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愛
国
心
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

　
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
（
－
邑
ま
｝
邑
亘
は
、
「
我
々
の
生
き
て
ゐ
る
世

界
の
支
配
的
な
問
題
を
理
解
し
な
い
限
り
、
我
々
自
身
の
も
の
の
見
方
や
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

は
、
我
々
に
と
つ
て
、
漢
た
る
も
の
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
高
い
」
と
い
ふ
注

目
す
べ
き
言
葉
を
発
し
て
ゐ
る
。
「
支
配
的
な
問
題
」
の
一
つ
と
し
て
、
バ
ー

リ
ン
が
自
由
の
問
題
を
思
ひ
浮
べ
て
ゐ
る
の
は
明
白
で
、
自
由
の
問
題
は
、
愛

国
心
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
関
連
を
有
す
る
と
い
ふ
点
で
見
逃
し
得
な
い

重
要
性
を
帯
び
る
。
そ
し
て
、
自
由
や
愛
国
心
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
関

し
て
、
理
解
の
仕
方
に
適
切
さ
が
欠
け
て
ゐ
る
限
り
、
我
々
の
も
の
の
見
方
や

行
動
は
、
我
々
自
身
に
と
っ
て
漠
た
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
ず
、
我
々

は
と
ど
の
つ
ま
り
、
批
判
を
経
て
ゐ
な
い
過
激
な
政
治
的
信
条
や
教
義
、
と
り

わ
け
反
愛
国
心
的
信
条
や
教
義
の
と
り
こ
に
容
易
に
な
る
だ
ら
う
。

　
本
論
は
、
自
由
の
問
題
を
、
愛
国
心
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
結
び
付
け

て
考
察
し
、
一
般
に
知
識
人
が
白
由
や
愛
国
心
に
対
し
て
取
る
態
度
が
、
知
識

人
の
権
力
欲
と
深
い
関
係
を
有
す
る
と
い
ふ
事
を
取
り
上
げ
る
。
次
に
、
権
力

欲
が
過
激
な
政
治
的
信
条
と
無
関
係
で
な
い
事
に
触
れ
つ
つ
、
限
界
の
超
出
を

特
徴
と
す
る
過
激
主
義
を
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
（
Ω
8
『
鷺
O
；
①
ε

に
倣
つ
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼
び
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
破
壊
性

と
攻
撃
性
の
発
揮
に
明
け
暮
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
限
界
規
定
を
特
徴
と
す

る
愛
国
心
が
白
由
と
創
造
的
精
神
と
に
通
じ
て
ゐ
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
先
づ
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
愛
国
心
論
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
論
に
触
れ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
国
心
と
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
或
る
特
殊

と
し
て
の
土
地
、
或
る
特
殊
と
し
て
の
生
き
方
へ
の
献
身
の
事
で
あ
る
。
愛
国

心
を
抱
く
者
は
、
そ
の
や
う
な
土
地
や
そ
の
や
う
な
生
き
方
を
世
界
で
最
良
の



も
の
と
信
じ
て
ゐ
は
し
て
も
、
さ
う
い
ふ
見
方
を
他
国
民
に
押
し
付
け
よ
う
と

は
し
な
い
。
「
愛
国
心
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
軍
事
的
に
も
文
化
的
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
王
」

防
衛
的
な
も
の
で
あ
る
」
。
己
れ
の
属
す
る
特
殊
と
し
て
の
土
地
、
己
れ
の
信

ず
る
特
殊
と
し
て
の
生
き
方
を
最
良
の
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
事
は
、
そ
の
土

地
や
そ
の
生
き
方
の
課
す
る
限
界
を
超
え
な
い
と
い
ふ
事
を
必
然
的
に
含
意

し
、
そ
れ
は
い
は
ば
重
心
が
、
そ
の
土
地
や
そ
の
生
き
方
に
置
か
れ
る
と
い
ふ

事
を
意
味
せ
ず
に
は
お
か
な
く
な
る
。
こ
の
や
う
に
限
界
規
定
が
行
は
れ
、
重

心
の
置
き
方
が
決
定
さ
れ
る
場
合
、
自
己
肯
定
や
自
己
成
就
が
至
高
の
目
標
と

な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
自
身
に
固
有
の
も
の
し
か
欲
し
な
い
、
つ

ま
り
他
者
に
属
す
る
も
の
は
、
土
地
で
あ
れ
、
物
で
あ
れ
、
も
の
の
見
方
で
あ

れ
、
思
想
で
あ
れ
、
文
化
で
あ
れ
、
こ
れ
を
獲
得
・
所
有
し
よ
う
と
欲
し
な
い

し
、
白
分
流
の
も
の
、
自
分
に
固
有
の
も
の
は
何
で
あ
れ
、
こ
れ
を
力
強
く
肯

定
し
て
も
他
者
に
押
し
付
け
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
ふ
の
が
、
愛
国
心
の
際
立

つ
た
表
徴
と
な
る
。
愛
国
心
は
、
あ
く
ま
で
も
防
衛
的
な
も
の
で
あ
り
、
抑
圧

性
や
侵
略
性
と
は
無
縁
で
あ
る
。

　
次
に
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
だ
が
、
愛
国
心
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
混

同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
言
ふ
時
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
独
自
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

観
の
提
示
を
義
務
と
心
得
て
ゐ
る
。
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
権
力
欲
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
一
貫
し
た
目
的
は
、
自
分

自
身
の
た
め
に
で
は
な
く
、
自
ら
の
個
別
性
を
そ
こ
に
埋
め
込
む
べ
く
選
び
取

つ
た
民
族
や
そ
の
他
の
集
団
の
た
め
に
一
層
大
き
な
権
力
と
威
信
と
を
確
保
す

　
　
　
　
一
ヨ
」

る
事
で
あ
る
」
と
オ
ー
ウ
エ
ル
は
断
言
し
て
ゐ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
見
方
に
よ

れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
の
第
一
の
特
徴
は
、
自
分
白
身
の
内

部
に
、
個
と
し
て
の
自
分
を
保
障
す
る
も
の
、
つ
ま
り
重
心
を
置
か
な
い
と
い

ふ
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
白
分
自
身
の
た
め
に
で
は
な
く
」
と
い
ふ
一
句
に

よ
つ
て
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
生
言
ふ
べ
き
で
、
か
う
い
ふ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」

の
権
力
欲
は
、
白
分
が
そ
の
中
に
重
心
を
置
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
民
族
や
そ
の

他
の
単
位
を
利
す
る
や
う
に
権
力
や
威
力
を
獲
得
し
よ
う
と
孜
々
と
し
て
奮
闘

す
る
と
い
ふ
形
で
発
揮
さ
れ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
か
う
い
ふ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
」
は
、
知
識
人
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
い
ふ
事
で
、
知
識
人
の
権
力
欲

は
、
自
己
内
部
に
重
心
を
置
く
事
を
せ
ず
、
寧
ろ
自
己
の
外
の
民
族
、
国

（
往
々
に
し
て
白
民
族
、
自
国
以
外
の
民
族
、
国
）
や
そ
の
他
の
集
団
（
組
織
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と

に
重
心
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
生
ず
る
空
ろ
な
自
己
と
、
外
な
る
民
族

や
国
や
組
織
と
を
連
続
さ
せ
、
そ
の
民
族
や
国
や
組
織
の
威
力
や
権
力
を
己
れ

の
威
力
や
権
力
と
し
、
自
己
の
肥
大
化
を
図
る
の
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
や
う

に
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
ふ
語
の
使
ひ
方
が
独
特
で
あ
る
事
に
関
し
て
、

オ
ー
ウ
ェ
ル
は
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
私
の
用
ゐ
る
こ
の
語
の
拡
大
さ
れ
た
意
味
に
お

い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
、
政
治
主
義
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
、

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
ト
ロ
ツ
キ
ズ
ム
、
平
和
主
義
の
や
う
な
運
動
が
含
ま
れ

る
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
或
る
政
府
や
或
る
国
へ
の
忠
誠
を
意
味
す
る
と
は

限
ら
な
い
、
ま
し
て
自
分
自
身
の
国
へ
の
忠
誠
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
そ
し
て
忠
誠
が
捧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
当
の
集
団
が
現
実
に
存
在
す
る
事

は
、
厳
密
に
は
、
要
事
で
さ
へ
な
い
。
二
、
三
明
白
な
例
を
挙
げ
る
と
、
ユ

ダ
ヤ
民
族
、
イ
ス
ラ
ム
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
白
人
種
な
ど
で
、
そ
れ
ら



知識人と権力崇拝

は
み
な
狂
熱
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
実

在
す
る
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
と
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
ど
れ
か

一
つ
に
関
し
て
、
普
遍
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
定
義
な
ど
存
在
し
な
い
の
で

　
＾
4
〕

あ
る
。

　
白
己
白
身
に
で
は
な
く
、
白
己
の
外
の
或
る
集
団
に
重
心
が
置
か
れ
、
そ
の

上
、
重
心
の
置
か
れ
て
ゐ
る
当
の
も
の
の
実
在
が
疑
問
視
さ
れ
得
る
と
な
る

と
、
限
界
超
出
は
病
的
な
程
度
に
ま
で
達
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
限
界
超
出
を
白
由
や
権
力
崇
拝
と
結
び
付
け
て
論
ず
る
の
は
、
意
味
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

　
我
々
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
説
く
と
こ
ろ
を
土
台
に
し
て
、
重
心
を
白
己
内
部

に
置
い
て
、
白
分
自
身
の
国
に
愛
情
や
忠
誠
が
捧
げ
ら
れ
る
時
に
生
じ
る
の
は

愛
国
心
で
あ
る
、
と
述
べ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
場
合
、
白
己
自
身
に
重
心

が
置
か
れ
る
事
に
よ
つ
て
空
ろ
さ
を
免
れ
た
白
己
は
、
白
民
族
や
白
国
と
矛
盾

し
な
い
関
係
に
あ
る
、
と
一
言
へ
る
。
一
方
、
重
心
が
白
己
白
身
に
置
か
れ
ず
、

専
ら
外
な
る
民
族
や
国
や
そ
の
他
の
単
位
に
置
か
れ
る
時
に
生
じ
る
の
は
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て

一
番
問
題
と
な
る
の
は
、
白
己
白
身
に
重
心
が
置
か
れ
な
い
と
い
ふ
事
で
あ

る
。
こ
の
一
点
に
よ
つ
て
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
お
ぞ
ま
し
い
特
徴
が
露

に
な
る
と
考
へ
る
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
次
の
や
う
に
言
ふ
。
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」

は
、
「
専
ら
、
或
い
は
主
と
し
て
、
威
信
の
競
ひ
合
ひ
の
観
点
か
ら
物
事
を
考

　
　
　
　
　
　
＾
5
一

へ
る
人
間
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
威
信
の
競
ひ

合
ひ
に
寧
日
も
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
、
「
そ
の
思
考
は
、
つ
ね
に
、

勝
利
、
敗
北
、
屈
辱
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
る
」
。
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」

は
、
自
己
自
身
に
重
心
を
置
き
得
な
い
か
ら
、
焦
燥
感
を
免
れ
な
い
。
白
己
白

身
に
重
心
が
置
か
れ
て
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
、
日
々
を
十
全
に
生
き
る
事
の
一
結
果

と
し
て
、
或
る
時
点
で
ふ
と
競
ひ
合
ひ
に
勝
つ
て
ゐ
る
事
に
気
づ
く
と
い
ふ
や

う
な
、
ま
つ
た
う
な
生
き
方
が
可
能
と
な
る
の
だ
が
、
さ
う
い
ふ
生
き
方
と
全

く
無
縁
な
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
は
終
始
、
競
ひ
合
ひ
に
囚
は
れ
、
虎
の
威
を

借
る
底
の
肥
大
化
し
た
空
ろ
な
白
己
を
、
権
力
欲
の
亡
者
と
し
て
示
さ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
白
己
自
身
に
重
心
の
置
か
れ
て
ゐ
な
い

状
態
を
「
自
己
欺
臓
」
と
解
し
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
実
際
オ
ー
ウ
ェ
ル
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
伍
］

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
白
己
欺
嚇
に
よ
つ
て
補
強
さ
れ
た
権
力
欲
で
あ
る
」
と

言
ふ
時
の
「
自
己
歎
嚇
」
を
そ
の
や
う
に
解
す
る
の
は
、
不
適
切
で
は
な
い
と

思
ふ
。
自
己
欺
嚇
と
は
白
己
自
身
に
対
し
て
不
誠
実
で
あ
る
、
と
い
ふ
事
で
も

あ
る
が
、
こ
の
種
の
不
誠
実
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
市
井
の
名
も
無
き

庶
民
よ
り
も
知
識
階
級
に
は
る
か
に
広
範
囲
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に

オ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
「
知
識
階
級
の
間
で
支
配
的
な
形
態
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
一

ム
が
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
は
、
殆
ど
一
一
一
日
を
ま
た
な
い
」
の
で
あ
り
、
こ
の

種
の
知
識
人
が
「
白
国
に
対
し
て
愛
着
を
覚
え
る
の
は
異
常
な
事
と
な
つ
て
ゐ

一
B
一る

」
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
種
の
知
識
人
が
「
真
に
国
際
的
な
も
の

の
見
方
」
を
身
に
つ
け
る
の
も
不
可
能
と
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
だ
。

　
既
記
の
通
り
、
重
心
が
白
己
内
部
に
置
か
れ
な
い
事
と
知
的
に
不
誠
実
で
あ

る
事
と
は
、
同
一
事
で
あ
り
、
重
心
が
白
己
内
部
に
置
か
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ

そ
の
事
ゆ
ゑ
に
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
の
諸
性
質
、
諸
傾
向
の
歪
み
が
避
け
難

い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
の
行
ふ
軍
事
的



政
治
的
予
測
は
、
自
分
が
重
心
を
置
い
て
ゐ
る
国
（
外
国
）
や
単
位
（
組
織
）

や
主
義
が
最
終
的
に
勝
利
を
収
め
る
と
い
ふ
予
測
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

更
に
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
は
、
次
の
や
う
な
事
、
即
ち
重
心
が
自

己
内
部
に
先
づ
置
か
れ
、
そ
れ
と
両
立
す
る
形
で
白
国
内
に
も
置
か
れ
る
と
い

ふ
事
は
決
し
て
生
じ
な
い
か
ら
、
例
へ
ば
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
の
発
す
る
軍

事
力
の
行
吏
絶
対
反
対
の
声
は
、
軍
事
力
の
行
使
そ
れ
白
体
に
向
け
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
自
国
の
、
そ
し
て
自
国
と
価
値
を
共
有
す
る
国
の
軍
事
力
行
使
に

の
み
向
け
ら
れ
る
と
い
ふ
事
に
な
り
、
得
て
し
て
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
が

民
主
主
義
を
憎
悪
し
、
全
体
主
義
を
讃
美
す
る
と
い
ふ
事
態
が
発
生
す
る
。
序

で
に
言
へ
ば
、
自
分
が
重
心
を
置
い
て
ゐ
る
集
団
や
主
義
に
合
致
し
な
い
傾
向

を
有
す
る
文
学
作
品
を
評
価
の
対
象
に
す
る
時
な
ど
、
「
文
学
的
観
点
か
ら
し

て
悪
し
き
書
物
で
あ
る
」
な
ど
と
弾
劾
し
、
知
的
誠
実
を
貫
い
た
つ
も
り
に
な

る
と
い
ふ
事
も
容
易
に
起
り
得
る
。

　
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
知
識
人
が
大
抵
の
場
合
、
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
名
も
無
き
庶
民
は
愛
国
者
で
あ
る
の
だ
が
、

オ
ー
ウ
ェ
ル
が
力
を
込
め
て
語
る
の
は
、
「
愛
国
心
の
圧
倒
的
な
力
を
理
解
し

な
け
れ
ば
、
現
代
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
理
解
す
る
事
は
出
来
な
い
」
と
い
ふ

事
で
あ
る
。
す
る
と
、
愛
国
心
を
病
原
菌
の
や
う
に
忌
避
す
る
知
識
人
（
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
）
は
、
現
代
世
界
の
理
解
に
、
確
実
に
失
敗
す
る
と
い
ふ
事

に
な
る
。
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
は
、
単
に
未
来
予
測
に
失
敗
す
る
だ
け
で
な

い
、
真
に
国
際
的
な
も
の
の
見
方
を
身
に
つ
け
る
事
に
も
失
敗
す
る
と
い
ふ
事

に
な
る
の
だ
。

　
な
る
ほ
ど
、
理
性
に
基
づ
い
て
な
ど
ゐ
ず
、
殆
ど
無
意
識
の
う
ち
に
抱
か
れ

る
愛
国
心
の
生
み
落
す
も
の
は
、
「
幻
想
」
と
呼
ば
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
白
己
内
部
や
自
国
に
重
心
が
置
か
れ
る
と
い
ふ
の
が
、
愛
国
心
の
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
一

の
特
徴
で
あ
る
限
り
、
こ
の
種
の
幻
想
は
、
「
頗
る
強
力
な
幻
想
」
（
亮
｛

君
峯
①
き
＝
冒
色
o
冨
一
で
あ
る
よ
り
他
は
な
い
、
そ
し
て
さ
う
い
ふ
い
は
ば
根

源
的
な
幻
想
な
し
で
は
、
先
回
り
し
て
言
つ
て
お
く
と
、
創
造
的
精
神
も
発
揮

さ
れ
や
う
が
な
い
。

　
こ
こ
で
、
重
心
に
代
置
さ
れ
得
る
く
特
殊
V
と
い
ふ
語
を
使
つ
て
説
明
す
る

と
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
「
愛
国
心
は
、
通
常
、
階
級
問
の
敵
対
意
識
よ
り
も
強
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

し
、
い
か
な
る
種
類
の
国
際
主
義
よ
り
も
常
に
強
力
で
あ
る
」
と
言
ふ
時
の
愛

国
心
は
、
〈
特
殊
〉
の
刻
印
を
捺
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
愛
国
心
が
、
〈
特
殊
〉
か

ら
絶
縁
し
、
一
種
の
普
遍
主
義
と
化
す
る
時
、
ロ
マ
ン
主
義
の
場
合
と
同
様

に
、
病
的
で
破
壊
的
な
性
質
を
帯
び
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
見
分
け
の
つ

か
ぬ
も
の
と
な
る
。
別
一
一
一
一
口
す
る
と
、
ロ
マ
ン
主
義
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
〈
特

殊
〉
か
ら
絶
縁
し
な
い
限
り
、
愛
国
心
に
限
り
な
く
近
接
す
る
の
で
あ
り
、

〈
特
殊
〉
か
ら
離
反
し
な
い
ロ
マ
ン
主
義
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
言
ふ
愛
国
心
に

ど
れ
ほ
ど
相
似
し
た
も
の
に
な
る
か
に
関
し
て
は
、
ト
マ
ス
・
マ
ン

（
↓
ぎ
昌
麸
…
串
昌
）
の
所
論
が
大
い
に
参
考
に
な
る
。
マ
ン
は
、
〈
特
殊
〉
を

刻
印
さ
れ
て
ゐ
た
頃
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
を
取
り
上
げ
て
、
「
魂
の
古
代

性
」
と
い
ふ
句
を
用
ゐ
、
「
あ
ら
ゆ
る
美
辞
麗
句
を
並
べ
た
て
る
道
学
者
ぶ
り

や
理
想
主
義
的
世
界
美
化
の
言
辞
を
極
度
に
軽
蔑
す
る
、
誠
実
さ
の
ペ
シ
ミ
ズ

一
1
1
一ム

」
と
呼
び
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
ゐ
る
。
「
誠
実
さ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」

は
言
ひ
得
て
妙
で
あ
る
。
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
限
界
画
定
を
本
質
と
し
て
ゐ
る
の
で

あ
り
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
他
な
ら
ぬ
ロ
マ
ン
主
義
に
は
誠
実
さ
が
宿
つ
て
ゐ
る
、



知識人と権力崇拝

と
マ
ン
は
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
が
、
愛
国
心
で
あ
る
事
を
妨

げ
る
も
の
は
何
も
な
い
。

　
〈
特
殊
〉
か
ら
離
れ
る
事
を
し
な
い
ロ
マ
ン
主
義
は
、
「
本
質
的
に
沈
潜
で
あ

り
、
一
中
壁
現
実
に
存
在
し
た
一
切
の
も
の
を
、
そ
の
固
有
の
権
利
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
一

て
、
そ
の
地
方
色
や
雰
囲
気
も
ろ
と
も
に
、
現
実
主
義
的
に
承
認
す
る
感
覚
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
プ
テ
f
ミ
ズ
ム

で
あ
る
。
こ
こ
で
言
ふ
ロ
マ
ン
主
義
は
、
限
界
超
出
を
含
意
す
る
楽
観
論
と
呼

ば
れ
た
権
力
欲
や
権
力
組
織
や
冷
静
な
有
能
さ
と
は
無
縁
の
ロ
マ
ン
主
義
で
あ

る
。
こ
の
種
の
い
は
ば
消
極
的
ロ
マ
ン
主
義
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
一
①
o
葦
一
＆
＜
冒

匡
①
a
雪
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
母
胎
で
あ
り
、
そ
れ
は
バ
ー
リ
ン
が
肯
定

的
に
取
り
上
げ
る
時
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
重
な
り
、
愛
国
心
に
限
り
な
く
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
消
極
的
ロ
マ
ン
主
義
は
「
病
気
に
対
し
て
特
殊
な
関
係
」

を
結
び
「
病
気
が
認
識
に
対
し
て
持
つ
価
値
を
限
り
な
く
称
揚
し
」
さ
へ
す
る

が
、
そ
の
場
合
で
も
、
実
り
豊
か
で
あ
り
、
破
壊
的
で
不
毛
な
権
力
欲
や
権
力

崇
拝
に
堕
す
る
事
は
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
は
ビ
ス
マ
ル
ク
主
義

と
一
体
化
し
、
い
は
ば
積
極
的
ロ
マ
ン
主
義
と
な
る
。

　
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
は
破
壊
性
と
侵
略
性
を
発
揮
す
る
に
至
る
の
だ
。
マ

ン
は
か
う
洞
察
し
て
ゐ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
勝
利
を
祝
つ
た
あ
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
仙
一

想
主
義
な
い
し
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
」
、
ビ
ス
マ
ル
ク
（
O
碁
雲
ω
昌
彗
鼻
一
に
体

現
さ
れ
て
ゐ
た
「
理
想
主
義
」
や
「
現
実
主
義
」
や
「
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
」
と

結
合
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
帝
国
、
即
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
導
権
へ
の
志
向
を

持
つ
た
純
然
た
る
権
力
組
織
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
性
を
備
へ
、
あ
ら
ゆ
る

冷
静
な
有
能
性
を
具
備
し
て
ゐ
た
」
帝
国
と
一
体
化
す
る
事
に
よ
つ
て
、
ロ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
一

ン
主
義
は
、
「
高
度
に
技
術
化
さ
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
」
と
化
す
る
が
、
そ
の
時
、

ロ
マ
ン
主
義
は
頗
る
危
険
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
た
、
と
。
マ
ン
は
、
か
う
い
ふ

洞
察
に
基
づ
い
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
主
義
と
、
そ
れ
と
一
体
化
し
た
ロ
マ
ン
主
義

と
に
つ
い
て
、
引
用
に
値
す
る
次
の
や
う
な
含
蓄
の
多
い
発
一
一
一
一
口
を
行
つ
て
ゐ

る
。
含
蓄
が
多
い
と
言
ふ
の
は
、
一
つ
に
は
限
界
規
定
能
力
を
失
ひ
、
消
極
的

で
あ
る
事
を
止
め
、
楽
観
論
の
と
り
こ
に
な
つ
た
時
の
ロ
マ
ン
主
義
と
「
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
酷
似
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
、
そ
し
て
両
者
の
辿
る
運
命
も

似
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ビ
ス
マ
ル
ク
主
義
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
、
文
明
に
対
す
る
ド
イ

ツ
の
勝
利
と
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
が
現
実
主
義
的
権
力
政
治
的
姿
を
と
つ
て

現
は
れ
、
一
見
こ
の
上
な
く
邊
し
い
健
康
に
輝
く
か
に
見
え
る
ド
イ
ツ
の
権

力
国
家
を
建
設
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
ロ
マ
ン
主
義
は
確
か
に
世
界
を
驚
嘆

さ
せ
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
し
か
し
ま
た
世
界
を
困
惑
さ
せ
、
が

つ
か
り
さ
せ
も
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
天
才
ビ
ス
マ
ル
ク
白
身
が
も
は
や
こ

の
帝
国
を
統
率
し
な
く
な
る
や
い
な
や
、
世
界
を
絶
え
ざ
る
不
安
な
状
態
に

お
と
し
い
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
上
、
こ
の
統
一
さ
れ
た
国
家
権
力
は
、
ひ
と
つ
の
文
化
的
幻
滅
で
あ

り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
世
界
の
教
師
で
あ
つ
た
ド
イ
ツ
か
ら
、
精
神
的
に
偉

大
な
も
の
は
も
は
や
生
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ド
イ
ツ
は
、
今
は
も
は
や
た

だ
強
い
だ
け
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
強
さ
の
中
に
、

あ
ら
ゆ
る
組
織
化
さ
れ
た
有
能
な
実
カ
の
背
後
で
、
ロ
マ
ン
派
的
な
病
菌
と

死
の
萌
芽
が
生
き
続
け
、
作
用
し
続
け
て
ゐ
た
の
で
す
。
一
中
堕
そ
し
て
、



哀
れ
む
べ
き
大
衆
的
水
準
に
ま
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
や
う
な
男
の
水
準
に
ま
で

堕
落
し
て
、
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
は
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
蛮
行
と
な
り
、
傲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孟
一

慢
さ
と
犯
罪
と
の
陶
酔
、
痙
撃
と
な
つ
て
爆
発
し
ま
し
た
。

　
「
文
明
に
対
す
る
勝
利
」
を
収
め
、
「
文
化
的
幻
滅
」
で
あ
る
よ
り
他
は
な
い

「
権
力
国
家
」
、
た
だ
強
さ
と
有
能
さ
だ
け
に
物
を
言
は
せ
よ
う
と
す
る
「
権
力

国
家
」
は
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
発
散
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
「
一
見
こ
の
上
な
く

邊
し
い
健
康
に
輝
く
か
に
見
え
る
」
。
し
か
し
そ
の
時
、
〈
特
殊
〉
に
よ
る
隈
界

規
定
を
完
全
に
忘
失
し
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
病
菌
と
死
の
萌
芽
を
蔵
す
る
に
至
つ
た

ロ
マ
ン
主
義
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
見
分
け
の
つ
か
な
い
も
の
と
な
つ
て

ゐ
る
。
「
現
実
主
義
」
を
標
樗
し
つ
つ
、
権
カ
欲
の
権
化
の
如
き
も
の
と
な
つ

た
ロ
マ
ン
主
義
は
、
「
世
界
を
困
惑
さ
せ
、
が
つ
か
り
さ
せ
」
「
世
界
を
絶
え
ざ

る
不
安
の
状
態
に
お
と
し
い
れ
」
、
挙
句
の
果
て
に
「
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
蛮
行
」

に
走
り
、
「
傲
慢
さ
と
犯
罪
と
の
陶
酔
、
痙
撃
と
な
つ
て
爆
発
」
す
る
。

ニ
　
ト
マ
ス
・
マ
ン
の
白
由
論

　
バ
ー
リ
ン
が
「
二
つ
の
自
由
概
念
」
（
安
o
o
o
9
8
↓
ω
o
｛
－
亭
雪
々
）
と
題

す
る
論
文
で
行
つ
て
ゐ
る
「
『
消
極
的
」
自
由
」
と
「
『
積
極
的
」
自
由
」
の
区

別
は
、
愛
国
心
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
区
別
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
、
白
由
論
を
、
愛
国
心
（
及
び
〈
特
殊
〉
に
よ
る
限
界
規
定
を
特
徴
と
す

る
本
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
一
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
の
連
関
で
取
り
上

げ
る
の
は
、
頗
る
意
味
の
あ
る
事
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
言
ふ
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
に
堕
ち
な
い
前
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
消
極
的
」
自
由
と
が
両
立

す
る
の
と
対
照
的
に
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
積
極
的
」
自
由
と
は
矛
盾

し
な
い
、
と
先
づ
述
べ
て
お
か
う
（
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し

て
受
け
取
る
の
が
不
適
切
で
あ
る
や
う
に
、
「
消
極
的
」
も
、
頭
か
ら
忌
避
す

べ
き
も
の
と
し
て
受
け
取
る
の
は
、
不
適
切
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
限
界
規
定
を

本
質
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
観
点
か
ら
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア

ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
」
で
主
要
人
物
の
一
人
リ
ョ
i
ヴ
ィ
ン
が
内
心
に
「
白
分

の
行
動
は
た
だ
消
極
的
な
意
味
で
の
み
正
し
い
」
「
た
だ
消
極
的
に
し
か
、
正

　
　
　
　
　
　
　
　
一
π
一

し
い
行
動
は
で
き
な
い
」
と
眩
く
時
の
「
消
極
的
」
に
は
、
肯
定
的
な
響
き
が

あ
る
と
言
へ
る
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
マ
ン
の
自
由
論
に

ち
よ
つ
と
触
れ
て
お
く
事
に
し
よ
う
。
バ
ー
リ
ン
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
源
を
有
す

る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
を
論
ず
る
際
に
着
目
し
て
ゐ
る
ド
イ
ツ
人
の
「
内
面

性
」
（
－
…
雪
冒
寿
①
ε
は
、
マ
ン
の
着
目
す
る
と
こ
ろ
と
も
な
つ
て
ゐ
る
。

「
内
面
性
」
は
「
攻
撃
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
汚
さ
れ
て
ゐ
な
い
愛
国
心
」

を
抱
く
ド
イ
ツ
人
が
拠
り
所
と
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
マ
ン

は
、
こ
の
「
内
面
性
」
の
変
質
に
注
意
の
目
を
向
け
て
、
白
由
論
を
展
開
す
る

の
で
あ
る
。

　
そ
の
「
内
面
性
」
の
変
質
に
関
し
て
、
そ
れ
は
思
弁
的
要
素
に
毒
さ
れ
た
高

慢
な
意
識
を
特
徴
に
す
る
や
う
に
な
つ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
点
が
と
り
わ
け
我
々

の
注
意
を
惹
く
。
我
々
は
、
思
弁
的
要
素
の
中
に
は
、
理
性
を
基
礎
と
す
る
合

理
主
義
や
客
観
性
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
解
す
る
の
だ
が
、
こ
の
「
変
質
」
に
お

い
て
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
内
面
か
ら
白
由
が
失
は
れ
る
と
い
ふ
そ
の
事
で
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あ
る
。
「
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
」
的
な
も
の
に
よ
つ
て
、
内
面
が
変
質
さ
せ
ら
れ
る

と
、
婆
言
す
る
と
内
面
の
近
代
化
が
行
は
れ
る
と
、
「
内
部
に
お
い
て
白
由
で

な
く
、
白
己
白
身
に
責
任
の
持
て
な
い
」
状
態
が
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
内
面

に
お
け
る
こ
の
や
う
な
不
白
由
な
状
態
は
、
外
面
的
に
自
由
を
「
積
極
的
に
」

掲
げ
る
事
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
つ
も
も
つ
ぱ
ら
外
部
に
向
け
ら
れ
る

白
由
概
念
、
他
者
に
対
し
て
非
難
・
攻
撃
を
行
ふ
の
に
う
つ
て
つ
け
の
武
器
と

し
て
使
用
さ
れ
る
白
由
概
念
、
ナ
チ
ス
さ
へ
掲
げ
得
た
外
面
性
の
「
積
極
的

な
」
白
由
概
念
、
世
界
や
文
明
に
対
し
て
攻
撃
的
な
個
人
主
義
の
形
を
取
る
自

由
概
念
、
こ
の
や
う
な
自
由
概
念
と
、
思
弁
的
要
素
の
勝
つ
た
内
面
の
近
代
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
呂
一

に
伴
ふ
「
奇
異
の
感
を
も
よ
ほ
す
ほ
ど
の
不
白
由
、
幼
稚
さ
、
鈍
感
な
卑
屈
さ
」

と
の
両
立
、
バ
ー
リ
ン
の
言
ふ
「
積
極
的
」
自
由
に
見
事
に
通
じ
る
外
部
性
の

こ
の
や
う
な
自
由
概
念
が
信
じ
ら
れ
、
唱
へ
ら
れ
る
時
に
露
に
な
る
外
的
白
由

と
内
的
不
白
由
と
の
両
立
と
い
ふ
現
象
、
そ
こ
に
紛
れ
も
な
く
認
め
ら
れ
る

「
戦
闘
的
な
奴
隷
根
性
」
、
や
が
て
、
国
家
社
会
主
義
の
場
合
の
や
う
に
、
「
世

界
奴
隷
化
の
思
想
に
ま
で
」
堕
落
す
る
「
戦
闘
的
な
奴
隷
根
性
」
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
一

「
自
由
そ
の
も
の
に
対
す
る
暗
殺
計
画
」
を
引
き
起
す
と
こ
ろ
に
何
の
不
思
議

も
な
い
。

　
な
ぜ
、
ド
イ
ツ
の
自
由
衝
動
は
、
い
つ
も
内
部
の
不
白
由
に
帰
着
せ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
せ
う
か
。
な
ぜ
そ
れ
は
、
今
や
遂
に
他
の
す
べ
て
の
人
々
の

白
由
に
対
す
る
、
自
由
そ
の
も
の
に
対
す
る
暗
殺
計
画
と
す
ら
な
ら
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
一

え
な
か
つ
た
の
で
せ
う
か
。

　
も
つ
ぱ
ら
外
部
に
向
け
ら
れ
た
白
由
概
念
が
、
ナ
チ
ズ
ム
に
ま
で
至
つ
て
ゐ

る
の
を
目
の
当
り
に
し
て
発
せ
ら
れ
た
こ
の
問
ひ
は
、
ま
こ
と
に
適
切
で
あ

る
。
適
切
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
ふ
の
は
、
我
々
の
時
代
に
お
い
て
華
々
し
く
活
動
す
る

白
由
の
旗
手
達
に
も
妥
当
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お

き
、
こ
の
問
ひ
に
対
す
る
答
へ
と
し
て
、
マ
ン
が
提
出
し
て
ゐ
る
二
つ
の
理
由

の
う
ち
の
一
つ
、
ド
イ
ツ
が
一
度
も
革
命
を
経
験
し
た
事
が
な
い
、
と
い
ふ
の

に
は
同
意
出
来
な
い
が
、
「
国
民
と
い
ふ
概
念
を
自
由
の
概
念
と
結
び
つ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玩
］

こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
」
と
い
ふ
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
的
を
射
て
ゐ
る

や
う
に
思
は
れ
る
。
「
超
国
民
的
な
も
の
、
世
界
的
拡
が
り
の
あ
る
も
の
」
は
、

限
界
規
定
を
旨
と
す
る
動
き
、
非
思
弁
的
な
も
の
を
孕
ん
だ
動
き
、
真
に
国
民

的
な
も
の
の
存
在
す
る
事
を
条
件
と
す
る
動
き
か
ら
、
生
れ
出
る
の
で
あ
り
、

最
初
か
ら
い
き
な
り
目
指
さ
れ
て
得
ら
れ
る
と
い
つ
た
筋
合
ひ
の
も
の
で
は
な

い
、
と
い
ふ
事
を
マ
ン
が
し
つ
か
り
理
解
し
て
ゐ
る
点
は
、
見
逃
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
マ
ン
は
、
か
う
言
つ
て
ゐ
る
。

　
彼
ら
〔
政
治
に
適
し
政
治
に
生
れ
つ
い
た
民
族
〕
は
政
治
を
実
人
生
と
権

力
の
芸
術
と
し
て
お
こ
な
ふ
の
で
す
が
、
そ
の
場
合
、
こ
の
芸
術
に
は
人
生

に
役
立
つ
悪
や
、
あ
ま
り
に
も
現
世
的
な
も
の
が
混
入
し
な
い
で
は
す
ま
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
一
方
、
よ
り
高
い
も
の
、
理
念
、
人
類
と
し
て
ま
と
も
な
も

の
、
倫
理
的
な
も
の
を
ま
つ
た
く
視
野
に
入
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

憂
一

ん
。二

つ
の
悪
の
中
の
小
さ
い
方
（
－
2
ω
宰
2
ε

を
選
ぶ
事
や
あ
ま
り
に
も
現



世
的
な
も
の
を
評
価
し
受
け
容
れ
た
り
す
る
事
は
、
理
念
的
な
も
の
や
倫
理
的

な
も
の
の
排
除
に
は
繋
が
ら
な
い
と
す
る
立
場
、
か
う
い
ふ
立
場
を
取
る
事
と

「
消
極
的
」
自
由
を
肯
定
す
る
立
場
と
は
矛
盾
し
な
い
。
矛
盾
し
な
い
と
意
識

す
る
と
こ
ろ
に
、
限
界
規
定
が
顔
を
覗
か
せ
て
ゐ
る
と
我
々
は
解
す
る
の
で
あ

る
が
、
政
治
を
「
可
能
性
の
芸
術
」
と
看
傲
す
事
、
即
ち
「
政
治
は
、
芸
術
と

同
様
に
、
精
神
と
実
人
生
、
理
念
と
現
実
、
望
ま
し
い
も
の
と
や
む
を
え
ざ
る

も
の
、
良
心
と
行
動
、
倫
理
性
と
権
力
と
の
問
に
立
つ
て
創
造
的
に
こ
れ
を
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
一

介
す
る
位
置
を
占
め
る
も
の
」
、
〈
特
殊
〉
が
刻
印
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
「
多
く

の
苛
酷
な
も
の
、
や
む
を
え
ざ
る
も
の
、
不
道
徳
な
も
の
、
多
く
の
『
方
便
』
、

実
利
性
へ
の
譲
歩
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
る
も
の
、
卑
俗
さ
か
ら
離
れ
ら
れ

　
　
　
兎
一

な
い
も
の
」
と
看
傲
す
事
と
、
政
治
に
「
理
念
的
精
神
的
成
分
」
「
倫
理
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
一

人
間
的
に
ま
と
も
な
部
分
」
を
認
め
、
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
事
と

は
両
立
す
る
と
い
ふ
事
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
つ
た
ド
イ
ツ
人
が
、
そ
の
思

弁
的
、
理
論
的
資
質
か
ら
、
「
政
治
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
不
道
徳
で
下
劣
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

の
、
虚
偽
、
殺
人
、
欺
臓
、
暴
力
に
還
元
」
す
る
と
い
ふ
暴
挙
に
走
り
、
「
積

極
的
」
白
由
衝
動
に
駆
ら
れ
、
壮
大
な
政
治
的
悲
劇
を
演
じ
た
の
は
、
奇
怪
な

事
で
は
な
い
。
そ
し
て
か
う
い
ふ
場
合
の
政
治
は
、
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
悪
魔

的
で
破
壊
を
も
た
ら
す
も
の
に
変
質
し
て
し
ま
ひ
、
人
類
の
敵
に
な
り
は
て

て
、
妥
協
に
基
づ
く
こ
と
も
多
い
そ
の
創
造
性
を
恥
づ
べ
き
不
毛
性
に
逆
転
さ

せ
て
し
ま
ふ
こ
と
に
な
る
」
政
治
な
の
で
あ
る
。

　
マ
ン
は
、
ド
イ
ツ
人
は
「
政
治
を
く
そ
真
面
目
な
や
り
方
で
誤
解
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
政
治
に
不
適
格
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
」
と
も
言
つ
て
ゐ
る

が
、
「
政
治
を
く
そ
真
面
目
な
や
り
方
で
誤
解
す
る
」
事
と
「
積
極
的
」
自
由

（
内
面
的
世
界
に
お
け
る
自
由
と
対
立
す
る
白
由
）
を
求
め
る
事
と
は
矛
盾
し

な
い
。
「
積
極
的
」
自
由
が
政
治
の
分
野
で
徹
底
的
に
追
ひ
求
め
ら
れ
る
時
、

一
種
の
原
理
主
義
が
生
ず
る
と
こ
こ
で
言
つ
て
お
か
う
。
な
る
ほ
ど
マ
ン
は
原

理
主
義
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
は
し
な
い
が
、
し
か
し
ド
イ
ツ
人
は
た
し
か
に
原
理

主
義
者
で
あ
つ
た
、
政
治
に
関
し
て
上
に
論
及
し
た
や
う
な
限
界
規
定
を
心
得

て
ゐ
な
か
つ
た
と
い
ふ
意
味
で
、
原
理
主
義
者
で
あ
つ
た
一
か
の
悪
名
高
き

，
げ
9
貿
曽
昌
の
追
求
も
「
積
極
的
」
白
由
の
追
求
に
重
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る

原
理
主
義
の
一
形
態
で
あ
る
一
。
そ
し
て
原
理
主
義
者
の
行
ふ
犯
罪
は
、
マ
ン

の
表
現
を
借
り
る
と
、
「
余
計
な
も
の
」
「
必
要
の
な
い
も
の
」
、
賛
沢
な
も
の

な
の
で
あ
る
。
原
理
主
義
に
よ
つ
て
取
ら
れ
る
措
置
は
、
暗
殺
が
さ
う
で
あ
る

や
う
に
、
一
般
に
「
余
計
な
も
の
」
「
必
要
の
な
い
も
の
」
で
あ
る
事
を
運
命

づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
思
弁
性
や
理
論
性
や
理
念
性
の
頗
る
高
い
原
理
主
義
、
「
積
極
的
」
白
由
と

結
合
し
得
る
こ
の
原
理
主
義
は
、
普
遍
主
義
、
世
界
主
義
に
容
易
に
転
化
す

る
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
主
義
、
世
界
主
義
は
、
「
一
種
の
弁
証
法
的
転
化
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兎
一

つ
て
」
悪
に
、
「
こ
の
上
な
く
不
遜
で
威
嚇
的
な
国
家
主
義
と
帝
国
主
義
」
に

な
り
果
て
る
の
で
あ
る
。

三
　
バ
ー
リ
ン
の
白
由
論

　
ト
マ
ス
・
マ
ン
の
自
由
論
は
、
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
が
「
二
つ
の
自
由

概
念
」
で
語
つ
て
ゐ
る
事
へ
の
、
適
切
な
導
入
の
働
き
を
し
て
ゐ
る
や
う
に
思

は
れ
る
、
つ
ま
り
、
バ
ー
リ
ン
は
、
文
学
者
マ
ン
が
語
ら
う
と
し
た
事
を
更
に
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深
く
、
更
に
明
確
に
語
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
、
次
に
バ
ー
リ
ン
の

白
由
論
を
考
察
の
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
バ
ー
リ
ン
の
見
方
に
よ
る
と
、
人
間
存
在
の
或
る
部
分
、
つ
ま
り
、
重
心
の

置
か
れ
る
べ
き
内
的
、
私
的
な
領
域
は
、
社
会
的
統
制
か
ら
独
立
を
保
た
ね
ば

な
ら
な
い
の
に
、
こ
の
独
立
の
領
域
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
ふ
事
が
起
つ
た
り
す

る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
侵
害
は
ど
の
や
う
に
軽
微
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
結

局
、
圧
制
に
通
じ
る
。
圧
制
と
は
、
〈
私
〉
が
本
来
自
由
に
振
舞
ひ
、
感
じ
考

へ
る
事
が
出
来
る
筈
の
、
私
的
内
的
領
域
に
お
い
て
、
他
者
の
意
図
的
な
妨
害

を
受
け
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
や
う
な
侵
害
が
、
「
積
極
的
」

自
由
の
名
に
お
い
て
為
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
ふ
事
に
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

「
積
極
的
」
自
由
に
対
置
さ
れ
る
「
消
極
的
」
自
由
は
、
完
全
な
白
由
の
概
念

で
は
な
い
。
し
か
し
、
人
問
は
、
も
と
も
と
完
全
に
自
由
で
あ
る
事
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。
白
由
の
一
部
、
或
い
は
か
な
り
の
部
分
を
、
そ
の
残
り
の
部
分

を
守
る
た
め
に
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
残
り
の
白

申
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
最
小
限
の
自
由
、
放
棄
す
れ
ば
人
間
性
の
本
質
を

段
損
す
る
事
に
な
る
自
由
、
さ
う
い
ふ
自
由
の
放
棄
を
強
ひ
ら
れ
る
と
い
ふ
事

は
、
ま
さ
に
「
消
極
的
」
白
由
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
ふ
事
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
白
由
の
擁
護
は
、
干
渉
を
寄
せ
つ
け
な
い
と
い
ふ
『
消
極
的
」
目
標
に
存

す
る
」
と
バ
ー
リ
ン
は
簡
潔
に
述
べ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
や
う
な
「
消
極
的
」
白

由
こ
そ
圧
制
や
抑
圧
と
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
民
主
主

義
と
必
ず
し
も
両
立
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
こ
ろ
の
白
由
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
白
由
は
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
、

民
主
主
義
や
白
治

と
は
繋
が
り
が
な
い
。
な
る
ほ
ど
自
治
は
、
概
し
て
、
他
の
体
制
よ
り
も
市

民
的
自
由
を
よ
り
確
実
に
保
障
し
て
く
れ
る
し
、
白
由
信
奉
者
達

（
亭
雪
＄
ユ
嘗
ω
）
か
ら
も
、
さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
擁
護
さ
れ
て
ゐ
る
。
し

か
し
個
人
的
白
由
と
民
主
主
義
の
支
配
と
の
間
に
、
必
然
的
な
繋
が
り
な
ど

な
い
の
で
あ
る
。
「
誰
が
私
を
支
配
す
る
の
か
」
と
い
ふ
問
ひ
に
対
し
て
出

さ
れ
る
答
へ
は
、
「
支
配
は
、
ど
の
程
度
ま
で
私
に
干
渉
す
る
の
か
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玩
一

ふ
問
ひ
と
は
、
論
理
的
に
は
、
明
確
に
異
な
る
。

　
前
者
の
問
ひ
に
お
い
て
、
例
へ
ば
「
人
民
」
と
い
ふ
答
へ
が
出
さ
れ
る
事

は
、
個
人
的
自
由
が
保
障
さ
れ
る
事
を
意
味
し
な
い
。
「
人
民
」
の
名
に
お
い

て
、
権
力
欲
の
並
外
れ
て
強
い
知
識
人
が
圧
制
的
な
力
を
振
ふ
の
は
容
易
な
の

で
あ
り
、
実
際
、
歴
史
は
、
そ
の
種
の
実
例
を
数
多
く
提
供
し
て
ゐ
る
。
支
配

者
、
或
い
は
「
主
権
者
」
が
「
人
民
」
で
あ
る
か
な
い
か
が
重
視
さ
れ
な
い
後

者
の
問
ひ
に
お
い
て
、
支
配
、
或
い
は
干
渉
が
私
的
内
的
領
域
に
ど
の
程
度
及

ぶ
か
が
、
重
大
な
関
心
事
と
な
る
。
例
へ
ば
、
支
配
者
が
王
で
あ
つ
て
も
君
主

で
あ
つ
て
も
、
そ
の
事
自
体
は
さ
ほ
ど
問
題
と
さ
れ
ず
、
寧
ろ
関
心
の
的
は
、

支
配
や
干
渉
の
度
合
ひ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
問
ひ
が
無
意
味
で
な
い
の

は
、
王
制
や
君
主
制
の
下
で
、
私
的
内
的
自
由
が
保
障
さ
れ
、
卓
れ
た
芸
術
作

品
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
が
歴
史
上
あ
つ
た
か
ら
で
あ
り
、
さ
う
い
ふ
時
代

は
、
支
配
者
が
王
や
君
主
で
あ
つ
て
も
、
私
的
領
域
へ
の
干
渉
の
度
合
ひ
は
、

主
権
在
民
の
民
主
主
義
の
時
代
よ
り
も
低
か
つ
た
、
と
看
傲
し
得
る
ケ
ー
ス
が

多
々
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
「
積
極
的
」
自
由
の
追
求
が
声
高
に
叫
ば

れ
、
人
民
の
支
配
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
の
下
で
の
み
真
の
白
由
は
実



現
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
時
代
に
お
い
て
、
単
に
私
的
内
的
自
由
の
み
な

ら
ず
、
一
般
に
白
由
が
窒
息
さ
せ
ら
れ
創
造
的
活
動
が
抑
へ
込
ま
れ
て
ゐ
た
事

例
を
あ
ま
た
想
ひ
起
す
事
が
出
来
る
。

　
か
う
い
ふ
事
な
の
で
あ
る
。
「
－
か
ら
の
自
由
」
で
は
な
く
て
、
「
－
へ
向

っ
て
の
－
一
種
処
方
さ
れ
た
生
活
を
営
む
底
の
　
白
由
」
と
い
ふ
「
積

極
的
」
概
念
と
し
て
の
白
由
を
、
「
消
極
的
」
自
由
概
念
の
擁
護
者
は
、
時

と
し
て
、
残
虐
な
圧
制
を
、
も
つ
と
も
ら
し
く
偽
装
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
菊
一

い
と
捉
へ
る
の
で
あ
る
。

　
バ
ー
リ
ン
の
こ
の
言
葉
が
暗
示
す
る
の
は
、
人
民
主
権
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
独
裁
の
下
で
、
も
つ
と
輝
か
し
い
白
由
へ
向
つ
て
の
前
進
が
遂
げ
ら
れ
る
な

ど
と
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
よ
う
と
、
そ
の
や
う
な
自
由
は
、
私
的
内
的
な
白
由
と
は

縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
自
由
、
従
つ
て
偽
の
白
由
で
あ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

　
疑
ひ
も
な
く
、
白
由
と
い
ふ
語
の
解
釈
は
、
す
べ
て
、
た
と
へ
並
み
外
れ

て
ゐ
よ
う
と
も
、
私
の
言
ふ
「
消
極
的
」
白
由
を
最
小
限
含
ん
で
ゐ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
〈
私
〉
が
挫
か
れ
る
事
の
な
い
領
域
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
亜
一

な
い
。

　
〈
私
〉
が
挫
か
れ
る
と
い
ふ
の
は
、
〈
私
〉
の
人
格
が
帆
玖
損
さ
れ
る
と
い
ふ
事

で
あ
る
が
、
我
々
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
人
格
の
芯
に
あ
る
の
は
、
理
性
で
は
な

く
て
、
掛
け
替
へ
の
無
い
〈
特
殊
〉
で
あ
る
。
も
し
も
、
〈
私
〉
の
人
格
の
芯

が
理
性
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
啓
蒙
思
想
に
基
づ
い
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
温
惰

主
義
）
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
深
く
傷
つ
け
ら
れ
る
と
い
ふ
事
は
起
ら

な
い
。
理
性
に
占
有
さ
れ
た
人
格
は
、
唯
一
性
（
掛
け
替
へ
の
無
さ
）
を
具
へ

た
人
格
で
は
な
い
。
代
替
の
利
く
や
う
な
も
の
は
、
深
く
傷
つ
け
ら
れ
は
し
な

い
。
生
き
た
人
格
の
芯
に
あ
る
の
は
理
性
で
は
な
い
。
生
き
生
き
し
た
人
格
の

芯
に
あ
る
の
は
、
唯
一
性
を
帯
び
た
固
有
の
も
の
、
掛
け
替
へ
の
無
い
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
や
う
な
人
格
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
つ
て
ひ
ど
く
傷

つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
バ
ー
リ
ン
が
、
カ
ン
ト
（
－
昌
昌
彗
亮
－
蚕
巨
）
の
発

言
、
即
ち
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
想
像
さ
れ
得
る
限
り
で
最
も
悪
辣
な
専
制
、
と

い
ふ
意
味
の
カ
ン
ト
の
発
一
一
一
日
を
引
用
す
る
時
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
つ
て
他

な
ら
ぬ
「
消
極
的
」
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
ふ
事
態
が
し
つ
か
り
把
握
さ
れ

て
ゐ
る
。
バ
ー
リ
ン
に
即
し
て
言
へ
ば
、
〈
私
〉
が
自
由
で
あ
る
と
は
、
〈
私
〉

の
人
格
の
芯
を
成
し
て
ゐ
る
〈
特
殊
〉
、
神
聖
不
可
侵
の
も
の
と
し
て
の
〈
特

殊
〉
、
〈
私
〉
に
固
有
の
領
域
の
形
を
取
る
〈
特
殊
〉
が
認
め
ら
れ
、
侵
害
さ
れ

な
い
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
「
消
極
的
」
な
自
由
だ
が
、
か
う

い
ふ
白
由
を
除
外
し
て
、
我
々
は
、
一
般
に
、
自
由
に
つ
い
て
語
る
事
は
出
来

な
い
。

　
一
方
、
「
積
極
的
」
白
由
の
場
合
、
理
性
的
白
己
を
「
真
の
」
白
己
と
捉
へ
、

つ
ま
り
「
真
の
」
白
己
の
人
格
の
中
心
に
あ
る
の
は
理
性
で
あ
る
と
捉
へ
、
理

性
を
芯
と
す
る
こ
の
や
う
な
白
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
選
択
し
、
そ
れ

を
実
現
す
る
の
が
自
由
で
あ
る
、
と
考
へ
る
の
が
可
能
に
な
る
。
「
積
極
的
」

自
由
に
お
け
る
か
か
る
選
択
に
関
し
て
、
「
醜
怪
な
具
現
」
と
い
ふ
句
を
用
ゐ

て
、
バ
ー
リ
ン
は
、
次
の
や
う
な
極
め
て
印
象
深
い
発
一
一
一
一
目
を
行
つ
て
ゐ
る
。



知識人と権力崇拝H

　
X
が
、
現
に
今
あ
る
と
こ
ろ
の
者
以
外
の
者
で
仮
に
あ
る
と
し
た
ら
、
或

い
は
少
な
く
と
も
、
こ
れ
か
ら
さ
う
い
ふ
者
に
仮
に
な
る
と
し
た
ら
、
そ
の

時
X
が
選
ぶ
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
も
の
を
、
今
あ
る
が
ま
ま
の
X
が
現
に

求
め
、
選
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
と
を
同
一
視
す
る
の
を
本
質
と
す
る
こ
の
醜
怪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
一

な
具
現
が
、
政
治
的
白
己
実
現
な
る
も
の
の
核
心
を
成
し
て
ゐ
る
。

　
理
性
に
よ
つ
て
い
は
ば
背
仲
び
を
し
て
ゐ
る
自
己
と
あ
る
が
ま
ま
の
白
己
と

を
強
引
に
同
一
視
し
、
前
者
に
自
己
を
代
表
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
「
政
治
的
自

己
実
現
」
、
つ
ま
り
「
積
極
的
」
自
由
の
核
心
部
分
が
あ
る
と
一
言
ふ
の
で
あ
る
。

「
消
極
的
」
自
由
を
奉
じ
、
干
渉
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
白
由
が
あ
る
と
し
て
ゐ

る
経
験
論
的
白
己
は
、
い
と
も
容
易
に
、
理
念
的
目
的
を
追
求
す
る
「
真
の
」

白
己
な
る
も
の
と
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。

　
「
積
極
的
」
自
由
論
は
、
二
つ
の
相
異
な
る
白
己
を
強
引
に
同
一
視
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
同
一
視
の
い
か
が

は
し
さ
を
衝
け
ば
、
「
積
極
的
」
白
由
論
の
拠
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
土
台
を
切
り

崩
す
事
が
出
来
る
次
第
と
な
る
。

　
「
積
極
的
」
自
由
論
に
お
い
て
、
理
性
と
合
理
主
義
と
は
、
人
間
の
本
性
と

し
て
、
前
提
さ
れ
て
ゐ
る
。
自
由
と
は
合
理
主
義
的
自
律
に
他
な
ら
ぬ
と
言
揚

げ
さ
れ
、
我
々
の
「
真
の
」
本
性
に
発
す
る
合
理
主
義
的
目
的
は
、
万
人
の
間

で
一
致
す
る
な
ど
と
唱
へ
ら
れ
る
。
万
人
の
間
で
一
致
す
る
目
的
と
は
、
普
遍

妥
当
性
を
帯
び
た
目
的
の
事
で
あ
る
。
目
的
が
万
人
の
間
で
一
致
す
る
に
至
つ

て
ゐ
な
け
れ
ば
、
一
致
す
る
や
う
に
奮
闘
す
べ
き
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
や

う
な
奮
闘
は
、
「
解
放
」
に
通
じ
て
ゐ
る
か
ら
、
と
主
張
さ
れ
た
り
す
る
。
「
経

験
論
的
立
場
を
取
る
自
我
を
強
制
し
て
正
し
い
行
動
様
式
に
向
は
せ
る
の
は
、

専
制
で
は
な
く
て
、
解
放
で
あ
り
」
、
自
由
と
は
、
愚
か
な
、
或
い
は
誤
つ
た

事
を
為
す
自
由
の
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
時
、
事
物
の
判
断
基
準
は
、

理
性
に
し
か
存
し
な
い
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
知
識
人
は
、
絶
対
化
さ
れ
た

理
性
と
い
ふ
基
準
の
適
用
者
と
な
り
、
「
積
極
的
」
自
由
を
声
高
に
提
唱
し
、

影
響
力
を
高
め
、
こ
れ
に
よ
つ
て
権
力
欲
を
充
た
す
機
会
を
い
よ
い
よ
多
く
手

に
入
れ
る
事
と
な
る
。
そ
し
て
理
性
を
白
由
の
絶
対
的
基
準
に
仕
立
て
る
知
識

人
が
、
人
間
を
理
性
的
に
す
る
ど
の
や
う
な
試
み
も
阻
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
、

と
唱
へ
る
の
が
阻
止
し
難
い
勢
ひ
を
帯
び
、
や
が
て
、
バ
ー
リ
ン
が
引
き
合
ひ

に
出
す
フ
ィ
ヒ
テ
（
旨
ぎ
昌
o
o
巨
一
9
ヨ
g
亘
の
や
う
に
、
誰
も
理
性
に
反

抗
す
る
権
利
を
有
し
な
い
、
理
性
の
法
則
に
主
観
を
従
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
な
ど
と
叫
ば
れ
る
や
う
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
「
積
極
的
」
白
由
の
貫
徹
を
理
性
の
命
ず
る
「
解
放
」
と
断
じ
、

権
力
欲
を
充
た
す
底
の
知
識
人
と
対
照
的
な
存
在
と
し
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
描

く
英
国
の
庶
民
に
一
瞥
を
与
え
て
お
く
べ
き
だ
ら
う
。
英
国
の
庶
民
の
行
為
規

範
は
、
殆
ど
す
べ
て
の
人
々
に
理
解
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
一
度
と
し
て
成
文
化

さ
れ
た
事
は
な
い
、
と
い
ふ
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
発
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
英

国
の
庶
民
は
、
理
性
を
基
盤
と
は
し
な
い
「
消
極
的
」
白
由
を
尊
重
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
事
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
英
国
の
庶
民
に
は
、
私
的
領
域

と
土
着
的
文
化
へ
の
並
み
外
れ
た
愛
着
が
具
は
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
さ
う
い

ふ
愛
着
は
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
で
は
な
く
て
愛
国
心
、
即
ち
、
「
声
に
出

さ
れ
ず
、
意
識
に
の
ぼ
り
さ
へ
し
な
い
」
場
合
す
ら
あ
る
け
れ
ど
も
、
瀧
刺
と

息
づ
く
、
愛
国
心
に
繋
が
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
愛
国
心
は
、
「
真
理
」
と



は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
と
い
ふ
理
由
で
、
幻
想
と
片
づ
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
仮
に
幻
想
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
既
記
の
通
り
、
頗
る

強
力
な
幻
想
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
限
界
超
出
を
抑
止
す
る
力
と
し
て
作
用

し
国
民
の
行
動
と
生
活
と
を
全
体
主
義
と
は
全
く
異
な
つ
た
も
の
に
す
る
上
で

好
ま
し
い
影
響
を
与
へ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　
バ
ー
リ
ン
に
戻
る
事
に
し
よ
う
。

　
バ
ー
リ
ン
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
「
積
極
的
」
白
由
が
唱
へ
ら
れ
る
場
合
、
道

徳
や
政
治
に
お
い
て
、
理
性
に
基
づ
く
「
真
理
」
が
一
切
を
律
す
る
と
信
じ
ら

れ
る
や
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
今
度
は
、
人
問
の
見
方
や
振
舞
ひ
方
に
し
て

も
、
理
性
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
す
資
格
を
有
す
る
専
門
家
に
よ
つ
て
認
め
ら

れ
な
い
見
方
や
振
舞
ひ
方
は
、
許
さ
れ
な
い
、
と
い
ふ
事
が
帰
結
す
る
。
未
熟

で
教
育
を
受
け
て
ゐ
な
い
者
は
、
真
理
を
体
現
し
て
ゐ
る
理
性
的
人
間
が
解
放

者
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
、
強
制
的
に
教
え
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
や
う

に
教
へ
込
ま
れ
る
事
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
者
は
、
正
し
い
見
方
や
振
舞

ひ
方
を
身
に
つ
け
、
理
性
的
人
間
の
や
う
に
白
由
に
な
れ
る
、
と
考
へ
る
の
が

「
積
極
的
」
白
由
論
の
要
諦
で
あ
る
。

　
か
う
い
ふ
考
へ
方
の
源
は
カ
ン
ト
に
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
カ
ン
ト
自
身

は
「
理
性
に
よ
る
白
律
の
能
力
は
、
万
人
に
具
は
つ
て
ゐ
る
」
と
考
へ
て
ゐ

た
、
「
道
徳
の
領
域
に
お
い
て
専
門
家
な
ど
存
す
る
筈
が
な
い
。
道
徳
は
専
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粛
一

知
識
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
考
へ
て
ゐ
た
と
バ
ー
リ
ン
は
言
ふ
。

　
と
こ
ろ
が
、
万
事
に
お
い
て
、
理
性
を
振
り
霧
す
専
門
家
が
現
は
れ
る
に
至

つ
た
。
「
い
っ
た
い
何
に
よ
つ
て
、
こ
の
や
う
な
奇
怪
な
逆
転
、
即
ち
カ
ン
ト

の
厳
格
な
個
人
主
義
が
、
一
部
の
、
カ
ン
ト
の
弟
子
を
以
て
自
ら
任
ず
る
思
想

家
達
に
よ
つ
て
、
純
然
た
る
全
体
主
義
的
教
義
に
似
た
も
の
に
変
へ
ら
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
元
一

い
ふ
事
が
生
じ
た
の
か
」
。
バ
ー
リ
ン
の
発
す
る
こ
の
問
ひ
は
、
非
常
に
興
味

深
い
。

　
こ
の
逆
転
の
背
後
で
働
い
て
ゐ
る
思
考
を
バ
ー
リ
ン
は
次
の
や
う
に
要
約
し

て
ゐ
る
。
H
　
万
人
が
抱
く
目
的
は
た
だ
一
つ
、
理
性
の
白
律
と
い
ふ
目
的
で

あ
る
。
口
理
性
的
人
間
の
目
的
は
、
単
一
の
調
和
の
と
れ
た
普
遍
的
型
（
φ

ω
ぎ
邑
9
昌
才
①
易
芦
ぎ
『
昌
o
邑
o
易
君
幕
昌
）
に
収
歓
す
る
が
、
こ
の
型
を
見
分

け
る
能
力
は
、
人
に
よ
つ
て
異
な
る
一
差
が
あ
る
）
。
日
　
悲
劇
は
悉
く
、
理

性
に
非
理
性
が
衝
突
す
る
事
に
よ
つ
て
生
じ
る
。
こ
の
衝
突
は
、
人
間
が
理
性

的
に
な
れ
ば
、
回
避
可
能
で
あ
る
。
瓜
　
人
問
が
す
べ
て
理
性
的
に
な
れ
ば
、

万
人
に
と
つ
て
同
一
で
あ
る
理
性
的
法
則
へ
の
服
従
が
起
り
、
万
人
の
目
的
は

同
一
で
あ
る
と
い
ふ
事
が
明
瞭
と
な
る
筈
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
理
性
の
名
に

お
い
て
、
非
理
性
的
な
物
や
事
を
弾
劾
出
来
る
や
う
に
な
る
。

　
こ
の
や
う
な
考
へ
方
に
よ
つ
て
、
「
逆
転
」
が
引
き
起
さ
れ
、
「
積
極
的
」
自

由
が
求
め
ら
れ
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
、
「
積
極
的
」

白
由
に
対
す
る
欲
求
の
、
大
爆
発
で
あ
つ
た
、
と
バ
ー
リ
ン
は
語
る
。
「
消
極

的
」
白
由
、
即
ち
他
者
の
干
渉
を
受
け
な
い
、
自
己
に
固
有
の
領
域
が
守
ら
れ

る
と
い
ふ
の
を
眼
目
と
す
る
「
消
極
的
」
自
由
は
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
大
き

な
影
響
を
与
へ
た
ル
ソ
ー
（
言
竃
－
忘
8
亮
ω
家
易
詔
彗
）
の
自
由
観
の
中
で

は
否
定
さ
れ
て
ゐ
た
事
に
触
れ
て
、
バ
ー
リ
ン
は
か
う
言
ふ
。
「
ル
ソ
ー
は
、

勝
ち
誇
つ
た
や
う
な
口
調
で
、
白
由
の
法
律
は
圧
制
の
輌
よ
り
も
峻
厳
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
冊
一

と
な
る
と
い
ふ
事
実
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
」
と
。

　
理
性
が
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
ゐ
る
と
白
負
す
る
人
間
、
即
ち
「
あ
ら
ゆ
る
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市
民
の
生
活
の
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
干
渉
す
る
資
格
を
付
与
す
る
と
こ
ろ
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
一

的
権
力
に
あ
づ
か
つ
て
ゐ
る
」
人
間
一
知
識
人
一
の
振
り
回
す
「
積
極
的
」
自

由
は
、
「
人
々
が
そ
れ
ま
で
神
聖
と
看
傲
し
て
ゐ
た
『
消
極
的
』
自
由
の
大
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶉
一

分
を
い
と
も
た
や
す
く
破
壊
す
る
底
の
も
の
」
で
あ
つ
た
。
「
積
極
的
」
自
由

か
ら
必
然
的
に
導
出
さ
れ
る
人
民
主
権
は
、
個
人
の
主
権
を
容
易
に
破
壊
し
得

る
の
で
あ
り
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
（
｝
昌
盲
昌
巨
O
昌
ω
鼠
巨
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
一

ル
ソ
ー
の
中
に
「
個
人
的
自
由
の
最
も
危
険
な
敵
を
見
出
し
た
」
の
は
、
コ
ン

ス
タ
ン
の
白
由
観
が
ま
つ
た
う
で
あ
つ
た
事
を
証
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
「
消
極
的
」
白
由
と
い
ふ
白
由
を
守
ら
う
と
す
る
姿
勢
は
、
〈
私
〉
の
不
可
侵

の
内
的
領
域
を
守
る
事
と
規
範
の
遵
守
と
い
ふ
二
つ
の
要
素
と
、
家
庭
へ
の
献

身
と
を
介
し
て
、
愛
国
心
を
評
価
す
る
姿
勢
に
繋
が
つ
て
ゆ
く
。
先
づ
、
〈
私
V

の
神
聖
不
可
侵
の
領
域
と
規
範
遵
守
に
関
し
て
、
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
は

「
消
極
的
」
自
由
が
擁
護
さ
れ
る
時
に
、
関
連
し
合
つ
て
ゐ
る
二
つ
の
見
方
、

H
絶
対
的
と
看
傲
さ
れ
得
る
の
は
権
利
で
あ
つ
て
権
力
で
は
な
い
と
す
る
見
方

一
権
利
と
は
、
例
へ
ば
、
非
人
間
的
な
振
舞
ひ
を
拒
否
す
る
権
利
の
事
で
あ

る
）
、
〔
〈
私
V
の
不
可
侵
の
領
域
が
存
在
す
る
と
す
る
見
方
、
こ
の
二
つ
の

見
方
が
原
理
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
で
、
原
理
に
等
し
い
こ

の
二
つ
の
見
方
を
支
へ
る
の
は
、
長
年
月
生
き
た
力
を
発
揮
し
続
け
て
ゐ
る
規

範
の
遵
守
で
あ
る
（
こ
の
や
う
な
規
範
の
遵
守
は
、
人
に
、
非
人
間
的
な
振
舞

ひ
と
は
ど
う
い
ふ
振
舞
ひ
の
事
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
に
関
す
る
観
念
を
保
持
せ

し
め
、
非
人
間
的
振
舞
ひ
方
拒
否
の
立
脚
点
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
個
人
の

領
域
の
不
可
侵
性
を
も
把
捉
せ
し
め
る
一
。
規
範
の
遵
守
が
含
意
す
る
の
は
限

界
規
定
で
あ
り
、
規
範
の
遵
守
を
通
じ
て
、
限
界
規
定
の
な
い
と
こ
ろ
に
自
由

は
存
し
な
い
と
い
ふ
白
覚
が
生
ず
る
や
う
に
な
る
。
権
力
者
（
知
識
人
）
が
、

理
性
に
基
づ
い
て
ゐ
る
と
称
し
て
己
れ
の
意
志
を
他
者
に
強
制
す
る
の
を
防
止

す
る
或
る
絶
対
的
な
防
壁
、
法
律
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
防
壁
の
、
道
徳
的
妥
当

性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
自
由
は
、
な
い
、
と
す
る
バ
ー
リ
ン
の
考
へ
方

は
重
要
で
あ
る
。
「
こ
の
意
味
に
お
け
る
〔
道
徳
的
妥
当
性
を
有
す
る
防
壁
に

守
ら
れ
た
〕
社
会
の
白
由
、
或
い
は
階
級
の
自
由
、
集
団
の
白
由
の
度
合
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
一

は
、
か
う
し
た
防
壁
の
強
さ
に
よ
つ
て
測
ら
れ
る
」
一
〔
〕
内
は
引
用
童
。
「
防

壁
」
の
一
つ
は
、
家
庭
へ
の
献
身
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
愛
国
心
が
あ
る

と
い
ふ
意
味
で
、
そ
れ
は
無
視
出
来
な
い
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
と
一
言
は
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
へ
ば
、
子
供
が
親
の
動
静
に
関
し
て
、
官
憲
に
密
告
す
る
の

が
奨
励
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
や
う
な
「
防
壁
」
は
存
在
し
な
い
、

「
個
人
の
不
可
侵
の
領
域
」
も
存
在
し
な
い
、
「
消
極
的
」
自
由
も
存
在
し
な

い
、
従
つ
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
存
在
し
得
て
も
、
愛
国
心
の
存
在
す
る

余
地
は
な
い
、
と
我
々
は
推
論
出
来
る
。
家
族
の
成
員
同
士
が
献
身
し
合
ふ
と

い
ふ
形
で
の
家
庭
愛
が
「
防
壁
」
と
し
て
、
限
界
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
存

在
す
る
と
こ
ろ
に
、
愛
国
心
が
想
定
さ
れ
得
る
事
を
、
太
宰
治
は
、
い
か
に
も

小
説
家
ら
し
く
、
「
親
が
破
産
し
か
か
つ
て
、
せ
つ
ぱ
つ
ま
り
、
見
え
す
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
は
ま

つ
ら
い
嘘
を
つ
い
て
ゐ
る
時
、
子
供
が
そ
れ
を
す
つ
ぱ
抜
け
る
か
。
運
命
窮
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
一

と
観
じ
て
、
黙
つ
て
共
に
討
死
さ
」
と
い
ふ
表
現
で
示
し
、
家
庭
へ
の
献
身
、

そ
し
て
そ
れ
に
重
な
る
、
そ
れ
と
同
一
平
面
上
に
あ
る
愛
国
心
は
一
個
の
思
想

で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
か
う
言
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
な
思
想
を
、
古
い
人
情
主
義
さ
、

と
か
言
つ
て
、
ヘ
ヘ
ン
と
笑



つ
て
片
づ
け
る
、
白
称
「
科
学
精
神
の
持
主
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
豆
一

を
一
緒
に
や
つ
て
行
け
な
い
。

私
は
永
遠
に
仕
事

　
家
族
の
者
同
士
が
献
身
し
合
ふ
事
と
愛
国
心
と
が
重
な
り
合
ふ
と
太
宰
治
に

捉
へ
ら
れ
て
ゐ
た
事
は
、
右
の
発
言
に
先
立
つ
て
、
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
か
ら
明
瞭
に
察
知
出
来
る
。

　
私
は
何
も
こ
こ
で
、
誰
か
の
や
う
に
、
「
余
は
も
と
も
と
戦
争
を
欲
せ
ざ

り
き
。
余
は
日
本
軍
閥
の
敵
な
り
き
。
余
は
白
由
主
義
者
な
り
」
な
ど
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん
ぬ
ん

戦
争
が
す
ん
だ
ら
急
に
、
東
條
の
悪
口
を
言
ひ
、
戦
争
責
任
云
々
と
騒
ぎ
ま

は
る
や
う
な
新
型
の
便
乗
主
義
を
発
揮
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
い
ま
で
は
も

う
、
社
会
主
義
さ
へ
、
サ
ロ
ン
思
想
に
堕
落
し
て
ゐ
る
。
私
は
こ
の
時
流
に

も
ま
た
つ
い
て
行
け
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

　
私
は
戦
時
中
に
、
東
條
に
呆
れ
、
ヒ
ト
ラ
ア
を
軽
蔑
し
、
そ
れ
を
皆
に
言

ひ
ふ
ら
し
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
ま
た
私
は
こ
の
戦
争
に
於
い
て
、
大
い
に
日

本
に
味
方
し
よ
う
と
思
つ
た
。
私
な
ど
味
方
に
な
つ
て
も
、
ま
る
で
ち
つ
と

も
お
役
に
も
何
も
立
た
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
が
、
し
か
し
、
日
本
に
味
方
す

る
つ
も
り
で
ゐ
た
。
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
置
き
た
い
。
こ
の
戦
争
に
は
、

も
ち
ろ
ん
は
じ
め
か
ら
何
の
希
望
も
持
て
な
か
つ
た
が
、
し
か
し
、
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
疵
一

は
、
や
つ
ち
や
つ
た
の
だ
。

　
「
日
本
は
、
や
つ
ち
や
つ
た
の
だ
」
と
い
ふ
最
後
の
言
葉
に
、
愛
国
心
は
理

性
の
問
題
で
は
な
い
と
い
ふ
太
宰
の
見
方
が
に
じ
み
出
て
ゐ
る
が
、
限
界
規
定

が
家
族
愛
や
愛
国
心
の
中
心
部
分
に
あ
る
事
を
悟
つ
て
ゐ
た
太
宰
は
、
限
界
規

定
の
欠
如
が
「
便
乗
主
義
」
と
、
そ
れ
に
類
す
る
サ
ロ
ン
思
想
の
横
行
を
可
能

な
ら
し
め
る
と
信
じ
て
ゐ
た
、
と
言
つ
て
も
差
支
へ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
太
宰
の
愛
国
心
、
家
族
愛
と
の
関
連
で
、
我
々
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九

八
四
年
』
（
き
§
き
§
、
慧
q
古
ミ
）
で
描
か
れ
る
社
会
に
お
い
て
、
家
庭
へ

の
献
身
や
愛
国
心
が
徹
底
的
に
阻
ま
れ
て
ゐ
る
事
実
を
引
き
合
ひ
に
出
す
べ
き

だ
ら
う
。
こ
の
社
会
に
お
い
て
は
、
党
一
独
裁
的
権
力
を
窓
に
す
る
知
識
人
中

心
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
政
党
）
へ
の
狂
熱
的
な
忠
誠
の
形
を
取
る
献
身
、
即

ち
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
実
践
は
、
文
字
通
り
、
行
住
座
臥
強
制
さ
れ
て
ゐ

る
。
こ
の
社
会
に
、
「
消
極
的
」
自
由
が
存
在
し
な
い
の
は
、
次
の
事
実
、
即

ち
親
の
動
静
を
探
つ
て
、
す
こ
し
で
も
反
党
的
な
一
一
一
日
動
を
嗅
ぎ
つ
け
る
と
、
即

刻
こ
れ
を
党
に
通
報
す
る
子
供
達
が
至
る
所
に
存
在
す
る
と
い
ふ
事
実
に
よ
つ

て
証
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
三
十
歳
を
過
ぎ
た
人
達
が
白
分
の
子
供
に
恐
怖
を
覚
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
籔
一

る
の
が
殆
ど
常
態
と
な
つ
て
ゐ
る
」
社
会
で
、
不
可
侵
の
私
的
領
域
の
確
保
、

そ
し
て
そ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
「
消
極
的
」
白
由
の
確
保
は
不
可
能
で

あ
る
、
従
つ
て
愛
国
心
を
抱
く
の
も
不
可
能
で
あ
る
。

四
　
限
界
規
定
と
創
造
的
精
神

　
限
界
規
定
の
意
識
を
持
す
る
の
を
本
質
と
す
る
「
消
極
的
」
自
由
に
関
し

て
、
バ
ー
リ
ン
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（
旨
需
冨
＞
ω
o
巨
昌
肩
冨
ユ
の
『
資
本

主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
一
〇
s
ぎ
茅
§
吻
§
ミ
“
§
一
§
、
旨
§
§
§
．

§
）
か
ら
「
自
分
の
信
念
が
相
対
的
な
妥
当
性
し
か
持
た
な
い
事
を
悟
り
つ
つ
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も
、
こ
れ
を
ひ
る
む
事
な
く
守
り
通
す
の
は
、
文
明
人
を
野
蛮
人
か
ら
区
別
す

る
当
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
言
葉
を
引
用
し
て
ゐ
る
が
、
相
対
的
妥
当
性
し

か
持
た
な
い
信
念
は
、
明
ら
か
に
限
界
規
定
の
意
識
に
特
色
づ
け
ら
れ
た
信
念

で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
信
念
が
不
擁
不
屈
の
精
神
で
守
り
通
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

は
、
「
文
明
人
」
が
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
い
。
自
由
（
「
消
極
的
」
白
由
）

と
、
創
造
的
精
神
、
守
護
神
と
も
称
せ
ら
れ
る
創
造
的
精
神
も
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ー
ニ
ウ
ス

　
ニ
ー
チ
ェ
（
軍
庁
ま
9
；
①
募
o
ぎ
）
は
「
己
れ
の
守
護
神
（
○
昌
巨
ω
一
が

呼
ぶ
と
き
、
そ
れ
が
呼
ぶ
方
へ
、
そ
れ
に
つ
き
従
ふ
」
の
は
、
「
哲
学
者
の
最

　
　
　
　
　
　
岳
一

も
光
栄
あ
る
自
由
」
で
あ
る
、
と
頗
る
印
象
深
い
壁
言
を
行
つ
た
が
、
限
界
規

定
を
行
ひ
得
る
者
に
し
か
そ
の
呼
び
声
が
聞
え
て
来
な
い
と
こ
ろ
の
こ
の
守
護

神
は
、
単
に
哲
学
者
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
、
「
最
も
光
栄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
た
ら

あ
る
白
由
」
と
共
に
、
創
造
的
精
神
を
も
齋
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
し
て
も
、
英
国
を
持
ち
こ
た
へ
さ
せ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乖
一

「
先
祖
返
り
の
や
う
な
愛
国
心
と
い
ふ
感
情
」
（
艘
①
津
ミ
一
ω
ま
尉
①
－
巨
胴
O
｛

寝
巨
o
芽
昌
）
で
あ
る
、
と
述
べ
た
時
、
こ
の
一
句
に
限
界
規
定
の
意
識
を
込

め
て
ゐ
た
と
言
へ
よ
う
。
「
先
祖
返
り
の
や
う
な
感
情
」
は
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
と
は
異
な
つ
て
、
ま
さ
に
限
界
を
規
定
す
る
母
な
る
大
地
に
触
れ
て
ゐ
る

と
い
ふ
意
識
を
確
実
に
伴
つ
て
、
人
々
に
自
由
（
「
消
極
的
」
白
由
）
と
、
創

造
的
精
神
と
を
保
た
せ
る
や
う
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
最
後
に
、
ト

マ
ス
・
マ
ン
が
ゲ
ー
テ
と
ト
ル
ス
ト
イ
に
触
れ
て
、
「
大
地
と
の
接
触
を
失
は

な
い
」
限
り
、
「
母
な
る
大
地
に
ふ
れ
て
ゐ
る
限
り
」
、
両
人
は
つ
ね
に
湧
き
出

る
「
有
機
的
な
も
の
に
対
す
る
共
感
」
と
い
ふ
感
情
に
恵
ま
れ
、
創
造
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
一

り
得
た
、
と
い
ふ
意
味
の
事
を
語
つ
た
の
を
想
ひ
起
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
や
う
な
感
情
を
挫
き
、
消
失
さ
せ
る
の
が
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
」
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
、
と
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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