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歴
史
に
は
時
と
し
て
、
鮮
烈
な
人
格
が
登
場
し
ま
す
。
彼
ら

は
、
全
て
の
醜
悪
・
卑
小
・
俗
悪
を
焼
き
尽
く
し
、
文
明
を
目

く
る
め
く
高
み
へ
と
導
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
格
は
、
彼
ら

が
最
初
に
生
を
享
け
た
、
狭
小
な
地
理
的
限
界
に
制
限
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
に
は
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
あ
り
、
使

命
が
あ
り
、
行
動
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
が

「
普
遍
人
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
す
。
彼
ら
は
、

人
間
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
を
高
く
掲
げ
て
い
ま
す
。
真
理
、

愛
、
美
、
自
制
、
調
和
、
そ
し
て
、
永
遠
の
中
で
の
究
極
の
運

命
を
追
求
し
続
け
る
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
預
言
者
た
ち
の
星
団
の
中
で
、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ

ゴ
ー
ル
（
１
）、
母
な
る
イ
ン
ド
の
吟
遊
詩
人
は
、
そ
の
最
前
列
を
占

め
て
い
ま
す
。

タ
ゴ
ー
ル
は
無
限
の
次
元
を
持
つ
人
物
で
す
。
彼
は
詩
人
・

作
詞
家
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、
散
文
作

家
・
劇
作
家
・
画
家
・
演
技
者
・
社
会
改
革
者
・
教
育
者
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
以
外
の
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

す
べ
て
の
創
作
と
活
動
の
基
調
に
あ
る
の
は
、「
人
間
」
へ
の
愛

で
す
。
彼
は
情
熱
的
な
イ
ン
ド
人
で
し
た
が
、
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
普
遍
主
義
へ
と
超
越
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
見
出
さ

タ
ゴ
ー
ル
の
詩

―
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
バ
ラ
ー
ド

バ
ラ
テ
ィ
・
ム
カ
ジ
ー

前
川
健
一
　
訳



れ
る
の
は
、
東
西
両
洋
の
最
善
の
も
の
が
独
自
の
仕
方
で
融
合

し
た
も
の
で
す
。
こ
の
論
文
で
、
私
は
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
タ

ゴ
ー
ル
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
の
一
端
を
描
き
出
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
「
詩
的
」
と
い
う
言
葉
が
、
真
理
・

美
・
調
和
・
音
楽
な
ど
の
統
合
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら

く
彼
の
全
て
の
文
学
的
創
作
は
そ
の
言
葉
に
値
す
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
論
文
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
の
詩
歌

の
み
を
論
じ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

一
八
六
一
年
五
月
七
日
、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
は
コ
ル
カ
タ

（
カ
ル
カ
ッ
タ
）
の
ジ
ョ
ラ
シ
ャ
ン
コ
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
タ
ゴ
ー

ル
家
は
、
豊
か
で
教
養
も
あ
る
貴
族
の
家
柄
で
し
た
。
こ
の
時

期
、
イ
ン
ド
、
と
り
わ
け
ベ
ン
ガ
ル
で
は
、「
ベ
ン
ガ
ル
・
ル
ネ

サ
ン
ス
」
と
し
て
知
ら
れ
る
大
規
模
な
文
化
革
命
の
真
っ
只
中

で
し
た
。
そ
れ
は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
た

扉
を
開
け
る
も
の
で
し
た
。
新
し
い
理
念
、
新
し
い
思
想
、
新

し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
探
求
さ
れ
開
拓
さ
れ
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
対
象
は
、
生
を
美
し
い
も
の
に
し
、
生
き

る
価
値
あ
る
も
の
に
す
る
全
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

ジ
ョ
ラ
シ
ャ
ン
コ
の
タ
ク
ル
バ
リ
（
タ
ゴ
ー
ル
の
家
）
は
、
こ

う
し
た
文
化
的
再
生
の
拠
点
で
し
た
。
そ
こ
で
は
、
合
理
主

義
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
基
本
的

な
価
値
観
が
育
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
は
、

子
ど
も
の
時
か
ら
、
家
系
と
環
境
の
両
方
か
ら
の
影
響
で
、
こ

れ
ら
の
価
値
観
を
吸
収
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
生
涯
に
わ

た
る
創
作
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
世
に
宣
布
し
て
い
っ
た
の
で

す
。彼

の
父
デ
ベ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
は
、「
マ
ハ
ル
シ
（
大
聖
）」
と
呼

ば
れ
た
ほ
ど
の
宗
教
的
人
物
で
し
た
（
２
）。
父
の
影
響
の
も
と
、
ラ

ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
や

（
３
）
　
ウ
パ
ニ
シ
ャ

ッ
ド
の
教
え
に
親
し
む
環
境
で
成
長
し
ま
し
た
。
長
じ
て
、
彼

は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
仰
の
神
学
や
中
世
の
バ
ク
テ
ィ

　
（
４
）
信
仰
の
聖
者

た
ち

―
カ
ビ
ー
ル
、
ラ
ビ
ダ
ー
ス
、
ダ
ー
ド
ゥ
ー
、
ナ
ー
ナ

ク
等

―
に
強
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
ス
ー
フ
ィ
ー
の

（
５
）
　
聖
者

た
ち
も
彼
を
魅
了
し
た
も
の
で
す
。
愛
・
美
・
真
理
・
平
安
・

調
和
な
ど
へ
の
渇
仰
を
通
じ
て
、
究
極
的
な
る
も
の
へ
と
至
ろ

う
と
す
る
、
こ
う
し
た
哲
学
の
香
気
こ
そ
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
の
精
髄
を
成
し
て
い
る
の
で
す
。

タ
ゴ
ー
ル
は
十
三
歳
で
文
学
活
動
を
始
め
、
そ
の
後
六
十
七
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年
間
に
わ
た
り
、
滾
滾
た
る
創
造
力
は
、
多
彩
な
分
野
に
奔
流

の
よ
う
に
あ
ふ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

文
学
活
動
の
当
初
、
タ
ゴ
ー
ル
は
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
で
あ
り
、

幾
分
か
は
神
秘
主
義
的
な
詩
人
で
し
た
。
彼
は
美
を
崇
拝
し
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
自
然
の
中
の
美
は
何
で
あ
れ
、
若
い
詩

人
の
心
を
震
わ
せ
る
も
の
で
し
た
。
季
節
の
移
ろ
い
に
詩
人
の

心
は
孔
雀
の
よ
う
に
踊
り
、
滝
を
下
る
水
流
に
彼
の
眼
は
夢
か

ら
醒
め
、

（
６
）
　
冬
眠
し
て
い
る
大
地
を
歓
喜
に
染
め
る
春
の
訪
れ
に
、

詩
人
も
ま
た
喜
び
に
満
ち
る
の
で
す
。
自
然
の
美
の
只
中
で
幸

せ
に
浸
る
詩
人
か
ら
は
、
こ
ん
な
言
葉
が
生
ま
れ
ま
す
。

こ
の
世
界
は
美
し
い

甘
や
か
な
土
ぼ
こ
り
を
ひ
と
つ
ま
み

私
は
心
の
中
に
お
さ
め
る

生
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
る
も
の
だ
か
ら

こ
の
段
階
で
は
、
詩
人
は
熱
愛
者
で
す
。
当
初
、
彼
の
愛
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
、
地
上
的
な
も
の
で
し
た
。『
プ
レ
ー
マ
（
愛
）』

と
題
さ
れ
た
一
連
の
歌
と
多
く
の
詩
の
中
で
、
愛
す
る
者
へ
の

情
熱
的
な
愛
と
渇
望
は
美
し
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
二
つ
だ
け

引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

愛
の
満
ち
潮
の
中
を
二
人
は
た
だ
よ
う
。
束
縛
す
る
も
の

は
何
も
な
い

会
え
な
い
日
々
は
痛
み
と
と
も
に
す
ぎ
て
い
く
。
ま
ど
ろ

み
の
夢
で
だ
け

全
て
の
道
は
つ
い
に
一
つ
に
な
る
、
あ
な
た
の
瞳
を
目
指

し
て

し
か
し
、
ほ
ど
な
く
、
こ
の
よ
う
な
情
熱
的
な
形
而
下
的
な

愛
は
天
上
的
な
も
の
へ
と
超
越
し
ま
す
。
愛
は
多
幸
症
で
は
な

く
、
何
ら
生
物
学
的
な
含
意
も
あ
り
ま
せ
ん
。
詩
人
自
身
は
彼

一
流
の
仕
方
で
愛
を
定
義
し
て
い
ま
す
。

あ
あ
、
こ
の
謎
め
い
た

と
ら
え
が
た
い
歓
び

私
は
知
っ
て
い
た
の
だ



呼
吸
の
よ
う
に
単
純
で
、
笑
顔
の
よ
う
に
簡
単
で

大
地
よ
り
も
時
を
経
た
、
こ
の
歓
び
を

今
や
詩
人
の
愛
は
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

よ
り
崇
高
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
段
階
で
、
詩
人
は
、
有
限

な
る
も
の
と
「
無
限
」
と
の
真
の
関
係
を
探
求
し
て
い
ま
す
。

「
待
ち
望
む
も
の
」
に
触
れ
よ
う
と
す
る
欲
求
の
中
で
、
詩
人
は

阻
隔
の
苦
痛
を
感
じ
て
い
ま
す
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
こ
の
段
階
で
は
、
欲
望
の
対
象
と
「
待
ち
望
む
も
の
」

と
は
異
な
っ
た
二
つ
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
詩
人
は
つ
ぶ
や
き
ま
す
。

た
だ
一
人
、
我
は
さ
ま
よ
う

大
宇
宙
を
、
無
限
の
天
空
の
中
を

と
こ
し
え
に
。

世
の
父
な
る
御
身
よ

全
き
孤
独
に
坐
し
、
無
言
の
ま
ま
に

聖
処
に
身
を
隠
す
御
身
よ

大
な
る
偉
観
と
無
尽
の
謎
に
つ
つ
ま
れ
て

第
二
の
段
階
で
は
、
こ
の
阻
隔
の
感
覚
が
詩
人
を
苦
し
め
、

終
わ
り
な
き
苦
し
み
の
み
が
救
済
を
も
た
ら
す
と
の
強
迫
観
念

が
詩
人
を
襲
い
ま
す
。『
夕
べ
の
歌
』
の
中
で
彼
は
こ
う
記
し
ま

す
。

苦
し
み
よ
来
た
れ
、
我
に
来
た
れ

こ
の
心
を
占
む
る
は
孤
愁
の
み

そ
し
て
彼
は
叫
び
ま
す
。

主
よ
、
我
に
更
な
る
苦
痛
を
与
え
よ

我
が
痛
覚
を
し
て
更
に
鋭
敏
な
ら
し
め
よ

扉
を
開
け
、
全
て
の
障
碍
を
打
ち
倒
し

我
を
救
い
た
ま
え
、
我
が
主
よ

詩
人
に
は
次
第
に
次
の
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
個
人

的
な
自
我
を
全
体
性
へ
と
没
入
さ
せ
る
こ
と
の
み
が
、
彼
に
と

っ
て
「
待
ち
望
む
も
の
」
へ
の
接
近
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
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が
で
す
。
有
限
な
る
も
の
と
「
無
限
」
と
の
間
に
は
有
機
的
な

関
係
が
あ
る
と
、
彼
は
確
信
し
ま
し
た
。
両
者
の
完
全
な
る
合

一
を
も
た
ら
す
の
は
、
完
全
な
自
己
滅
却
、
完
全
な
自
己
消
去
、

自
己
意
識
の
否
定
で
す
。
愛
が
両
者
を
結
ぶ
紐
帯
で
す
。
こ
の

段
階
で
、『
ギ
タ
ン
ジ
ャ
リ
（
ギ
タ
ン
ジ
ョ
リ
）
』『
歌
の
花
環
』

『
音
詩
』『
献
納
』『
捧
げ
物
』、
さ
ら
に
そ
の
他
同
類
の
作
品
群

も
含
め
て
、
比
類
な
き
詩
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

変
貌
を
遂
げ
た
タ
ゴ
ー
ル
は
誓
い
ま
す
。

あ
な
た
を
魅
惑
す
る
も
の
は
私
の
美
し
さ
で
は
な
い

愛
が
、
あ
な
た
を
魅
了
す
る

扉
を
開
け
る
も
の
は
手
で
は
な
い

歌
声
が
扉
を
開
け
る

こ
う
や
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
完
全
な
依
存
感
情
の
中
、
彼
は

つ
ぶ
や
き
ま
す
。

御
身
は
我
を
終
わ
り
無
き
も
の
と
為
せ
り
、
其
は
御
身
の

喜
び
な
れ
ば

は
か
な
き
此
の
器
を
空
ろ
に
為
せ
り
、
い
く
た
び
も
幾
度

も
御
身
は
満
た
せ
り
、
倦
む
こ
と
な
く
、
新
し
き
命
も
て
（
７
）

こ
こ
で
訪
れ
る
の
は
、
救
済
と
い
う
目
的
に
い
た
る
た
め
の
、

熱
狂
的
で
完
全
な
自
己
放
棄
で
す
。
詩
人
は
語
り
ま
す
。

あ
な
た
に
差
し
上
げ
る
べ
き
は

私
の
全
て
。
そ
う
で
す
と
も

私
の
持
ち
物
の
全
て

私
の
思
い
の
全
て

同
様
に
詩
人
は
祈
願
し
ま
す
。

お
許
し
く
だ
さ
い
、
大
地
に
伏
す
こ
と
を

全
き
喜
び
に
震
え
、
お
み
足
の
す
ぐ
下
に
伏
す
こ
と
を

お
許
し
く
だ
さ
い
、
衣
を
赤
く
染
め
る
こ
と
を

お
み
足
が
触
れ
た
埃
に
よ
っ
て
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し
か
し
、
救
済
を
熱
望
す
る
こ
と
は
、
現
世
を
放
棄
す
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
上
的
な
意
味
で
享
楽
に
と
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
の
中
に
も
、
彼
の
自
由
は
見
出
さ
れ
ま
す
。『
捧
げ
物
』

の
中
で
、
彼
は
記
し
て
い
ま
す
。

解
放
は
放
棄
の
中
に
な
い
、
私
に
と
っ
て

自
由
を
抱
き
し
め
た
と
言
え
る
の
は

幾
千
も
の
と
ら
わ
れ
の
中
、
享
楽
へ
の
と
ら
わ
れ
の
中

こ
の
自
由
は
、「
無
限
」
と
い
う
完
全
な
る
全
体
へ
と
向
か
い

ま
す
。
そ
れ
は
有
限
な
る
も
の
に
あ
る
最
善
の
も
の
を
統
合
強

化
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
故
、「
無
限
」
は
真
理
・
至
福
・
美
で

あ
り
、
そ
し
て
歓
喜
を
本
性
と
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
美
質

を
一
つ
に
す
る
こ
と
で
、
完
全
な
調
和
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
れ

が
「
絶
対
者
」
で
す
。
こ
の
完
全
な
自
由
は
、
人
間
を
有
限
な

る
状
態
か
ら
「
無
限
」
と
の
合
一
へ
と
導
く
鍵
と
な
る
も
の
で

す
。
彼
は
語
り
ま
す
。

有
限
な
る
も
の
の
中
で

あ
な
た
は
曲
を
奏
で
る

「
無
限
」
よ
、
だ
か
ら
こ
そ

あ
な
た
の
調
べ
は
こ
こ
ち
よ
い
（
８
）

こ
の
完
全
な
自
由
を
求
め
る
永
遠
の
探
求
、
こ
れ
が
人
間
性

の
本
質
を
な
す
も
の
で
す
。
こ
の
次
元
に
よ
っ
て
、
タ
ゴ
ー
ル

の
調
和
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
に
は
特
別
な
芳
し
さ
が
加

わ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
人
間
」
を
偉
大
に
す
る
の
で
す
。

こ
の
段
階
で
、
彼
の
詩
藻
に
は
重
要
で
質
的
な
変
化
が
生
じ

ま
す
。
今
や
彼
は
自
ら
を
同
朋
の
中
の
一
人
と
し
て
認
識
し
て

い
ま
す
。
ロ
マ
ン
主
義
と
神
秘
主
義
か
ら
離
れ
、
詩
人
が
受
け

止
め
る
の
は
現
実
生
活
と
現
実
世
界
の
手
応
え
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
彼
は
記
す
の
で
す
。

友
よ
来
た
れ
、
君
が
来
れ
ば
、
骨
折
り
仕
事
も
何
の
そ
の

…
…
…
…

来
た
れ
、
人
ご
み
の
た
だ
中
か
ら

君
よ
、
僕
と
一
心
同
体
の
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君
よ
、
僕
を
本
当
の
名
で
呼
ぶ
者
よ

詩
人
は
大
衆
と
完
全
に
一
つ
に
な
る
こ
と
を
熱
望
し
ま
す
。

彼
は
記
し
ま
す
。

僕
の
名
を
知
っ
て
ほ
し
い

僕
は
君
た
ち
の
一
員
な
の
だ

『
心
の
女
』『
黄
金
の
小
舟
』『
絵
の
よ
う
な
女
』、
こ
れ
ら
一

連
の
詩
集
は
、
こ
の
精
神
の
所
産
で
す
。
彼
は
自
ら
の
気
持
ち

を
こ
う
表
現
し
ま
す
。

今
日
、
僕
の
心
は
何
と
開
け
放
た
れ
て
い
る
こ
と
か

世
界
は
こ
こ
に
や
っ
て
来
て
、
僕
の
心
を
抱
き
し
め
る

こ
こ
で
初
め
て
、
詩
人
は
、
同
朋
に
対
し
て
何
ら
か
の
責
任

が
あ
る
こ
と
を
覚
り
ま
す
。
彼
は
朗
々
と
呼
び
か
け
ま
す
。

詩
人
よ
、
来
た
れ
、
命
が
あ
る
の
な
ら

そ
れ
を
携
え
、
捧
げ
よ

今
日
の
こ
の
日
に
（
９
）

今
や
詩
人
は
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
鼓
動
を
感
じ
、
彼
ら
の
中

に
「
生
命
神
」
を
見
出
し
ま
す
。
舞
踊
劇
『
不
可
触
民
の
女
』、

詩
「
埃
の
中
の
寺
院
」
や
「
純
粋
」
そ
の
他
同
様
の
作
品
の
中

で
詩
人
が
喝
采
を
捧
げ
る
の
は
、
社
会
の
周
縁
に
追
い
や
ら
れ

労
苦
し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
で
す
。
彼
は
語
り
ま
す
。

誰
を
、
あ
な
た
た
ち
は
礼
拝
し
て
い
る
の
か
、
何
も
言
わ

ず
に

眼
を
開
け
て
見
た
ま
え

あ
な
た
た
ち
の
神
は
そ
こ
に
は
い
な
い

神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
農
夫
が
耕
す
大
地

神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
石
を
刻
み

拓
か
れ
て
い
く
道

…
…
…
…

ど
こ
で
あ
な
た
た
ち
は
自
由
を
得
る
の
か

主
御
自
ら
が
縁
を
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
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御
自
身
が
創
ら
れ
た
全
て
の
も
の
と

詩
人
は
社
会
機
構
を
非
難
し
、
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
た
人
々

へ
の
嫌
悪
を
誡
め
ま
す
。

「
お
ま
え
は
触
る
な
」
と
い
う
時

あ
な
た
が
嫌
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の
中
の
神

飢
饉
の
扉
で
、
造
物
主
は
怒
り
苦
し
む

な
す
べ
き
こ
と
は
、
食
べ
物
を
運
び
、
他
と
分
か
ち
合
う

こ
と

…
…
…
…

あ
な
た
が
突
き
落
と
し
た
も
の
が
、
あ
な
た
を
引
き
ず
り

下
ろ
す

あ
な
た
が
見
捨
て
た
も
の
が
、
あ
な
た
を
引
き
戻
す

詩
人
は
彼
の
主
に
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。
そ
れ
は
、
彼
が
卑
賤

な
人
々
と
と
も
に
い
る
と
い
う
運
命
に
対
し
て
で
す
。
彼
ら
は

支
配
階
層
か
ら
の
圧
迫
を
耐
え
忍
び
、
暗
が
り
の
中
で
顔
を
隠

し
、
す
す
り
泣
き
を
抑
え
て
い
る
の
で
す
。

普
通
の
人
々
と
の
一
体
感
、
抑
圧
さ
れ
隷
従
さ
せ
ら
れ
た
も

の
へ
の
同
情
、
こ
う
し
た
詩
人
の
感
情
が
向
か
う
先
は
、
人
間

社
会
の
も
う
一
面
、
す
な
わ
ち
女
性
で
し
た
。
心
の
底
か
ら
詩

人
は
強
く
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
女
性
の
人
格
と
潜
在

力
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
な
い
限
り
、
社
会
が
幼
年
期
を
脱
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
も
し
そ

う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
社
会
機
構
か
ら
調
和
は
見
失
わ
れ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
す
。
舞
踊
劇
『
チ
ッ
ト
ラ
ン
ゴ
ダ
』

や
戯
曲
『
赤
い
夾
竹
桃
』
で
は
、
永
遠
に
女
性
的
な
る
も
の
が

持
つ
力
・
精
神
・
断
固
た
る
態
度
な
ど
が
美
し
く
描
か
れ
て
い

ま
す
。「
サ
バ
ラ
」
と
い
う
詩
で
、
女
性
は
次
の
よ
う
に
問
い
か

け
ま
す
。

我
が
運
命
よ
、
ど
う
し
て
私
か
ら

女
性
の
権
利
を
奪
う
の

最
上
の
財

た
か
ら
を
敢
然
と
勝
ち
取
る
た
め
の
権
利
を

ベ
ン
ガ
ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
使
徒
と
し
て
、
タ
ゴ
ー
ル
は
神

よ
り
さ
ら
に
高
い
地
位
を
「
人
間
」
に
与
え
ま
し
た
。
彼
に
と
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っ
て
、「
人
間
」
は
造
物
主
の
創
造
者
な
の
で
す
。
彼
は
語
り
ま

す
。

私
の
思
い
に
染
め
ら
れ
て

エ
メ
ラ
ル
ド
は
緑
に
な
る

ル
ビ
ー
は
赤
く
な
る

私
が
目
を
開
け
て
空
に
向
か
え
ば

東
の
空
が
明
る
く
な
る
　
西
の
空
が
明
る
く
な
る

私
が
見
て
「
美
し
い
」
と
言
え
ば

薔
薇
は
美
し
く
な
る

「
人
間
」
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
賛
辞
が
あ
る
で
し
ょ
う

か
！
　
こ
れ
以
上
に
人
間
性
を
賛
美
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う
か
！

人
間
の
自
由
を
主
唱
し
た
彼
は
、
一
貫
し
て
平
和
の
探
求
者

で
し
た
。
彼
は
、
暴
力
が
人
間
の
魂
を
絶
息
さ
せ
る
こ
と
を
信

じ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
・
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
暴
政
・
抑
圧
が

あ
り
、
暴
力
が
振
る
わ
れ
、
人
間
が
搾
取
さ
れ
て
い
る
場
合
、

彼
は
ペ
ン
を
剣
と
し
て
振
る
い
、
激
烈
な
抗
議
を
行
っ
た
の
で

す
。
二
度
の
世
界
大
戦
で
示
さ
れ
た
非
人
間
的
な
獣
性
、
資
本

主
義
の
不
均
衡
な
発
展
が
も
た
ら
し
た
傲
慢
と
搾
取
、
ナ
チ
ス

と
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
る
侵
略
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
民
主
主
義

の
抑
圧
、
日
本
に
よ
る
「
満
洲
」
侵
略
、
こ
う
し
た
全
て
の
こ

と
が
、『
ギ
タ
ン
ジ
ャ
リ
』
の
作
者
の
静
謐
で
平
穏
な
心
を
か
き

乱
し
ま
す
。
愛
想
も
尽
き
果
て
た
と
ば
か
り
に
、
詩
人
は
嘆
息

し
て
い
ま
す
。

「
蛇
ど
も
の
吐
く
毒
気
が

あ
た
り
一
面
に
広
が
っ
て
い
る
」

非
常
に
繊
細
で
詩
的
な
手
段
を
使
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
彼

が
極
め
て
雄
弁
に
両
大
戦
中
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
敗
北
に
抗

し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
や
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
そ
の
他
の
闘
士
た
ち
と
「
世
界
平
和

憲
章
」
に
署
名
し
た
の
も
周
知
の
と
お
り
で
す
。

彼
は
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
機
械
文
明
に
反
対
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
自
然
な
環
境
を
破
壊
し
、
搾
取
的
な
資

本
主
義
の
基
盤
と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
文
明
の
全
面
的
危
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機
の
中
、
戯
曲
『
自
然
の
流
れ
』
や
『
赤
い
夾
竹
桃
』
で
は
、

彼
の
大
い
な
る
不
満
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
日
の
世
界
は
憎
悪
に
荒
れ
狂
っ
て
い
る

紛
争
は
残
酷
で
、
苦
悶
に
終
わ
り
は
な
い

道
は
曲
が
り
く
ね
り
、
貪
欲
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て

い
る

ジ
ャ
リ
ヤ
ー
ン
ワ
ー
ラ
ー
・
バ
ー
グ
で
の
英
国
の
蛮
行
に
抗

議
し
て
、
彼
は
「
ナ
イ
ト
」
の
爵
位
を
返
上
し
ま
し
た
。
帝
国

主
義
に
対
す
る
彼
の
抗
議
は
母
国
の
範
囲
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
植
民
地
主
義
の
圧
政
に
苦
し
む
ア
フ
リ
カ
に
向
け
て
、

彼
は
苦
悶
と
と
も
に
宣
言
し
ま
す
。

文
明
人
の
野
蛮
な
貪
欲
は
剥
き
出
し
に
し
た

恥
知
ら
ず
な
人
で
な
し
の
心
根
を
。

あ
な
た
た
ち
が
涙
し
て
も
、
そ
の
叫
び
は
か
き
消
さ
れ
る

森
の
小
道
は
ぬ
か
る
ん
で
い
く
、
涙
と
血
で

怒
り
の
あ
ま
り
、
詩
人
は
彼
の
主
に
問
い
か
け
ま
す
。

あ
な
た
の
空
気
を
汚
し

あ
な
た
の
光
を
遠
ざ
け
る

彼
ら
を
赦
し
愛
さ
れ
る
の
で
す
か
（
10
）

平
和
を
求
め
て
、
彼
は
最
後
に
は
仏
世
尊
に
慰
め
を
見
出
し

ま
す
。御

身
は
菩
提
樹
の
も
と
大
覚
を
成
就
さ
れ
た
ま
え

…
…
…
…

無
量
の
梵
音
も
て
宣
べ
し
め
た
ま
え

限
り
な
き
慈
愛
の
福
音
を
し
て
御
身
の
招
命
を
（
11
）

人
間
の
自
尊
心
を
奪
う
抑
圧
や
不
正
に
敢
然
と
抗
議
す
る
精

神
、
こ
れ
が
タ
ゴ
ー
ル
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
卓
越
し
た
次
元

を
加
え
て
い
ま
す
。

ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
は
、
紛
れ
も
な
く
、
詩
人
で
あ
り
哲
学

者
で
す
。
し
か
し
、
生
ま
れ
持
っ
て
の
人
間
愛
か
ら
、
彼
は
同
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時
に
イ
ン
ド
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
イ
ン
ド
人
で
あ
る
こ

と
に
誇
り
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

私
は
幸
せ
だ
、
こ
の
国
に
生
ま
れ
て

こ
の
国
を
愛
す
る
幸
運
を
持
て
て

自
然
に
対
し
て
彼
は
ロ
マ
ン
派
的
な
見
方
を
し
て
い
ま
し
た
。

生
命
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
神
秘
主
義
的
で
超
越
的
で
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
民
者
た
ち
が
も
た
ら
し
た
憎
悪
・
屈

辱
・
搾
取
な
ど
に
接
し
、
彼
の
愛
国
者
と
し
て
の
心
は
激
し
く

傷
つ
き
ま
し
た
。
彼
の
疲
れ
を
知
ら
ぬ
ペ
ン
か
ら
は
、
途
切
れ

る
こ
と
の
な
い
詩
歌
の
奔
流
が
溢
れ
ま
し
た
。
社
会
的
責
任
を

担
っ
て
、
タ
ゴ
ー
ル
は
ベ
ン
ガ
ル
地
方
の
政
治
活
動
に
関
与
し

ま
し
た
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
・
ジ
ー
（
12
）の
建
設
的
な
ス
ワ
デ
ー
シ
（
国

産
品
愛
用
）
運
動
を
支
持
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
詳

細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
私
が
言
っ
て
お
き
た
い

の
は
、
彼
に
と
っ
て
、
東
洋
世
界
の
生
命
は
先
細
り
す
る
小
川

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
優
美
で
柔

軟
で
慎
ま
し
や
か
で
す
。
今
も
イ
ン
ド
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ

る
「
生
命
の
流
れ
」
を
感
じ
る
た
め
に
は
、
イ
ン
ド
自
身
の
文

化
遺
産
と
伝
統
の
残
響
を
受
け
止
め
、
は
っ
き
り
さ
せ
、
再

興
・
再
組
織
・
再
活
性
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
イ
ン
ド
が
ど
う
な
る
か
。
詩
人
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま

す
。

心
は
恐
れ
な
く

頭
は
高
く
掲
げ

知
は
自
由
で
あ
る
と
こ
ろ

狭
小
な
国
境
の
壁
が

引
き
裂
い
て
は
い
な
い
場
所
（
13
）

し
か
し
、
こ
う
し
た
情
熱
的
な
イ
ン
ド
主
義
に
よ
っ
て
、
タ

ゴ
ー
ル
が
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
落
ち
込
む
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
生
ま
れ
か
ら
言
え
ば
イ
ン
ド
人
で
し
た

が
、
認
識
の
上
で
は
世
界
市
民
で
し
た
。
彼
の
目
標
は
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮
流
を
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
越
す
る
普
遍

主
義
へ
と
導
く
こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
魂
を

全
て
の
束
縛
と
卑
小
さ
か
ら
解
放
し
、
普
遍
的
な
愛
と
同
朋
意
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識
の
探
求
へ
と
超
越
さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
タ
ゴ
ー
ル
は
私

た
ち
に
イ
ン
ド
の
モ
ッ
ト
ー
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ

れ
は
「
多
様
性
の
中
の
統
一
」
で
す
。
タ
ゴ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
で
は
、
イ
ン
ド
は
世
界
人
類
の
巡
礼
地
で
あ
り
、
幾
世
紀
に

も
わ
た
る
多
様
な
差
異
の
只
中
で
そ
れ
を
総
合
し
統
一
し
て
い

る
の
で
す
。
彼
に
と
っ
て
イ
ン
ド
は
次
の
よ
う
な
場
所
で
す
。

ア
ー
リ
ヤ
人
、
非
ア
ー
リ
ア
人
、
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
人
、
中
国

人
サ
カ
族
、
フ
ン
族
、
パ
タ
ー
ン
人
、
モ
ン
ゴ
ル
人

み
な
が
溶
け
合
っ
て
一
体
に
な
る

今
や
西
洋
は
扉
を
開
き
、
贈
り
物
を
も
た
ら
し
た

全
て
は
手
渡
さ
れ
、
受
け
取
ら
れ
、
交
じ
り
合
う

値
打
ち
を
下
げ
る
も
の
は
誰
も
い
な
い
（
14
）

こ
の
こ
と
は
以
下
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
タ
ゴ
ー
ル
は

情
熱
的
な
探
求
を
続
け
、
イ
ン
ド
の
遺
産
を
通
じ
て
イ
ン
ド
を

再
発
見
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
イ
ン
ド
の
本
質
を
そ
の
根
底

に
あ
る
人
間
性
に
見
出
す
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

タ
ゴ
ー
ル
の
イ
ン
ド
観
全
体
が
、
彼
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲

学
を
国
際
主
義
の
静
謐
な
色
合
い
で
染
め
上
げ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
詩
人
は
「
人
間
」
へ
と
到
達
し
ま
す
。
こ

の
「
人
間
」
は
世
界
全
体
の
幸
福
の
た
め
に
平
和
・
調
和
・
真

理
を
探
求
し
つ
づ
け
る
の
で
す
。

現
在
の
世
界
は
、
偏
狭
な
宗
派
意
識
・
地
域
独
立
運
動
・
地

方
分
権
・
言
語
的
優
越
感
な
ど
に
よ
り
絶
え
ず
断
片
化
の
危
機

に
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
負
の
反
面
で
あ
る
貪
欲
な
消

費
志
向
に
踏
み
に
じ
ら
れ
、
平
和
は
力
を
失
っ
て
い
ま
す
。
無

計
画
な
技
術
使
用
が
積
極
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
調
和
は
不

断
の
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
、
こ
の
よ
う
な

場
所
で
こ
そ
、
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
は
、
そ
の
美
と
光
彩
に
よ
っ
て

我
々
を
慰
藉
し
、
唱
え
る
べ
き
聖
句
を
与
え
る
の
で
す
。

お
ろ
お
ろ
す
れ
ば

値
打
ち
を
さ
げ
る

取
り
越
し
苦
労
で

し
ょ
ん
ぼ
り
す
る
な
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苦
難
に
満
ち
た
人
生
の
旅
路
で
、
雷
雨
の
夜
に
も
灯
が
な
け

れ
ば
、
タ
ゴ
ー
ル
こ
そ
が
道
案
内
で
す
。
彼
の
詩
は
、
世
界
平

和
・
調
和
・
人
間
性
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
人
類
に

と
っ
て
の
永
遠
の
灯
台
な
の
で
す
。

※
訳
出
に
あ
た
っ
て
、
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
に
つ
い
て
は
、
気
づ
い
た

範
囲
で
可
能
な
か
ぎ
り
先
行
の
訳
業
を
参
照
し
、
大
い
に
裨
益

を
受
け
た
が
、
ム
カ
ジ
ー
氏
が
引
用
し
て
い
る
文
脈
と
合
わ
な

い
場
合
も
あ
り
、
最
終
的
に
は
訳
者
が
自
分
の
判
断
で
訳
出
し

た
（
訳
者
記
）。

注（
１
）
ベ
ン
ガ
ル
語
で
の
発
音
に
近
い
表
記
は
「
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・

タ
ク
ル
」
だ
が
、
以
下
で
は
、
一
般
的
な
「
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー

ト
・
タ
ゴ
ー
ル
」
と
い
う
表
記
を
使
用
す
る
。

（
２
）
デ
ベ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
（
一
八
一
七
〜
一
九
○
五
）
は
、
ブ
ラ
フ

マ
協
会
の
指
導
者
と
し
て
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
回
帰
に
も
と
づ

く
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
改
革
を
行
っ
た
。

（
３
）
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
別
名
。
ヴ
ェ
ー
ダ

ー
ン
タ
哲
学
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
「
梵
我
一
如
（
宇
宙
原

理
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
個
我
と
の
同
一
）」
の
教
説
を
中
心
と
し
て

体
系
化
さ
れ
た
哲
学
で
、
イ
ン
ド
伝
統
哲
学
の
主
流
を
占
め

る
。

（
４
）
バ
ク
テ
ィ
は
、
神
に
対
す
る
絶
対
的
な
帰
依
の
こ
と
。
特
に
ヴ

ィ
シ
ュ
ヌ
神
へ
の
信
仰
と
関
係
が
深
く
、
イ
ン
ド
の
宗
教
文
化

の
大
き
な
流
れ
を
形
作
っ
て
い
る
。

（
５
）
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
の
神
秘
主
義
の
実
践
者
。
イ
ン
ド
で
は
イ
ス

ラ
ー
ム
侵
攻
以
来
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
（
ス
ー
フ
ィ
ー
の
神
秘
主

義
）
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
接
近
・
融
合
が
起
っ
た
。

（
６
）
タ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
確
立
し
た
「
滝
の
目
覚
め
」（
一
八
八
二

年
）
の
こ
と
。

（
７
）
英
語
版
『
ギ
タ
ン
ジ
ャ
リ
』
第
一
詩
。
森
本
達
雄
訳
、『
タ
ゴ

ー
ル
著
作
集
』
第
一
巻
（
一
九
八
一
年
、
第
三
文
明
社
）
七
頁

参
照
。

（
８
）
森
本
達
雄
訳
「
限
り
な
き
も
の
よ
、
お
ん
み
は
…
…
」。『
タ
ゴ

ー
ル
著
作
集
』
第
一
巻
（
一
九
八
一
年
、
第
三
文
明
社
）
五
七

七
頁
参
照
。

（
９
）
詩
集
『
絵
の
よ
う
な
女
』（
一
八
九
六
年
）
所
収
「
い
ま
、
わ

れ
に
帰
れ
」。
森
本
達
雄
「
タ
ゴ
ー
ル
と
十
九
世
紀
ベ
ン
ガ
ル

の
民
族
覚
醒
」、『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
別
巻
「
タ
ゴ
ー
ル
研
究
」

（
一
九
九
三
年
、
第
三
文
明
社
）
一
三
三
頁
参
照
。

（
10
）
高
良
留
美
子
訳
「
質
問
」。『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
二
巻
（
一

九
八
四
年
、
第
三
文
明
社
）
一
五
六
頁
参
照
。

（
11
）
高
良
留
美
子
訳
「
ブ
ッ
ダ
に
」。『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
二
巻

（
一
九
八
四
年
、
第
三
文
明
社
）
一
五
八
〜
一
五
九
頁
参
照
。

（
12
）「
ジ
ー
」
は
親
し
み
を
こ
め
た
敬
称
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
し
ば
し

ば
ガ
ン
デ
ィ
ー
・
ジ
ー
と
称
さ
れ
る
。

（
13
）
英
語
版
『
ギ
タ
ン
ジ
ャ
リ
』
第
三
五
詩
。『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
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第
一
巻
（
一
九
八
一
年
、
第
三
文
明
社
）
三
一
頁
参
照
。

（
14
）
ベ
ン
ガ
ル
語
版
『
ギ
タ
ン
ジ
ャ
リ
（
ギ
タ
ン
ジ
ョ
リ
）』
第
一

○
六
詩
。
渡
辺
照
宏
訳
『
タ
ゴ
ー
ル
詩
集
』（
一
九
七
七
年
、

岩
波
文
庫
）
一
五
六
頁
。
な
お
、
ア
ロ
テ
ィ
・
ム
コ
パ
ッ
ダ
エ

（
我
妻
絅
子
訳
）「
タ
ゴ
ー
ル
と
仏
教
」、『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』

別
巻
「
タ
ゴ
ー
ル
研
究
」（
一
九
九
三
年
、
第
三
文
明
社
）
一

五
六
頁
参
照
。

（
バ
ラ
テ
ィ
・
ム
カ
ジ
ー
／
ラ
ビ
ン
ド
ラ
・
バ
ラ
テ
ィ
大
学

前
副
総
長
）

（
訳
・
ま
え
が
わ
　
け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）
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