り
全
的
に
人
間

0

0

0

0

0

存
在
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
結
局

0

0

、
途
方
も
な
い
混
沌
を

0

0

0

0

0

0

0

0

、
途
方
も
な
い
矛
盾
の
玉
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
グ
イ
と
ば

0

0

0

0

か
り
に
呑
み
ほ
す
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
が
、
し
か
し
決
し
て
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
人
間
あ
り

の
ま
ま
の
混
沌
を
永
遠
に
肯
定
し
つ
づ
け
て
止
ま
な
い
と
こ
ろ
の
根
気
の
ほ
ど
を
、
呆
れ
果
て
た
る
根
気
の
ほ

ど
を
、
白
熱
し
、
一
人
熱
狂
し
て
持
ち
つ
づ
け
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
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安
吾
は
こ
こ
で
、
文
学
に
お
け
る
「
フ
ァ
ル
ス
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
「
途
方
も
な
い
矛
盾
の
玉
を
、
グ
イ
と
ば

か
り
に
呑
み
ほ
す
」
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、「
決
し
て
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
人
間
あ
り
の
ま
ま

の
混
沌
を
永
遠
に
肯
定
し
つ
づ
け
て
止
ま
な
い
」
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
小
林
の
よ
う
に
単
に
言

語
の
問
題
と
し
て
「
矛
盾
」
が
存
在
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
ま
た
中
野
の
よ
う
に
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
「
矛

盾
」
を
み
な
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
い
わ
ば
、「
矛
盾
」
を
含
む
世
界
の
現
存
在
の
総
体
を
認
め
続
け
て
ゆ
こ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
、
安
吾
独
特
の
思
考
が
あ
る
の
だ
。

こ
の
引
用
部
分
で
安
吾
は
、「
フ
ァ
ル
ス
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
自
体
を
独
自
に
意
義
づ
け
、
そ
の
「
フ
ァ
ル

ス
」
こ
そ
、
無
数
の
「
矛
盾
」
の
存
在
を
も
肯
定
し
続
け
る
営
為
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
フ
ァ
ル
ス
」
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
意
味
は
そ
も
そ
も
単
に
「
茶
番
劇
」
で
あ
る
が）

（
（

、
安
吾
は
そ
の
「
フ
ァ
ル
ス
」
と
い
う
語
に
こ
の

よ
う
な
固
有
語
法
的
な
意
味
付
け
を
行
な
い
、
彼
自
身
の
そ
の
後
の
執
筆
活
動
に
お
い
て
も
反
復
し
て
ゆ
く
テ
ー
マ

へ
と
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
変
化
と
個
体
化

「
フ
ァ
ル
ス
」
に
お
い
て
は
、「
矛
盾
」
を
含
む
「
現
実
」
の
総
体
が
肯
定
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に

関
わ
っ
て
い
る
「
人
間
自
身
の
存
在
」
も
ま
た
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
坂
口
安
吾
の
文
章
に
お
い
て

「
人
間
」
と
は
、
決
し
て
全
体
と
し
て
完
結
し
て
し
ま
う
こ
と
が
な
く
、
絶
え
ず
既
存
の
概
念
か
ら
の
例
外
性
や
変

則
性
を
生
み
出
し
な
が
ら
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。「
人
間
」
の
変
化
と
い
う
テ
ー
マ
に
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つ
い
て
は
後
に
論
じ
て
ゆ
く
が
、
安
吾
に
お
け
る
「
変
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
初
期
の
「
フ
ァ
ル
ス
」
で
あ
る
「
木

枯
の
酒
倉
か
ら
」（『
言
葉
』
一
九
三
一
年
一
月
）
に
既
に
見
ら
れ
る
と
い
う
点
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

「
木
枯
の
酒
倉
か
ら
」
は
、
毎
冬
酒
倉
に
通
っ
て
い
る
「
瑜ヨ

ー

ギ

ン

伽
行
者
」
の
「
俺
」
が
、
禁
酒
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
誘
惑
さ
れ
て
酒
に
手
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
「
僕
」
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
作
品
だ
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、

「
俺
」
が
、
酒
に
よ
っ
て
幻
影
を
操
る
「
瑜
伽
行
者
」
を
批
判
し
て
語
る
部
分
で
あ
る
。

―
―
愛
す
る
行
者
よ
、
鉢パ
タ
ン
ヂ
ヤ
リ

顚
闍
梨
の
学
説
は
不
幸
に
し
て
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
氏
に
先
立
つ
て
生
れ
た
る

が
故
に
こ
こ
に
た
ま
た
ま
不
運
な
る
誤
謬
を
犯
す
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
余
は
尊
公
の
た
め
に
歎
く

も
の
ぢ
や
よ
。
思
う
に
尊
公
等
岩
窟
断
食
の
徒
は
人
間
能
力
の
限
界
に
つ
い
て
厳
正
な
る
批
判
を
下
す
べ
き
こ

と
を
忘
却
し
た
が
た
め
に
、
浅
慮
に
も
人
間
は
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
恰
も
人
間
は
何
で
も
な
い
如

く
に
考
え
或
は
亦
人
間
は
何
で
も
あ
る
如
く
に
考
え
る
の
ぢ
や
よ
。
さ
れ
ば
こ
そ
尊
公
は
酒
と
人
間
と
の
区
別

を
失
ひ
、
酒
は
尊
公
の
肋
骨
で
あ
り
尊
公
は
酒
の
肋
骨
�
�
う
む
う
む
、
で
あ
る
な
ぞ
と
考
え
る
の
ぢ
や
。
げ

に
恐
る
べ
き
誤
謬
ぢ
や
よ
。〔
中
略
〕
見
よ
。
余
の
如
き
は
理
性
の
掟
に
厳
と
し
て
従
ふ
が
故
に
、
こ
こ
に
酒
は

茨
と
な
り
木
枯
は
ま
た
頭
の
ゼ
ン
マ
イ
を
ピ
チ
リ
と
い
は
せ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
余
は
亦
理
性
と
共
に
人
間
の

偉
大
な
る
想
像
能
力
を
信
ず
る
が
故
に
、
尊
公
の
幻
術
を
も
つ
て
し
て
は
及
び
も
つ
か
ぬ
摩
訶
不
思
議
を
行
ひ

古
今
東
西
一
つ
と
し
て
欲
し
て
能
は
ぬ
も
の
は
な
い
の
ぢ
や
よ
。

こ
こ
で
「
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
氏
」
に
言
及
し
な
が
ら
、「
人
間
能
力
の
限
界
に
つ
い
て
厳
正
な
る
批
判
を
下
す


