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本
論
文
は
、
一
八
九
〇
年
代
初
頭
の
出
発
期
か
ら
『
時
は
過
ぎ
ゆ
く
』（
一
九
一
六
・
九
、
新
潮
社
）
ま

で
、
お
よ
そ
四
半
世
紀
に
わ
た
る
田
山
花
袋
の
文
学
的
営
為
の
内
実
を
、
主
と
し
て
そ
の
間
に
執
筆
さ
れ

た
代
表
的
作
品
の
形
成
基
盤
と
形
成
過
程
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
形

成
基
盤
と
し
て
は
材
源
と
な
っ
た
一
次
資
料
お
よ
び
影
響
を
与
え
た
海
外
の
文
学
作
品
を
、
形
成
過
程
と

し
て
は
執
筆
に
お
け
る
改
稿
の
実
態
を
主
に
検
討
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
解
明
さ
れ
た
実
証
的
基
礎
に
立

ち
な
が
ら
、
逐
次
、
各
作
品
の
読
解
を
行
っ
た
。 

  

序
章
「
作
家
出
発
期
に
お
い
て
花
袋
が
志
向
し
た
も
の
―
―
「『
野
試
合
』
を
読
ん
で
水
蔭
君
に
寄
す
」

を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
で
は
、
幾
多
の
変
遷
を
経
つ
つ
も
以
降
の
文
学
活
動
の
基
本
的
方
向
を
決
定
づ
け
る

こ
と
と
な
っ
た
、
作
家
出
発
期
に
お
け
る
花
袋
の
志
向
の
あ
り
方
を
、
従
来
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
最
初
期
の
評
論
「『
野
試
合
』
を
読
ん
で
水
蔭
君
に
寄
す
」
（『
読
売
新
聞
』
一
八
九
一
・
九
・
一
一
）

の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
当
時
師
事
し
て
間
も
な
か
っ
た
江
見
水
蔭
の
小
説
『
野
試
合
』（
一
八

九
一
・
八
・
二
〇
、
春
陽
堂
）
を
対
象
と
す
る
本
評
論
に
お
い
て
、
花
袋
は
先
行
す
る
『
野
試
合
』
評
と

の
あ
い
だ
に
一
定
の
共
通
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
論
壇
へ
の
初
の
登
場
と
な
る
自
身
の
論
を
承
認
さ
れ
や

す
い
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
以
降
の
初
期
小
説
に
お
け
る
自
ら
の
志
向
を
予
見
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、「
小

児
の
無
邪
気
」
と
「
親
子
の
情
」
の
描
出
を
き
わ
め
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
先
行
評

と
の
間
に
差
異
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。
ま
た
、
当
時
最
新
の
文
学
理
論
で
あ
っ
た
坪
内

逍
遥
の
小
説
三
派
説
や
、
森
鷗
外
の
ハ
ル
ト
マ
ン
に
依
拠
し
た
規
範
美
学
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
批

評
言
説
を
貪
欲
に
摂
取
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
独
自
の
評
価
軸
を
形
成
し
、
印

象
批
評
風
の
他
の
『
野
試
合
』
評
と
は
異
な
る
次
元
で
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
、
そ
こ
に
は

見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
同
時
代
言
説
の
受
容
と
再
構
築
に
よ
っ
て
自
身
の
論
の
卓
越
性
を
獲
得
し
よ
う
と

す
る
こ
う
し
た
試
み
は
、
当
時
の
文
壇
に
お
け
る
方
向
性
と
し
て
は
、
硯
友
社
に
属
し
な
が
ら
も
そ
の
主

流
か
ら
は
む
し
ろ
距
離
を
と
り
、
鷗
外
の
新
声
社
へ
の
接
近
を
意
図
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

第
一
部
「
初
期
花
袋
文
学
の
形
成
基
盤
」
で
は
、
序
章
で
確
認
さ
れ
た
花
袋
の
基
本
的
な
志
向
の
あ
り

方
に
、
よ
り
具
体
的
な
肉
づ
け
を
行
う
べ
く
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
花

袋
の
初
期
創
作
活
動
の
背
景
を
、
形
式
と
内
容
の
両
面
か
ら
検
討
し
、
以
降
の
章
で
論
及
す
る
こ
と
と
な

る
代
表
的
諸
作
品
に
も
共
通
す
る
文
学
的
基
盤
の
解
明
を
試
み
た
。 

第
一
章
「
一
八
九
〇
年
代
の
紀
行
文
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
の
越
境
と
人
称
の
交
替
―
―
『
日
光
』
を
中

心
に
―
―
」
で
は
、
従
来
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
花
袋
の
作
品
『
日
光
』（
一
八
九
九
・
七
、
春
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陽
堂
）
を
採
り
上
げ
、
こ
の
作
品
が
同
時
代
に
お
け
る
紀
行
文
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
や
、
初
期
花
袋
に
お
け

る
紀
行
文
と
小
説
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
際
、
紀

行
文
と
旅
行
案
内
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
混
合
、
こ
れ
以
前
の
紀
行
文
と
の
間
に
見
ら
れ
る
漢
文
学
か
ら
西

洋
文
学
へ
の
引
用
・
典
拠
の
志
向
性
の
変
化
、
風
景
描
写
を
媒
介
と
し
た
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
人
称

転
換
の
手
法
と
い
う
三
点
に
絞
っ
て
、本
作
の
意
義
を
論
じ
た
。
以
上
の
諸
点
の
分
析
に
よ
っ
て
、『
日
光
』

が
、
引
用
や
人
称
転
換
と
い
っ
た
語
り
の
諸
機
能
を
通
じ
て
、「
自
然
」
か
ら
喚
起
さ
れ
た
「
詩
興
」
を
叙

述
す
る
と
い
う
同
時
代
の
紀
行
文
作
家
達
に
共
通
す
る
課
題
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
作
品
で
あ
り
、
さ

ら
に
以
後
の
花
袋
の
小
説
の
展
開
に
も
重
要
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。 第

二
章
「
一
九
〇
〇
年
前
後
の
花
袋
に
お
け
る
「
自
然
」
の
変
容
―
―
太
田
玉
茗
宛
書
簡
に
見
ら
れ
る

海
外
文
学
の
受
容
を
中
心
に
―
―
」
で
は
、
前
章
に
お
い
て
主
と
し
て
形
式
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
た
花

袋
文
学
の
形
成
基
盤
を
、「
自
然
」
と
い
う
内
容
の
側
面
か
ら
論
じ
た
。
一
八
九
九
年
（
明
治
三
二
）
は
花

袋
に
と
っ
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
破
壊
、
そ
し
て
自
然
主
義
へ
の
転
換
の
出
発
点
と
な
っ
た
重
要
な

年
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
、
こ
の
年
に
書
か
れ
た
太
田
玉
茗
宛
書
簡
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
か
ら
窺

わ
れ
る
花
袋
の
読
書
行
為
の
実
態
に
注
目
し
、
海
外
文
学
の
繙
読
が
当
時
の
花
袋
に
お
い
て
、
創
作
の
源

泉
た
る
「
自
然
」
に
触
れ
る
「
旅
」
の
代
償
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
書

簡
中
に
触
れ
ら
れ
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
ゾ
ラ
な
ど
の
西
洋
の
文
学
作
品
の
受
容
が
契
機
と
な
っ
て
、
こ
の

時
期
、
花
袋
の
「
自
然
」
概
念
が
変
容
し
、
自
然
主
義
へ
の
傾
斜
が
強
ま
っ
た
こ
と
を
も
示
し
た
。
な
お
、

そ
の
際
、
柳
田
国
男
や
永
井
荷
風
等
、
同
時
代
作
家
に
お
け
る
海
外
文
学
受
容
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
花

袋
の
読
書
傾
向
の
特
色
を
よ
り
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。 

  

第
二
部
「
主
題
と
モ
チ
ー
フ
の
形
成
基
盤
」
で
は
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』（
一
九
〇
二
・
五
、
新
声
社
）
、

「
蒲
団
」（
『
新
小
説
』
一
九
〇
七
・
九
）、「
一
兵
卒
」
（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
八
・
一
）
と
い
う
一
九

〇
〇
年
代
の
花
袋
を
代
表
す
る
三
つ
の
中
篇
・
短
篇
小
説
を
重
点
主
義
的
に
採
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主

題
と
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
二
章
な
い
し
三
章
を
割
い
て
論
じ
た
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
を
扱
っ
た

部
分
で
は
、
初
め
の
一
、
二
章
（
第
三
章
、
第
五
・
六
章
、
第
八
章
）
で
の
実
証
的
考
察
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
各
作
品
の
主
題
と
モ
チ
ー
フ
の
形
成
基
盤
を
踏
ま
え
つ
つ
、
終
わ
り
の
一
章
（
第
四
章
、
第

七
章
、
第
九
章
）
に
お
い
て
作
品
本
文
の
読
解
を
試
み
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
た
。 

第
三
章
と
第
四
章
は
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
を
対
象
と
す
る
。 

第
三
章
「
紀
行
文
草
稿
「
笠
の
か
け
」
に
つ
い
て
―
―
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
論
の
一
前
提
―
―
」
で
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は
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
論
の
実
証
的
前
提
の
一
つ
を
呈
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
小
説
の
素

材
と
な
っ
た
一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
）
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
の
信
州
旅
行
の
こ
と
を
記
し
た
紀
行

文
「
笠
の
か
け
」
花
袋
自
筆
草
稿
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
の
翻
刻
と
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
、

「
笠
の
か
け
」
草
稿
と
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
比
較
を
行
い
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
に
お
い
て
は
、「
笠

の
か
け
」
に
見
ら
れ
る
友
人
祢
津
栄
助
や
武
井
米
蔵
と
の
自
然
観
の
共
同
体
が
、
語
り
手
「
自
分
」
の
成

長
、
ひ
い
て
は
そ
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ
る
作
者
自
身
の
成
長
を
劇
的
に
語
る
た
め
に
、
花
袋
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
共
同
体
を
犠
牲
と
し
て
語
り
手
が
手
に
入
れ
た
も
の

こ
そ
、
冒
頭
場
面
に
示
さ
れ
た
海
外
文
学
に
つ
い
て
語
り
合
う
文
学
サ
ー
ク
ル
と
い
う
新
た
な
共
同
体
で

あ
り
、
作
者
花
袋
に
と
っ
て
は
、
そ
の
サ
ー
ク
ル
の
構
成
員
と
同
様
の
教
養
を
持
つ
は
ず
の
『
重
右
衛
門

の
最
後
』
の
想
定
読
者
の
共
同
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。 

第
四
章
「『
重
右
衛
門
の
最
後
』
に
お
け
る
村
と
語
り
手
―
―
優
位
性
と
そ
の
隠
蔽
―
―
」
で
は
、
従
来

の
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
論
が
、
作
品
に
お
け
る
基
本
対
立
を
重
右
衛
門
と
村
の
共
同
体
と
の
間
に
措
定

し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
い
ず
れ
が
最
終
的
に
勝
利
し
た
と
見
做
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
解
決
不
可
能
な

困
難
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
作
品
に
お
け
る
「
事
柄
の
意
味
」
と
「
語
り
手
の
意
図
」
を
区
別

し
た
上
で
、
こ
の
両
者
の
間
に
基
本
対
立
を
設
定
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
困
難
の
解
決
を
試
み

た
。『
重
右
衛
門
の
最
後
』
と
は
、
優
位
性
を
持
つ
村
の
働
き
か
け
に
よ
る
重
右
衛
門
の
破
滅
と
い
う
本
来

の
事
柄
の
意
味
が
、
自
身
の
文
学
者
と
し
て
の
卓
越
性
を
示
す
と
い
う
語
り
手
の
目
的
の
も
と
に
、
重
右

衛
門
に
体
現
さ
れ
た「
自
然
」の
力
の
勝
利
と
い
う
語
り
手
の
意
図
へ
と
変
形
さ
れ
る
物
語
な
の
で
あ
る
。 

第
五
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
「
蒲
団
」
を
対
象
と
す
る
。 

第
五
章
「「
見
え
ざ
る
力
」
か
ら
「
蒲
団
」
へ
―
―
岡
田
美
知
代
宛
書
簡
中
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
で

は
、「
蒲
団
」
の
芳
子
の
モ
デ
ル
岡
田
美
知
代
に
宛
て
ら
れ
た
花
袋
の
書
簡
の
う
ち
、
一
九
〇
五
年
（
明
治

三
八
）（
推
定
）
六
月
七
日
付
書
簡
に
含
ま
れ
る
詩
「
見
え
ざ
る
力
」、
お
よ
び
同
年
七
月
六
日
付
書
簡
に

含
ま
れ
る
無
題
の
詩
二
篇
の
読
解
を
通
し
て
、「
蒲
団
」
執
筆
の
根
底
に
不
可
解
な
力
に
よ
る
自
我
の
破
壊

と
い
う
主
題
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、
そ
の
際
、
こ
れ
ら
三
つ
の
詩
と
「
蒲
団
」
を

つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
当
時
象
徴
主
義
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
花
袋
が
そ
の
一
部
を
翻
訳
し
た
ヴ
ェ

ル
レ
ー
ヌ
の
英
訳
詩
集
、
特
に
そ
の
挿
絵
を
採
り
上
げ
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
室
内
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
有

名
な
「
蒲
団
」
結
末
場
面
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
検
証
し
た
。 

第
六
章
「
暴
風
・
狂
気
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
―
―
「
蒲
団
」
執
筆
の
背
景
と
モ
チ
ー
フ
―
―
」
は
、「
蒲
団
」

執
筆
の
背
景
と
モ
チ
ー
フ
を
、
前
章
と
同
様
に
、
比
較
文
学
の
方
法
を
摂
り
入
れ
な
が
ら
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
。
初
め
に
、「
蒲
団
」
執
筆
中
の
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
七
月
末
か
ら
八
月
初
め
に
か
け
て
、
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花
袋
が
編
集
に
従
事
し
て
い
た
『
文
章
世
界
』
八
月
号
の
読
者
投
稿
欄
を
手
が
か
り
に
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の

英
訳
短
篇
集
『
黒
衣
の
僧
』
に
対
す
る
花
袋
の
関
心
を
実
証
し
た
。
そ
の
上
で
、
国
木
田
独
歩
「
都
の
友

へ
、
Ｂ
生
よ
り
」（『
新
小
説
』
早
稲
田
号
、
一
九
〇
七
・
七
・
一
五
）
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
作
品
と

の
比
較
を
通
し
て
、「
蒲
団
」
に
お
け
る
「
暴
風
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
影
響
下
に
「
狂

気
」
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
検
証
し
、「
蒲
団
」
の
新
た
な
側
面
に
光
を
当
て
た
。 

第
七
章
「「
蒲
団
」
に
お
け
る
二
つ
の
道
―
―
「
破
壊
」
と
「
犠
牲
」
の
相
克
―
―
」
で
は
、「
破
壊
」

と
「
犠
牲
」
の
対
立
を
軸
に
、「
蒲
団
」
の
作
品
論
を
試
み
た
。
そ
の
際
、
初
め
に
、
「
蒲
団
」
の
基
本
構

図
を
、
芳
子
を
自
ら
の
「
所
有
」
と
す
べ
く
、
そ
の
「
時
機
」
を
捉
え
よ
う
と
争
う
男
達
を
め
ぐ
る
物
語

と
し
て
規
定
し
た
。
つ
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
構
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
雄
、
田
中
、
芳
子
の
父
親
の

三
者
が
、
い
ず
れ
も
芳
子
の
「
所
有
」
と
い
う
所
期
の
目
的
を
達
成
で
き
ず
に
終
わ
る
こ
と
に
注
目
し
、

特
に
時
雄
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
所
有
」
の
た
め
の
他
者
の
「
破
壊
」
と
い
う
道
に
対
立
す
る
選
択

肢
と
し
て
、「
犠
牲
」
の
道
へ
の
可
能
性
が
存
在
し
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
し
か
し
、
「
基
督
教
信
者
」
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
「
犠
牲
」
の
道
と
は
対
照
的
に
、
自
ら
の
「
自
我
」
の
欲
望
を
正

当
化
し
よ
う
と
し
た
田
中
、
父
親
、
そ
し
て
芳
子
自
身
の
傾
向
に
影
響
さ
れ
て
、
時
雄
は
最
終
的
に
「
破

壊
」
の
道
を
選
択
し
た
。
だ
が
、
そ
の
道
は
逆
説
的
に
、
結
末
場
面
に
お
け
る
自
ら
の
「
自
我
」
の
「
破

壊
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
本
章
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

第
八
章
と
第
九
章
は
「
一
兵
卒
」
を
対
象
と
す
る
。 

第
八
章
「「
一
兵
卒
」
と
ガ
ル
シ
ン
「
四
日
間
」
―
―
「
死
」「
戦
争
」「
自
然
」
を
め
ぐ
る
考
察
―
―
」

で
は
、「
一
兵
卒
」
に
お
け
る
ガ
ル
シ
ン
作
・
二
葉
亭
四
迷
訳
「
四
日
間
」（
『
新
小
説
』
一
九
〇
四
・
七
）

の
受
容
を
論
じ
、
次
章
の
作
品
論
の
前
提
を
準
備
し
た
。「
一
兵
卒
」
に
お
い
て
は
、『
第
二
軍
従
征
日
記
』

（
一
九
〇
五
・
一
、
博
文
館
）
で
は
有
効
に
活
か
さ
れ
な
か
っ
た
兵
站
病
院
の
「
臭
気
」
と
い
う
素
材
が

導
入
さ
れ
、
兵
士
に
衛
生
観
念
を
内
面
化
す
る
一
方
で
傷
病
兵
に
対
し
十
分
な
衛
生
環
境
を
整
備
す
る
こ

と
の
出
来
な
か
っ
た
日
露
戦
時
の
日
本
軍
の
実
情
が
、
兵
士
の
身
体
の
レ
べ
ル
で
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
同
様
の
素
材
を
効
果
的
に
用
い
た
ガ
ル
シ
ン
「
四
日
間
」
の
読
書
体

験
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
死
」
と
い
う
重
要
な
主
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
描
か
れ
た
個
々
の
情

景
の
み
な
ら
ず
、
表
現
手
法
や
モ
チ
ー
フ
の
選
択
、
視
点
の
あ
り
方
に
至
る
ま
で
、「
一
兵
卒
」
に
は
「
四

日
間
」
受
容
の
あ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
四
日
間
」
に
は
な
い
「
一
兵
卒
」
の
特
色
と
し
て
、

末
尾
に
お
い
て
主
人
公
の
「
死
」
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
、
無
関
心
に
進
行
す
る
「
戦
争
」

お
よ
び
「
自
然
」
と
の
断
絶
の
う
ち
に
そ
の
「
死
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
こ
と
を
論
じ

た
。 
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第
九
章
「「
一
兵
卒
」
に
お
け
る
「
穴
」
の
世
界
―
―
そ
の
時
空
間
と
身
体
を
め
ぐ
る
考
察
―
―
」
で
は
、

本
文
を
逐
一
参
照
し
な
が
ら
、「
一
兵
卒
」
の
作
品
世
界
を
「
穴
」
の
世
界
と
し
て
読
解
し
た
。
本
章
に
お

い
て
示
さ
れ
る
「
一
兵
卒
」
の
読
み
の
大
枠
は
、
一
兵
卒
が
戦
場
と
い
う
「
穴
」
の
世
界
か
ら
の
脱
出
を

目
指
し
な
が
ら
も
、
そ
の
可
能
性
に
絶
望
し
、
つ
い
に
自
ら
空
虚
な
「
穴
」
と
化
し
て
死
ぬ
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
よ
う
な
価
値
の
低
落
し
意
味
の
空
虚
化
し
た
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
も
、

一
兵
卒
は
世
界
と
自
己
の
再
構
築
を
試
み
る
。
彼
は
そ
れ
を
、
自
己
の
身
体
の
確
認
を
通
し
て
行
お
う
と

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
自
己
の
」
と
い
う
規
定
を
創
り
出
す
た
め
に
、
彼
は
自
ら
の
内
的
生
活
史
の
再

構
成
を
試
み
る
。
だ
が
、
最
終
的
に
そ
の
試
み
は
破
綻
し
、
単
な
る
生
命
機
能
、
す
な
わ
ち
「
自
己
の
」

と
い
う
規
定
を
欠
い
た
空
虚
な
身
体
だ
け
が
、
一
兵
卒
に
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
生
命
機
能
も
結

局
死
に
よ
っ
て
終
焉
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。 

  

第
三
部
「
描
写
方
法
の
形
成
過
程
」
で
は
、「
生
」（
『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
八
・
四
・
一
三
～
七
・
一
九
、

後
に
『
生
』
一
九
〇
八
・
一
〇
、
易
風
社
）、「
妻
」（
『
日
本
』
一
九
〇
八
・
一
〇
・
一
四
～
一
九
〇
九
・

二
・
一
四
、
後
に
『
妻
』
一
九
〇
九
・
五
、
今
古
堂
書
店
）、『
田
舎
教
師
』（
一
九
〇
九
・
一
〇
、
左
久
良

書
房
）
と
い
う
、
一
九
〇
〇
年
代
末
の
花
袋
を
代
表
す
る
三
つ
の
長
篇
小
説
を
、
描
写
方
法
の
形
成
過
程

の
検
討
を
通
し
て
読
解
し
た
。
な
お
、
こ
れ
よ
り
前
の
時
期
に
属
す
る
『
重
右
衛
門
の
最
後
』、「
蒲
団
」、

「
一
兵
卒
」
と
い
う
作
品
を
扱
っ
た
第
二
部
に
お
い
て
主
題
と
モ
チ
ー
フ
が
中
心
的
に
検
討
さ
れ
、
こ
こ

で
は
主
に
描
写
方
法
が
検
討
さ
れ
る
の
は
、
創
作
に
お
け
る
花
袋
自
身
の
関
心
の
変
化
に
沿
っ
た
も
の
で

あ
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
自
然
」、「
見
え
ざ
る
力
」、「
死
」
と
い
っ
た
主
題
と
、
そ
の
主

題
を
構
成
す
る
モ
チ
ー
フ
群
の
探
究
に
重
点
が
置
か
れ
た
「
一
兵
卒
」
ま
で
の
時
期
に
対
し
て
、「
生
」
以

降
の
時
期
に
お
い
て
は
、
平
面
描
写
論
の
提
唱
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
主
題
と
モ
チ
ー
フ
を

い
か
に
効
果
的
に
表
現
す
る
か
と
い
う
描
写
方
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
、
花
袋
の
関
心
の
重
点
が
移
行
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

第
十
章
「
風
景
の
俯
瞰
か
ら
自
然
と
の
一
致
へ
―
―
「
生
」
改
稿
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
で
は
、「
生
」
の

改
稿
問
題
を
論
じ
た
。「
生
」
は
、
従
来
、
そ
の
新
聞
初
出
形
と
単
行
本
所
収
形
と
の
間
に
、
こ
の
作
者
の

も
の
と
し
て
は
他
に
類
例
が
な
い
ほ
ど
、
多
く
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
異
同
が
作
品
解
釈
に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
十
分
研
究
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
課
題
に
応
え
る
た
め
、
初
め
に
改
稿
時
期
の
確
定
を
図
っ
た
上
で
、
単

行
本
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
初
出
第
五
十
四
回
連
載
分
の
本
文
を
分
析
し
、
そ
の
箇
所
が
高
所
か
ら
の
風

景
の
俯
瞰
と
い
う
描
写
枠
組
を
持
つ
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
『
ジ
ェ
ル
ミ
ニ
ー
・
ラ
セ
ル
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ト
ゥ
』
花
袋
旧
蔵
本
（
田
山
花
袋
記
念
文
学
館
蔵
）
の
類
似
箇
所
と
の
比
較
に
よ
り
、
両
者
の
描
写
の
類

縁
性
と
と
も
に
、「
生
」
第
五
十
四
回
に
お
い
て
は
「
暗
い
家
」
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
子
等
の
欲
望
が

前
景
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
右
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
初
出
第
五
十
四
回
が

削
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
作
品
の
基
調
を
成
す
「
家
」
に
内
在
す
る
視
点
が
一
貫
さ
れ
る
と
同
時
に
、
相
対

的
に
後
の
第
五
十
六
回
に
お
け
る
「
自
然
」
と
の
一
致
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
改
稿
を
「
風

景
の
俯
瞰
か
ら
自
然
と
の
一
致
へ
」
と
い
う
方
向
性
の
も
と
に
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
。 

第
十
一
章
「「
思
想
」
と
「
生
活
」
の
交
錯
―
―
「
妻
」
改
稿
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
で
は
、
前
章
で
扱
っ

た
「
生
」
に
続
く
長
篇
で
あ
る
「
妻
」
に
お
け
る
改
稿
の
意
味
を
論
じ
た
。
単
行
本
『
妻
』
に
お
い
て
は

初
出
「
二
十
一
の
三
」
が
全
文
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
作
品
全
体
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
え
ば
、
主
人
公
勤
の
内
言
の
み
で
構
成
さ
れ
た
部
分
の
後
で
、
語
り
手
の
語

り
に
よ
っ
て
主
人
公
の
変
化
を
改
め
て
裏
付
け
る
こ
の
箇
所
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
主
人
公
の
変
化
に

客
観
性
を
見
出
す
の
が
困
難
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
単
行
本
で
は
、
削
除
箇

所
の
前
の
部
分
に
お
け
る
勤
の
非
常
に
力
の
籠
っ
た
内
言
も
、
単
に
一
時
的
な
興
奮
、
熱
狂
に
す
ぎ
な
い

か
の
よ
う
な
印
象
が
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
部
分
は
、
勤
の
ニ
ー
チ
ェ
主
義
へ
の
心
酔
と
い
う
内

容
を
持
つ
が
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
主
義
の
「
思
想
」
に
代
わ
っ
て
単
行
本
に
お
い
て
勤
の
変
化
の
要

因
と
さ
れ
た
の
は
、
長
兄
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
年
長
者
の
「
生
活
」
の
智
慧
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
へ

の
共
感
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
初
出
「
十
七
の
四
」
に
お
け
る
長
兄
に
対
す
る
批
判
的
言
辞
が
、
単

行
本
で
は
弱
め
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、「
思
想
」
の
新
し
さ
よ
り

「
生
活
」
の
年
輪
の
積
み
重
ね
を
重
視
し
、
そ
れ
を
自
身
の
理
論
の
基
礎
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
た
当
時

の
花
袋
の
平
面
描
写
論
に
お
け
る
志
向
と
も
響
き
合
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

第
十
二
章
「
写
す
こ
と
と
編
む
こ
と
の
あ
い
だ
―
―
『
田
舎
教
師
』
に
お
け
る
風
景
描
写
の
形
成
―
―
」

で
は
、『
田
舎
教
師
』
の
最
大
の
特
徴
と
さ
れ
る
風
景
描
写
が
、
い
か
に
し
て
形
づ
く
ら
れ
た
か
を
明
ら
か

に
し
た
。『
田
舎
教
師
』
の
風
景
描
写
の
基
礎
と
な
っ
た
各
季
節
の
原
型
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
〇
八
年
（
明

治
四
一
）
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
一
年
間
に
わ
た
っ
て
、
増
刊
号
を
除
き
毎
月
『
文
章
世
界
』
に
連
載
さ

れ
た
小
品
「
文
章
月
暦
」
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
文
章
月
暦
」
で
は
、
実
感
を
写

す
こ
と
と
記
録
を
編
む
こ
と
と
の
融
合
の
上
に
四
季
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
再
び

巧
み
に
編
み
上
げ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
、『
田
舎
教
師
』
の
風
景
描
写
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
原
型
的
イ
メ
ー
ジ
に
具
体
的
な
肉
づ
け
を
施
す
役
割
を
担
っ
た
の
が
「
踏
査
」
と
い
う
方
法
で

あ
っ
た
。
そ
の
方
法
の
内
実
と
は
、「
旅
の
日
記
帳
」
に
写
し
取
ら
れ
た
素
材
を
縦
糸
と
し
、
主
体
の
明
示

さ
れ
な
い
知
覚
表
現
を
横
糸
と
し
て
、
一
つ
一
つ
の
風
景
描
写
を
編
み
上
げ
て
ゆ
く
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
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こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
方
法
が
『
田
舎
教
師
』
執
筆
に
際
し
て
突
然
に
現
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

『
田
舎
教
師
』
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
素
材
に
対
し
て
も
、
花
袋
に
よ
っ
て
旅
行
の
都
度
繰
り
返
し
試

み
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
田
舎
教
師
』
に
お
け
る
風
景
の
前
景
化
は
、
材

源
で
あ
る
小
林
秀
三
日
記
の
後
半
部
分
か
ら
「
感
想
」
と
「
情
緒
」
の
要
素
を
排
除
し
、
主
と
し
て
独
歩

「
武
蔵
野
」（『
武
蔵
野
』
一
九
〇
一
・
三
、
民
友
社
、
初
出
「
今
の
武
蔵
野
」『
国
民
之
友
』
一
八
九
八
・

一
、二
）の
影
響
下
に
写
し
取
ら
れ
た
季
節
の
風
物
を
選
ん
で
作
品
に
編
み
込
ん
で
ゆ
く
方
法
に
よ
っ
て
、

生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、『
田
舎
教
師
』
の
風
景
描
写
の
基
底
に
は
、
た
だ
風
景
を
写
す
こ

と
の
み
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
執
筆
過
程
に
お
け
る
写
す
こ
と
と
編
む
こ
と
の
あ
い
だ
か
ら
こ
そ
、

『
田
舎
教
師
』
の
風
景
は
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

終
章
「
花
柳
小
説
か
ら
『
時
は
過
ぎ
ゆ
く
』
へ
の
展
開
―
―
『
燈
影
』
の
初
出
「
春
の
名
残
」
を
中
心

に
―
―
」
で
は
、
初
め
に
、
今
日
ま
で
長
ら
く
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
長
篇
小
説
『
燈
影
』（
一

九
一
八
・
一
二
、
春
陽
堂
）
の
初
出
が
、『
東
京
毎
日
新
聞
』
に
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
四
月
二
十
日
か

ら
八
月
七
日
ま
で
全
一
一
〇
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
「
春
の
名
残
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
新
事
実
の
確
認
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
一
九
一
〇
年
代
前
半
に
多
作
さ
れ
た
花
袋
の
一
連
の
花

柳
小
説
、
お
よ
び
同
時
期
の
花
袋
に
よ
る
翻
訳
『
マ
ダ
ム
・
ボ
ヷ
リ
イ
』（
一
九
一
四
・
六
、
新
潮
社
）
と

の
比
較
を
通
じ
て
、
本
作
が
時
期
的
に
見
て
も
内
容
的
に
見
て
も
、
花
袋
の
作
品
系
列
に
お
い
て
、『
田
舎

教
師
』
か
ら
花
柳
小
説
、
そ
し
て
『
時
は
過
ぎ
ゆ
く
』
へ
の
展
開
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
重
要
な
作
品
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
時
代
の
閉
塞
状
況
に
お
け
る
一
青
年
の
死
を
描
き
出
し
た
『
田
舎
教
師
』

と
、
同
様
の
長
い
閉
塞
状
況
を
黙
々
と
生
き
延
び
る
一
老
人
を
描
き
出
し
た
『
時
は
過
ぎ
ゆ
く
』
と
の
間

に
は
、
花
柳
界
の
深
い
閉
塞
の
中
で
生
き
続
け
る
芸
妓
の
姿
の
「
春
の
名
残
」
に
お
け
る
発
見
に
ま
で
至

る
、
一
連
の
花
柳
小
説
の
試
み
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
花
袋
は
「
晴
れ
た
日
の
午
前
」（『
文
章
世
界
』
一

九
一
七
・
四
）
に
お
い
て
、『
時
は
過
ぎ
ゆ
く
』
を
自
評
し
て
「
漂
流
者
の
微
か
な
叫
声
」、
あ
る
い
は
「
救

け
を
求
め
て
も
何
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
ゝ
声
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
主
人
公
良
太
の
、
抽
象
的

観
念
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
け
っ
し
て
な
い
、
忍
耐
強
い
生
の
継
続
の
姿
こ
そ
、
救
い
の
な
い
閉
塞
状
況

へ
の
消
極
的
だ
が
純
粋
な
抵
抗
の
典
型
と
し
て
、
花
袋
が
呈
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 


