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人
問
の
歴
史
創
造
的
営
み
を
、
特
に
危
機
的
あ
る
い
は
変
革
的
動
勢
に
着
目
し
て
、
し
か
も
主
体
的
な
意
識
な
い
し
は
思
想
の
流

れ
に
お
い
て
捉
え
る
と
き
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
奥
底
を
貫
串
し
て
、
あ
る
い
は
破
壊
さ
れ
る
べ
き
対
象
を
批
判
す
る
基
準
と
な
り
、
そ

の
破
壌
活
動
を
合
理
化
す
る
根
拠
に
な
り
、
あ
る
い
は
建
設
へ
の
目
標
を
与
え
、
そ
の
実
現
を
肯
定
す
べ
き
論
拠
と
し
て
の
働
き
を

し
て
い
る
も
の
こ
そ
「
正
義
」
の
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
正
義
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
解
明
は
別
の
と
こ
ろ
で
試
み
る
と
し

（
１
）て

、
こ
こ
で
は
、
正
義
の
利
剣
を
揮
う
も
の
と
、
こ
れ
を
向
げ
ら
れ
る
も
の
、
別
塗
言
い
方
を
す
れ
ぱ
、
こ
の
理
念
の
担
い
手
の
問

題
を
め
ぐ
っ
て
、
若
干
の
歴
史
的
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。
更
に
言
い
か
え
れ
ぱ
、
正
義
の
実
現
者
で
あ
り
、
そ
の
把
持
者
で
お
る

と
自
負
す
る
「
国
家
」
（
Ｏ
Ｏ
葦
・
）
と
、
自
ら
正
義
の
担
い
手
で
あ
る
と
し
て
国
家
に
対
し
て
反
抗
の
峰
火
を
あ
げ
る
「
、
杜
会
」
（
Ｃ
Ｏ
。
（
一
９
Ｋ
）

と
が
、
果
し
て
い
か
な
る
連
関
を
も
っ
て
推
移
し
た
か
を
、
思
想
史
的
に
跡
づ
げ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
拙
稿
「
正
義
に
つ
い
て
」
（
『
立
命
館
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
「
経
済
篇
」
所
収
）
参
照
。

正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
杜
会
（
高
橋
）

（
四
三
三
）



立
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二
　
（
四
三
四
）

思
想
史
の
角
度
か
ら
す
る
ス
ポ
ッ
ト
ニ
フ
ィ
ト
は
、
享
ギ
リ
シ
ァ
の
都
市
国
家
一
・
琶
薯
一
に
む
げ
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

げ
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
プ
ラ
ト
ソ
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
貴
重
な
思
想
上
の
遺
産
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
現
代
人
の
精
神
の
中
に
、
生
き
て
お
り
、
こ
れ
を
彩
ど
っ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
わ
け
に
い
か
な
い
か

ら
で
あ
る
。
都
市
Ｈ
国
家
は
ま
さ
に
「
ポ
リ
ス
」
（
君
云
）
の
名
を
も
っ
て
乎
ぱ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
す
ぐ
「
政
治
」
（
君
一
ま
８
）
と
結
び
つ
げ
て
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
十
分
そ
れ
だ
け
の
理
由
の
あ
る
こ
と
、

で
は
あ
る
犯
し
か
し
・
当
時
の
ポ
リ
ス
は
単
な
る
政
治
的
組
織
で
は
な
か
ニ
リ
）
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
一
た
の
で
お
る
。
言

に
は
国
家
（
勺
。
房
）
と
個
人
は
存
在
し
た
が
、
杜
会
と
い
う
概
念
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
国
家
の
権
能
は
あ
ら
ゆ
る
個
人

を
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
公
理
的
、
自
明
的
に
妥
当
す
る
理
念
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
◎
も
ち
ろ
ん
、
ギ
リ
シ
ア
に
あ
っ
て
も
、
極
端
な
個
人
主
義
思
想
を
抱
い
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
学
派
の
人
達
も
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
・
個
人
の
人
権
を
主
張
す
る
思
想
は
、
一
度
も
ギ
リ
シ
ァ
の
法
思
想
の
中
に
は
入
っ
て
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
・
一
個
人
の
人
権
を
基
礎
に
し
て
国
家
を
構
成
す
る
と
い
っ
た
よ
う
汰
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ソ
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
思

い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
個
人
に
対
す
る
国
家
の
権
利
は
あ
っ
た
が
、
国
家
に
対
す
る
個
人
の
権
利
は
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
　
こ
こ
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
と
い
う
協
同
体
の
外
に
個
人
に
よ
っ
て
彩
成
さ
れ
る
「
杜
会
」
は
存
在
し
な
い
．
こ
の

二
っ
の
も
の
は
混
然
と
融
合
し
た
単
一
の
秩
序
す
な
わ
ち
「
杜
会
Ｈ
国
家
」
（
８
０
奪
遠
言
亙
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
丸
り
た
　
ポ

リ
ス
は
単
な
る
一
．
統
治
の
組
織
」
と
か
「
強
制
の
秩
序
」
と
か
い
っ
た
役
割
た
け
で
な
く
、
そ
れ
は
信
仰
告
白
の
場
で
あ
り
、
道
徳



杜
会
で
あ
り
、
生
産
活
動
や
商
坂
引
の
た
め
の
経
済
的
組
織
体
で
あ
り
、
さ
ら
に
人
人
が
真
な
る
も
の
美
な
る
も
の
を
探
求
す
る
文

化
的
実
践
の
た
め
の
文
化
団
体
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ソ
は
そ
の
『
国
家
』
令
〇
一
ま
討
Ｖ
の
中
で
、
因
家
こ
そ
真
の
神
の

理
念
や
道
徳
行
為
の
規
矩
を
与
え
、
経
済
生
活
を
規
制
し
、
教
育
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
芸
術
や
科
学
を
統
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
美
事
に
描
き
だ
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
も
事
情
は
あ
ま
り
変
ら
な
い
。
た
し
か
に
彼
は
プ
ラ
ト
ソ
を
超
え
て
、

ポ
リ
ス
を
「
諸
団
体
の
団
体
」
（
塞
。
。
邑
ま
旨
Ｏ
｛
竃
。
・
Ｒ
討
一
一
・
易
）
と
み
て
は
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
も
な
お
、
政
治
団
体
す
な
わ
ち
国

家
は
至
上
の
も
の
で
あ
り
、
一
切
の
他
の
団
体
を
包
摂
し
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
、
政
治
学
な
い

し
国
家
学
こ
そ
は
学
間
中
の
学
問
で
あ
っ
て
、
市
民
が
学
ぶ
べ
き
科
学
、
研
究
す
べ
き
限
界
を
決
定
す
る
て
い
の
も
の
で
あ
っ
た
の

　
　
（
３
）

で
あ
る
、

　
す
で
に
あ
ま
り
に
も
し
ぼ
し
ぼ
引
合
い
に
出
さ
れ
て
、
今
更
こ
こ
に
持
ち
出
す
の
も
い
さ
さ
か
面
映
ゆ
い
感
じ
さ
え
す
る
例
の

「
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
８
旨
君
尋
寿
ｇ
で
お
る
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
文
句
は
、
英
語
国
民
の
問
で
は
く
君
罧
・

ぎ
一
彗
ぎ
竺
Ｖ
と
そ
の
ま
ま
訳
さ
れ
て
い
る
場
合
も
し
ぱ
し
ぱ
あ
り
、
こ
の
因
で
は
「
杜
会
的
動
物
」
と
言
い
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
む
し
ろ
正
し
く
は
「
ポ
リ
ス
的
」
と
そ
の
ま
ま
用
い
る
べ
き
が
、
少
く
と
も
創
唱
老
の
意
図
し
た
も
の
に
も
っ
と
も
近
い

と
い
わ
ね
ぱ
な
る
ま
い
。
け
だ
し
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
そ
し
て
更
に
彼
の
時
代
の
支
配
的
観
念
形
態
と
し
て
は
、
人
は
ポ
リ
ス
に
お

い
て
こ
そ
初
め
て
人
と
し
て
認
め
ら
れ
、
人
と
し
て
の
全
存
在
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
人
が
ポ
リ
ス
に
お
げ
る

生
活
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
力
を
十
全
に
発
揚
で
き
る
の
は
、
お
た
か
も
蛛
が
蜂
の
菓
に
お
い
て
そ
の
生
を
全
う
で
き
る
よ
う
に
創
ら

れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
に
政
治
生
活
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
学
問
、
芸
術
の
領
城
で
、
人
…
の
内
に
在
る
諦
能
力
を
一
蜘

机
し
、
発
岐
さ
せ
る
た
め
に
は
、
人
は
ポ
リ
ス
に
お
い
て
お
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
、
　
ヘ
レ
ネ
ソ
ツ
ム
に
お
け
る
人
は
、
ま
さ
に
一
ポ
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リ
ス
的
動
物
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、

　
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
ポ
リ
ス
的
」
が
、
あ
る
い
は
「
政
治
的
」
と
訳
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
杜
会
的
」
と
一
言
い
な
さ
れ
る
こ
と
そ
れ

白
体
が
、
ポ
リ
ス
が
す
で
に
、
単
な
る
国
家
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
お
る
。
少
く
と
も
、
今
。

目
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
的
に
認
識
し
て
い
る
因
家
な
る
も
の
は
、
法
律
の
宣
言
者
で
あ
り
把
持
者
で
あ
っ
て
、
法
偉
と
い
う
道
具
に

よ
っ
て
集
団
の
構
成
員
（
個
人
ま
た
は
個
人
の
集
団
）
の
権
利
を
護
り
義
務
を
強
制
す
る
一
つ
の
特
殊
団
体
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

国
家
は
宗
教
団
体
に
対
し
て
そ
の
権
利
を
保
障
し
た
り
義
務
を
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
決
し
て
そ
れ
自
体
が
宗
教
団

体
で
は
あ
り
え
な
い
。
同
様
に
、
国
家
は
芸
術
家
や
教
育
者
や
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
創
造
や
交
流
伝
達
に
し
尤
が
っ
て
い
る
人

々
に
対
し
て
、
か
れ
ら
の
権
利
を
擁
護
し
た
り
、
そ
の
義
務
を
宣
言
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
家
自
体
は
決
し

て
文
化
の
創
遣
者
で
も
な
げ
れ
ぱ
教
育
者
で
も
あ
り
え
な
い
。
ま
た
物
的
生
活
資
料
の
生
産
か
ら
分
配
、
交
換
に
至
る
経
済
生
活
の

領
域
で
活
動
し
て
い
る
一
切
の
人
や
そ
の
機
関
に
対
し
て
も
ま
た
、
因
家
は
そ
れ
ら
の
権
利
義
務
の
規
制
者
で
あ
り
う
る
。
も
ち
ろ

ん
、
現
代
に
お
い
て
は
、
国
家
が
経
済
活
動
の
主
宰
者
と
し
て
白
ら
義
務
を
負
担
し
た
り
権
利
を
主
張
し
た
り
す
る
経
済
主
体
と
し

て
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
姿
も
し
ぱ
し
ぱ
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
活
動
す
ら
、
自
ら
の
定
立
し
た
法
に
基
づ
き
、
そ
れ
に

し
た
が
っ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
る
ま
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
れ
は
法
的
機
能
を
第
一
義
的
と
す
る
近
代
国
家
に

関
す
る
限
り
、
第
二
義
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
り
。
む
し
ろ
国
家
の
本
質
を
そ
こ
な
う
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
の
本
来

の
は
た
ら
き
は
監
督
者
で
は
あ
っ
て
も
執
行
者
で
は
な
い
。
げ
だ
し
、
国
家
は
国
民
生
活
を
規
制
し
秩
序
づ
げ
る
た
め
の
権
利
義
務

の
枠
は
創
る
げ
れ
ど
も
、
生
活
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
ポ
リ
ス
は
こ
れ
と
全
く
異
る
性

格
を
も
っ
集
団
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
化
と
国
家
と
の
分
化
以
前
の
杜
会
で
あ
る
。
単
な
る
権
力
的
統
治
団
体
で
は
な
く
て
、
戦
士
団



体
で
も
お
り
祭
儀
団
体
で
も
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ト
ソ
や
ア
リ
ス
ト
プ
レ
ス
の
眼
前
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
ギ
リ
シ
ァ
の
杜
会
は
、

す
で
に
一
大
転
換
期
に
入
っ
て
い
た
。
流
通
経
済
は
目
覚
ま
し
く
発
展
し
、
商
工
業
的
企
業
活
動
に
よ
る
個
人
的
私
的
貨
殖
の
盛
行

に
よ
っ
て
、
ポ
リ
ス
は
も
は
や
昔
目
の
ポ
リ
ス
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
国
家
の
防
衛
は
傭
丘
ハ
の
仕
事
で
あ
り
、
戦
争
請
負
人
の
ビ

ジ
ネ
ス
に
な
っ
て
い
た
。
巨
大
な
個
人
的
財
富
が
ポ
リ
ス
の
政
治
を
私
的
個
人
の
取
引
の
場
に
堕
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
一
般
市
民

も
ポ
リ
ス
の
公
共
的
団
体
生
活
か
ら
解
放
せ
ら
れ
、
ほ
し
い
ま
ま
に
各
自
の
生
活
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
古
い
ポ
リ

ス
的
秩
序
は
、
成
長
し
て
く
る
私
的
個
人
の
解
放
に
よ
っ
て
、
す
で
に
自
解
作
用
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼

ら
は
人
倫
の
理
想
の
姿
を
古
い
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
に
求
め
、
華
や
か
だ
っ
た
過
去
の
ポ
リ
ス
に
当
為
の
範
型
を
見
出
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
人
問
の
根
木
的
存
在
性
格
が
杜
会
的
共
同
存
在
で
あ
る
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
貴
重
な
洞
察
を
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
し
た
。
こ
れ
が
、
よ
り
本
質
的
な
も
の
に
近
い
含
蓄
を
も
っ
た
「
共
同
的
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ぺ

物
」
（
昌
８
ぎ
一
邑
目
岸
昌
）
と
い
う
表
現
を
得
る
ま
で
に
は
、
ボ
リ
ス
的
人
問
の
立
場
か
ら
脱
却
し
て
世
界
市
民
と
し
て
の
自
覚
に
ま

で
至
り
っ
い
た
ス
ト
ァ
学
派
の
ク
リ
シ
ッ
ボ
ス
（
Ｏ
マ
逆
君
鼻
ｏ
．
轟
◎
べ
．
８
ｏ
巾
り
）
の
出
現
を
ま
た
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
の
自
覚
は
ス
ト
ァ
の
人
人
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
そ
れ
よ
り
古
く
、
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

ユ
ニ
コ
ス
学
派
や
エ
ピ
キ
ュ
リ
ァ
ソ
達
に
よ
っ
て
も
ひ
と
し
く
抱
か
れ
て
い
た
観
念
彩
態
で
あ
る
、
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

ボ
リ
ス
に
お
げ
る
個
人
で
あ
り
、
ボ
リ
ス
に
従
属
す
る
個
人
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
ポ
リ
ス
的
秩
序
か
ら
脱
却
を
試
み
、
反
抗
を
企

て
る
個
人
で
あ
っ
て
、
国
家
の
外
に
、
あ
る
い
は
因
家
を
超
え
て
存
在
す
る
独
白
な
人
間
集
団
と
し
て
の
「
杜
会
」
に
お
け
る
個
人

で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
正
養
の
場
は
つ
ね
に
、
超
旧
家
・
超
礼
会
的
ポ
リ
ス
の
上
に
柳
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た

　
　
正
義
の
扱
い
手
と
し
て
の
国
家
と
祉
会
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
四
三
七
）

●



　
　
立
命
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三
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（
６
）

が
っ
て
厳
密
に
い
え
ぱ
、
こ
こ
で
は
変
革
の
事
実
は
あ
っ
て
も
変
革
の
思
想
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
プ
ラ
ト
ソ
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
描
い
た
構
図
が
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
崩
れ
ゆ
く
も
の
、
失
わ
れ
た
も
の
が
、
あ
り
し
口
の
完
全
な
る
も
の
に
対
し
て

抱
く
郷
愁
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ボ
リ
ス
的
杜
会
の
危
機
（
。
ま
む
が
哲
人
の
杜
会
批
判
（
。
。
ま
。
）
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既

成
の
杜
会
を
超
え
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
に
止
ま
り
、
そ
れ
に
遠
え
ろ
う
と
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
で
あ
り
、
批
判
の
規

範
（
邑
奪
一
書
）
と
な
っ
た
も
の
は
、
今
や
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
ボ
リ
ス
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
己
。
印
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二

　
中
世
の
、
そ
し
て
中
世
以
後
の
西
欧
に
お
げ
る
観
念
彩
態
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
等
閑
視
す

る
わ
げ
に
い
か
な
い
。
私
は
前
節
で
は
専
ら
ギ
リ
シ
ア
の
ボ
リ
ス
に
、
つ
い
て
の
べ
た
げ
れ
ど
も
、
省
情
は
古
代
イ
タ
リ
ア
に
お
げ
る

ｂ
ざ
辻
§
勾
◎
§
ｓ
ミ
ｓ
に
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
古
代
都
市
－
１
国
家
が
崩
壊
し
た
跡
を
う
げ
て
成
立

し
た
巨
大
な
集
権
国
家
、
い
わ
ゆ
る
－
冒
肩
ユ
目
昌
射
◎
冒
彗
目
旨
の
中
の
一
都
市
と
し
て
、
歴
史
の
中
に
埋
没
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
集
権
的
大
帝
国
も
、
徐
徐
に
封
雄
的
地
方
分
権
制
に
推
移
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
因
時
代
の
法
律
的
財
政
的
組
織
は
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
１
一

全
に
減
落
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
、
封
建
的
下
臣
や
農
奴
に
と
っ
て
は
、
彼
等
の
領
主
が
「
正
義
」

で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
帝
国
の
法
廷
は
何
物
も
意
味
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
中
世
１
」
と
呼
ぼ
れ
る
西

欧
杜
会
を
単
純
一
様
な
封
建
杜
会
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
強
力
な
政
治
権
力
の
欠
如
が
人
人
を
し
て
様
様
な
方
式
に
よ
る
杜
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

統
制
を
可
能
に
し
て
い
た
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
杜
会
組
織
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
内
部
に
幾
多
の
対
立
抗
争
の
契

機
が
伏
在
し
て
い
た
こ
と
は
見
易
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
不
和
抗
争
を
調
停
し
栽
断
を
与
え
て
一
定
の
秩
序
に
ま
で
督
ら
す



這
る
意
思
と
蔑
言
一
た
主
体
に
欠
げ
て
い
た
と
い
わ
ね
ぱ
雀
な
い
、
更
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
中
世
が
一
部
の
近
代
史
家
を

し
て
「
暗
黒
時
代
一
の
名
を
冠
し
て
呼
ぱ
し
め
た
程
の
複
穫
奇
な
葛
警
孕
ん
で
い
た
原
因
の
有
力
を
の
の
一
っ
と
し
て
、
当

時
の
キ
リ
ス
ト
教
会
が
も
一
て
い
た
特
殊
盗
位
に
つ
い
て
見
逸
し
て
は
な
ら
な
い
。
げ
だ
し
、
教
会
の
組
織
は
平
信
徒
か
ら
地
方

の
司
祭
を
経
て
更
に
高
級
な
権
威
者
よ
乏
至
る
ま
で
、
全
く
現
世
の
政
治
組
織
と
平
行
線
を
描
く
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
で
雲
。

い
な
・
キ
リ
ス
ト
教
会
こ
そ
・
着
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
、
中
世
世
界
の
君
臨
者
で
あ
一
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

徒
使
パ
ウ
一
が
異
邦
人
に
対
し
て
と
一
た
行
動
を
見
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
口
、
幕
国
の
政
治
組
織
は
新
興
宗
教
た
る
キ
リ
ス

ト
教
の
伝
播
に
好
碧
地
讐
提
供
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
一
レ
一
ズ
ム
世
界
に
お
い
て
、
下
層
階
級
の
み
な
ら
ず
、
上
層
階
級
に

ま
で
嚢
し
て
い
た
ス
ー
ア
主
義
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
を
も
っ
教
義
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
弘
布
は
急
速
に
か
っ
杜
会
の
各
僅

亘
一
て
行
わ
れ
ち
も
ち
ろ
ん
・
そ
の
教
説
は
、
信
徒
の
安
住
す
べ
き
神
の
国
と
ン
み
世
の
邦
土
と
を
区
別
し
て
、
一
切
の
現
世
的

統
治
と
没
交
渉
の
態
度
を
と
一
て
行
わ
れ
て
い
た
に
島
ら
ず
、
そ
の
叢
そ
の
も
の
が
、
現
存
の
杜
会
制
度
や
状
態
に
対
す
る
批

評
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
マ
一
帝
票
こ
れ
を
一
種
の
危
険
思
想
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
信
徒
に
対
し
て
惨
酷
な
迫
害

を
加
え
た
こ
と
は
人
の
知
る
晋
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
新
興
宗
教
は
、
や
が
て
第
四
世
紀
末
ま
で
に
は
口
、
一
萬
に
君
臨
し
、

第
七
世
紀
に
は
古
一
－
一
を
敗
減
せ
し
め
て
新
一
－
一
姦
設
し
、
了
ザ
、
の
宮
殿
を
ボ
、
プ
の
宮
殿
と
変
じ
さ
せ
た
の
で
あ

っ
た
；
↓
萬
の
権
察
衰
亡
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
の
各
地
方
を
口
、
一
に
直
結
し
て
い
た
紐
帯
が
断
ち
切
ら
れ
た
と
き
こ

れ
を
混
乱
と
無
秩
序
か
ら
救
い
上
げ
を
の
は
、
実
に
マ
一
教
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
布
教
の
実
践
に
当
っ
て
、
教
父
た
ち
は

信
従
の
日
常
生
活
に
対
す
る
様
様
の
行
為
上
の
規
範
を
与
え
た
た
め
に
、
次
第
に
組
織
的
教
団
を
形
成
し
て
ゆ
き
、
っ
い
に
ヵ
ト
リ

ッ
ク
教
会
な
る
一
大
組
織
に
ま
で
発
展
し
た
。
こ
の
教
会
の
も
つ
超
民
族
的
超
墨
的
性
格
が
、
分
散
的
割
拠
的
中
世
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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四
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九
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立
命
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八
　
（
四
四
〇
）

高
度
の
思
想
的
文
化
的
統
一
性
を
与
え
た
こ
と
は
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
教
会
は
常
人
生
活
に
お
け
る
職
業
、
価
格
、

賃
銀
、
利
息
な
ど
の
経
済
面
か
ら
、
食
事
、
衣
服
、
婚
姻
な
ど
の
人
事
に
至
る
ま
で
、
倫
理
的
な
規
律
を
指
示
し
た
し
、
し
か
も
こ

れ
ら
の
規
範
は
精
神
的
な
い
し
世
俗
的
な
制
裁
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
王
の
下
す
破
門
の
宣
告
は
国
王
に
対
し
て
さ

え
効
果
的
武
器
で
あ
っ
た
し
、
教
義
に
対
す
る
不
服
従
は
目
常
の
杜
会
生
活
や
実
業
面
に
お
い
て
す
ら
罰
せ
ら
れ
た
。
後
に
は
、
し

ば
し
ぱ
、
世
俗
的
法
令
さ
え
教
会
の
名
の
下
に
発
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
聖
職
老
の
説
く
諸
も
ろ
の
禁
欲
条

項
は
人
人
に
よ
っ
て
そ
の
す
べ
て
が
常
に
遵
守
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
僧
侶
や
尼
僧
の
問
で
は
人
間
救
済
の
手
段
と
し
て
、
集

団
的
あ
る
い
は
個
人
的
に
実
践
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
平
信
徒
に
と
っ
て
は
、
実
行
可
能
た
標
準
と
し
て
よ
り
も
、
む

Ｌ
ろ
目
常
的
努
力
の
方
向
を
示
す
理
想
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
現
実
、
殊
に
俗
界
の
推
移
は
、
彼

ら
の
説
く
教
義
そ
の
も
の
も
ま
た
、
こ
れ
に
適
応
し
た
修
正
変
改
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
原
始
キ
リ
ス
ト
教
と

呼
ぱ
れ
る
時
代
の
布
教
に
は
、
格
別
の
ご
ま
か
し
も
な
く
、
救
世
主
は
す
ぐ
に
も
再
臨
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
時
期
が

延
び
る
に
っ
れ
て
、
現
世
的
な
方
策
を
た
て
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
く
な
っ
た
。
特
に
世
俗
的
権
力
に
対
立
し
な
い
よ
う
な
解
釈
を
そ
の

教
義
に
よ
っ
て
与
え
る
こ
と
は
、
教
団
そ
の
も
の
の
運
命
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
山
上
の
垂
訓
」
に
み
ら
れ
る
平
和

綱
領
も
浮
世
の
軍
事
機
構
の
前
に
は
絶
対
的
権
威
は
も
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
が
広
く
信
仰
せ
ら
れ
て
い

く
に
っ
れ
て
、
初
期
の
教
義
は
変
容
を
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
い
わ
ぱ
そ
の
原
理
が
す
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
原
理
に
対
す

る
解
釈
が
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
杜
会
環
境
の
変
化
に
順
応
し
な
げ
れ
ぱ
何
等
の
影
響
も
持
ち
え
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存

在
す
ら
許
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
教
理
に
対
す
る
解
釈
の
変
更
は
全
ヵ
ト
リ
ッ
ク
史
を
通
じ
て
み
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
ロ
ー
マ
教
会
の
俸
大
な
影
響
力
を
継
続
し
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ



Ｏう
　
キ
リ
ス
ト
教
は
Ｏ
◎
易
け
竃
弍
烏
帝
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ミ
Ｎ
膏
８
、
、
ミ
と
し
て
承
認
さ
れ
て
以
来
、
全
中
世
を
通
じ
て
、

ヨ
ー
回
ツ
パ
世
界
に
弘
布
し
、
聖
俗
両
分
野
に
二
旦
っ
て
俸
大
な
勢
力
を
も
ち
つ
づ
げ
て
き
た
。
世
俗
的
権
力
と
精
神
界
の
権
威
と
の

間
に
横
わ
る
対
立
は
、
か
っ
て
キ
リ
ス
ト
自
身
が
与
え
た
ほ
ど
明
確
に
、
現
実
に
お
い
て
は
割
り
切
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

〈
カ
ェ
サ
ル
の
も
の
は
カ
ェ
サ
ル
に
納
め
よ
、
神
の
も
の
は
神
に
１
お
さ
め
よ
Ｖ
と
い
う
聖
句
は
、
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
た
当
時
の
情
況

に
即
し
て
み
れ
ぱ
、
世
俗
的
現
象
に
対
す
る
イ
ェ
ス
の
明
敏
な
洞
察
力
を
物
語
る
以
外
の
も
の
で
な
く
、
淘
に
す
ぐ
れ
た
塞
言
な
の

　
　
　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
と
た
び
一
っ
の
独
立
し
た
「
聖
句
」
と
し
て
神
学
的
釈
義
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
段
に
な
る
と
　
事
態
は
必
ず
し

も
明
確
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
一
体
、
何
が
シ
ー
ザ
ー
の
も
の
で
何
が
神
の
も
の
な
の
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
勢
が
強
大
に
な
れ

ぱ
な
る
ほ
ど
、
人
人
の
問
で
は
そ
の
判
別
は
困
難
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
峯
睾
ｏ
畠
ト
冒
¢
－
易
一
冒
賢
｛
昌
－
目
易
二
）
８
－
畠
・
く
｝
．

庁
ユ
彗
易
な
ど
第
三
世
紀
頃
ま
で
の
ロ
ー
マ
皇
帝
は
み
な
反
キ
リ
ス
ト
教
の
態
度
を
と
り
、
こ
れ
に
対
し
て
戦
を
挑
ん
だ
者
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
信
徒
の
教
会
に
対
す
る
忠
誠
と
国
家
に
対
す
る
そ
れ
と
の
対
立
が
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
は
、
両
者
の
経
済
的
対
立
や
軍
隊
の
離
反
に
対
す
る
杷
倶
が
横
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
汰
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
第
四
世
紀
以
後
は
問
題
の
中
心
が
、
外
側
に
相
対
時
す
る
も
の
の
抗
争
対
立
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
も
の
の

内
部
に
お
け
る
世
俗
的
優
越
の
争
い
に
ま
で
変
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
国
家
は
終
極
的
権
威
で
な
く
、
そ
れ
が

神
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
疑
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
間
題
は
神
の
権
威
の
地
上
的
表
現
が
ど
こ
に
お

か
れ
て
い
る
か
に
あ
る
。
神
の
正
義
を
担
う
も
の
は
果
し
て
国
家
な
の
か
教
会
な
の
か
。
こ
の
権
威
論
争
こ
そ
中
世
の
政
治
の
杜
会

理
論
の
焦
点
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
ワ
、
両
者
の
政
治
的
経
済
的
実
力
を
互
い
に
反
映
し
っ
っ
幾
多
の
推
移
を
み
せ
て
展
開
し
た
も

　
　
正
義
り
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
杜
会
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
四
四
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
四
四
二
）

　
　
　
　
（
４
）

の
で
あ
っ
た
、

　
俗
世
の
目
的
は
国
家
に
属
し
、
永
遠
な
る
そ
れ
は
教
会
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
一
体
、
現
世
的
な
も
の
、

此
岸
に
属
す
る
も
の
と
は
何
な
の
か
と
い
う
間
題
に
つ
い
て
、
一
つ
の
定
説
な
い
し
通
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
与
え
た
の
は
弓
テ

◎
昌
富
ト
｛
巨
竈
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
杜
会
的
動
物
で
あ
る
。
」
か
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
使
徒

で
お
る
の
み
な
ら
ず
ノ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
使
徒
と
し
て
も
忠
実
に
こ
の
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
　
「
し
た
が
っ
て
、
人
は
罪
の

な
い
状
態
に
お
い
て
も
、
即
ち
堕
落
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
杜
会
に
お
い
て
生
活
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
数
の
個
人

の
共
同
的
杜
会
生
活
は
、
彼
ら
を
し
て
共
同
の
善
を
な
さ
し
め
る
た
め
の
何
ら
か
の
統
制
者
が
存
在
し
な
い
わ
げ
に
は
い
か
な
い
で

　
　
（
５
）

あ
ろ
う
。
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
は
、
国
家
も
ま
た
神
の
創
造
的
秩
序
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
問
存
在
に
と
っ
て

は
本
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
国
家
は
所
詮
教
会
の
中
に
吸
収
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
べ
き
も
の
だ
と
か
、
そ
れ
自
身
の
稜
極
的
機
能
は

持
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
か
い
っ
た
考
え
は
な
か
っ
た
。
ｇ
ｏ
け
ト
長
易
ま
目
に
と
っ
て
は
、
因
家
は
人
問
の
堕
罪
に
よ
っ
て
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

に
な
っ
た
鳥
ｏ
窃
ｇ
。
胃
＜
望
昌
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
は
、
国
家
は
教
会
以
前
に
存
在
し
て
お
り
、
一
っ
の
自
然
的

秩
序
と
し
て
そ
れ
自
体
の
機
能
を
も
ち
、
教
会
と
共
存
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
共
同
の
善
を
実
現
し
推

進
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
機
構
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
共
同
体
の
善
ぎ
生
活
の
た
め
に
は
、
次
の

三
っ
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
共
同
体
に
は
平
和
な
る
統
一
が
実
現
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
の
二
は
、
平
和
の

絆
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
共
同
体
は
善
き
行
為
に
導
か
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
三
に
は
、
統
治
老
の
精
励
に
よ
っ
て
、
善
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

生
活
の
た
め
に
必
要
な
物
資
が
十
分
に
提
供
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
彼
に
あ
っ
て
は
、
国
家
も
杜
会
も
と
も
に
神
の

意
思
に
よ
る
創
造
秩
序
で
あ
る
。
政
府
は
共
同
体
内
部
の
平
和
を
確
保
し
こ
れ
を
防
衛
し
、
市
民
の
道
徳
生
活
を
促
進
す
る
た
め
に



存
在
す
る
の
で
あ
る
・
こ
の
点
・
彼
の
立
一
一
は
ア
ー
ス
ー
テ
一
ス
と
殆
ん
ど
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
，
し
た
が
つ
て
、
彼
竃
家
の
積

極
的
機
能
を
認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
、
十
八
、
九
世
紀
の
自
由
放
．
任
主
義
の
国
家
観
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う

ま
で
差
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
・
さ
れ
ぼ
と
い
一
て
、
二
十
世
紀
の
全
体
主
蓄
家
観
と
同
目
に
談
ず
る
わ
げ
に
も
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
ぺ
る
ほ
ど
彼
妻
た
個
人
と
共
同
体
と
の
関
係
を
有
機
体
に
な
ぞ
ら
え
て
分
肢
と
全
体
と
の
関
係
一
。
、
、
。
、
．
。
、
箏
、
臼
。
、
、
。
ブ
目
目
胴
一

で
説
い
て
い
る
場
合
皇
る
の
で
あ
る
が
、
国
家
を
道
徳
の
原
理
と
に
正
邪
真
偽
の
唯
一
の
判
定
者
と
す
る
よ
う
な
絶
対
主
義
雷

家
至
上
主
藷
な
全
体
主
義
者
流
の
国
家
観
に
立
一
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
げ
だ
し
、
彼
は
そ
の
構
成
員
に
対
し
て
も
っ
国
家
の

権
利
を
絶
対
の
も
の
と
は
見
て
い
な
い
か
ら
で
雲
。
人
問
の
超
自
然
的
運
命
と
教
会
の
立
場
に
対
す
る
彼
の
信
念
は
、
国
家
を
絶

対
視
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
一
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
一
て
実
定
法
は
抽
象
的
な
自
然
法
の
要
請
を
現
世
の
制
裁
に
よ
つ
て
明
確
な

も
の
に
限
定
し
・
支
持
す
る
機
構
を
も
っ
も
の
で
お
る
。
と
い
一
て
、
着
ゆ
る
自
然
法
上
の
要
票
す
べ
て
法
律
に
具
体
化
さ
れ
て

い
る
わ
げ
で
は
な
い
・
「
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
は
、
そ
れ
が
自
然
の
法
に
由
因
す
る
か
き
り
に
お
い
て
ポ
箏
と
し
て
の
性
質
を
具
え
て

い
る
・
ヒ
そ
れ
が
自
然
法
と
両
立
し
え
な
い
よ
－
な
場
合
は
、
そ
れ
は
法
で
な
－
て
、
悪
法
で
あ
る
。
一
実
定
法
弍
す
る
こ
う
、

し
た
見
解
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
も
の
は
・
当
然
に
「
反
抗
権
一
あ
る
い
は
「
革
命
権
一
と
い
つ
た
も
の
の
許
容
で
あ
る
Ｃ
す
な
わ
ち

悪
法
尋
も
の
は
「
暴
君
一
で
告
、
そ
の
地
位
と
権
力
を
濫
用
し
た
罪
は
当
然
に
廃
位
に
値
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
ト
マ
、
に

と
一
て
は
・
篭
ゆ
る
合
法
的
な
権
威
は
神
に
根
源
す
る
も
の
で
莞
が
、
同
様
に
、
主
権
は
人
着
由
因
す
る
も
の
で
あ
る
治

配
者
は
人
民
の
代
表
者
で
な
－
て
養
ず
、
君
主
は
共
同
体
の
場
に
立
つ
と
き
に
お
い
て
の
み
合
法
的
権
能
を
も
ち
う
る
の
パ
山
一
、

巧
芒
て
い
か
な
る
政
体
が
・
票
人
の
た
め
一
差
め
給
－
た
も
の
で
お
る
か
は
、
彼
高
確
、
一
説
い
て
い
る
わ
げ
で
は
な
、
が

い
ず
れ
亡
モ
・
票
姦
会
の
一
部
門
と
考
え
た
り
、
法
王
の
代
理
者
と
見
故
し
て
い
な
か
つ
た
こ
と
け
裏
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
四
四
三
）

　
　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
杜
会
（
高
橋
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
（
四
四
四
）

し
な
が
ら
、
他
面
に
お
い
て
、
教
会
が
独
自
の
杜
会
と
し
て
、
人
問
を
超
自
然
的
超
現
世
的
目
的
に
ま
で
救
扱
す
る
も
の
と
し
て
の
、

よ
り
優
越
せ
る
尊
厳
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
こ
と
も
、
彼
の
著
述
の
全
面
に
亘
っ
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国

家
と
教
会
、
こ
の
両
つ
の
杜
会
の
関
連
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
も
決
し
て
容
易
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
観
念
的
に
は
、
国
家
の
所
管
は
物
質
的
現
世
的
事
項
で
あ
り
、
教
会
の
そ
れ
は
彼
岸
的
福
祉
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
問
の

目
的
は
唯
一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
彼
岸
的
目
的
で
あ
る
と
信
ず
る
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
点
の
明
確
な
裁
断
が
で
き
か
ね
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
の
妥
協
的
態
度
が
導
か
れ
る
。
彼
は
教
会
と
国
家
の
緊
密
な
協
力
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
協
力
は
、
人
問
が
そ
の
唯
一
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
こ
れ
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に
、
経
済
、
立
法
そ
の
他
あ
ら

ゆ
る
行
動
に
お
い
て
、
国
家
の
側
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
と
い
う
留
保
は
つ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、
両
者
が
そ
の

地
位
と
権
能
に
っ
い
て
調
和
あ
る
連
関
を
保
ぢ
相
互
に
尊
重
し
合
う
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
理
想
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

三

　
私
は
さ
き
に
、
ト
マ
ス
の
政
教
並
行
の
教
理
は
定
説
な
い
し
通
説
の
よ
う
な
地
位
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
正
し
く
は

次
の
よ
う
に
言
い
な
お
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
理
論
が
全
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
定
説
化
し
た
の
は
、
彼
の
死
後
数
年
を
経
た
後

の
こ
と
で
、
彼
の
在
世
当
時
は
、
多
数
の
説
の
中
の
一
っ
で
あ
っ
て
、
今
目
で
は
保
守
的
所
説
で
あ
る
と
見
傲
さ
れ
て
い
る
彼
の
理

論
も
、
当
時
で
は
む
し
ろ
革
新
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
彼
の
教
団
か
ら
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
の
属
す
る
ド
、
ミ
ニ
ヵ
ソ
の
中
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

さ
え
、
彼
に
対
す
る
批
判
は
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、
し
か
し
な
が
ら
、
ト
マ
ス
の
政
教
並
行
理
論
も
全
教
会
吏
的
な
、
広
義
の



中
世
史
的
視
野
｝
」
お
い
て
み
る
と
き
は
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
も
何
ん
で
も
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
教
的
地
位

を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
さ
き
に
あ
げ
た
マ
タ
ィ
伝
の
聖
句
が
文
字
通
り
素
直
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス

ト
教
は
俗
権
の
中
に
容
易
に
入
り
込
み
え
た
と
い
え
よ
う
。
　
「
権
威
論
争
」
の
必
要
が
生
れ
て
ぎ
た
の
は
、
教
会
の
発
展
が
皇
帝
の

権
力
を
脅
か
す
程
度
に
ま
で
伸
張
し
た
段
階
に
お
い
て
必
然
的
に
招
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
こ
の

並
行
の
教
義
は
ト
マ
ス
を
ま
っ
ま
で
も
な
く
、
早
く
も
法
王
０
９
男
一
畠
Ｈ
（
お
Ｎ
、
饒
）
が
明
確
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
い
わ
れ
て
い

（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

る
。
国
家
の
権
威
（
『
。
電
豪
君
蚕
↓
色
は
法
的
権
威
を
主
と
し
て
、
道
徳
的
宗
教
的
機
能
は
従
属
的
な
も
の
で
あ
り
　
他
方
、
教
会

は
宗
教
的
Ｏ
◎
↓
露
註
の
◎
＆
邑
の
と
道
徳
的
Ｏ
◎
試
ｇ
・
↓
塞
官
『
オ
畠
Ｏ
饒
旨
武
と
教
育
的
文
化
的
Ｏ
◎
箒
９
麸
ま
Ｏ
唱
畠
の
三
つ
の
力
を

聖
職
者
の
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
対
置
し
、
国
家
と
教
会
と
は
全
世
界
の
治
配
を
両
分
し
て
一
種
の
身
四
、
。
耳
を
形
成
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
の
教
説
は
、
い
わ
ぱ
、
そ
れ
は
政
教
同
格
論
で
あ
り
、
並
行
主
義
の
理
念
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
お
の
お
の
の
権
威
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
領
域
に
お
い
て
独
自
の
権
威
老
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
他
の
分
野
に
お
い
て
は
相

互
に
依
存
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
己
の
領
域
で
活
動
す
る
限
り
そ
れ
ぞ
れ
同
格
で
あ
り
、
他
の
領
域
で
の
活
動
に
関
す
る
限

り
で
は
相
互
に
依
存
し
合
う
と
い
っ
た
見
事
な
均
衡
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
均
衡
の
理
論
は
そ
れ
が
し
ば
し
ぼ
陥
入
る
運
命
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
実
の
勢
力
的
均
衡
の
上

に
成
立
し
て
い
た
均
衡
の
理
論
は
、
現
実
の
動
揺
と
と
も
に
動
揺
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
理
論
的
動
揺
の
可
能
性
は
ゲ
ラ
シ

ウ
ス
自
身
の
中
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
審
判
に
お
い
て
聖
職
老
こ
そ
一
切
の
責
務
を
担
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政

教
両
者
は
責
務
の
点
か
ら
い
っ
て
、
後
者
が
重
い
と
い
う
留
保
を
そ
の
同
格
論
に
つ
げ
足
す
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
は
、
さ
す
が

ト
マ
ス
の
先
雛
者
で
あ
る
と
い
わ
ね
ぼ
な
る
ま
い
が
、
実
は
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
も
ト
マ
。
ス
も
共
に
僧
侶
と
し
て
の
自
己
の
現
世
的
立
場
を

　
　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
杜
会
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
四
四
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
四
四
六
）

忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
必
然
的
な
態
度
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
ロ
ー
マ
が
き
ず
き
あ
げ
た
地

中
海
世
界
の
全
体
的
統
一
杜
会
は
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
『
窃
Ｏ
巨
暫
－
Ｓ
Ｏ
～
宕
け
蟹
§
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
共
同

体
の
上
に
二
つ
の
権
威
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
、
教
会
と
国
家
が
同
じ
拡
が
り
の
上
に
、
同
じ
成
員
を
も
っ
て
存
在
す
る
と
い
う

事
実
、
そ
こ
に
困
難
が
生
じ
次
い
道
理
は
な
い
。
そ
の
目
的
が
彼
岸
に
あ
る
の
と
此
岸
に
あ
る
の
と
の
相
異
が
あ
る
と
は
い
え
、
同

一
の
対
象
に
君
臨
す
る
二
つ
の
主
権
が
そ
の
至
高
性
を
競
う
に
至
る
道
程
は
ま
こ
と
に
見
場
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、

よ
り
偉
大
な
責
務
を
も
っ
と
せ
ら
れ
聖
職
者
の
権
威
が
そ
の
優
越
の
地
位
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
当
然
だ
っ
た
と
も
い

え
よ
う
。
法
王
グ
レ
ゴ
リ
ー
七
世
（
９
品
◎
｛
く
目
）
か
ら
ボ
ニ
フ
ニ
ー
ス
八
世
（
射
・
邑
～
８
＜
冒
）
に
至
る
約
一
世
紀
半
（
－
旨
〒
お
８
）

く
ら
い
の
問
は
、
僧
侶
が
現
世
的
目
的
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
、
国
家
の
権
威
を
圧
倒
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
教
会
が
現
世
的

法
秩
序
の
世
界
に
容
隊
し
た
．
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
っ
た
と
さ
え
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
民
事
に
つ
い
て
こ

れ
を
み
れ
ぱ
、
寺
院
法
に
よ
っ
て
徴
利
の
禁
止
を
試
み
た
り
、
公
正
価
格
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
し
、
刑
事
面
で
は
、
不
断
の
抗
争

を
っ
づ
げ
て
い
る
貴
族
達
を
神
の
休
戦
と
平
和
の
機
構
に
お
い
て
統
制
し
よ
う
と
し
た
し
、
ま
た
、
国
際
問
題
に
っ
い
て
は
、
国
家

問
の
戦
争
も
政
策
も
条
約
も
、
い
な
国
王
す
ら
も
、
法
王
の
法
廷
（
；
ま
）
に
お
い
て
裁
断
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

最
高
の
権
威
、
至
上
の
正
義
の
担
い
手
は
っ
ね
に
教
会
の
側
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
果
し
て
い
か
な
る
理
論
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ

合
理
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
法
王
イ
ノ
セ
ソ
ト
三
世
（
－
昌
・
８
阜
昌
）
が
彼
の
有
名
な
二
一
〇
二
年
の
教
書
く
く
竃
胃
註
ま
昌
Ｖ
で
、
国
王
の
法
廷
が
正
義
の

実
現
に
惇
る
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
法
王
の
法
廷
で
と
り
お
げ
る
と
い
う
特
権
を
は
じ
め
と
し
て
、
法
王
は

正
義
の
執
行
の
一
般
的
監
督
権
を
も
っ
べ
き
も
の
て
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
、
伝
統
的
並
行
坦
論
を
抱
い
て
い
る
人
人
に
大
き
ｋ



衝
動
を
与
え
た
の
で
雲
が
・
こ
の
主
張
は
イ
ノ
セ
ソ
ー
四
世
一
ぎ
邑
、
く
一
に
お
い
て
覆
決
定
的
姦
さ
で
表
明
さ
れ
た
。
の

で
掌
「
イ
一
ス
．
キ
リ
ス
ト
が
ペ
テ
一
や
そ
の
弟
子
達
に
天
の
王
国
の
讐
与
え
て
一
わ
が
羊
を
牧
せ
よ
一
と
宣
う
た
と
き
、

彼
ら
を
そ
の
代
薯
と
し
給
う
た
の
で
雲
。
こ
の
世
に
は
多
く
の
官
撃
政
府
が
あ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
法
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
も
必
要
が
荒
ぱ
い
っ
で
も
法
王
寄
又
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
と
な
れ
ぱ
裁
判
官
は
い
か
な
る
判
決
を
法
的
午

す
べ
き
か
確
信
の
な
い
も
の
で
菅
、
ま
た
そ
こ
に
は
よ
り
高
級
の
裁
判
も
な
い
し
、
更
に
ま
た
、
下
級
の
浦
は
こ
れ
を
執
行
す

る
こ
と
も
で
差
い
し
・
莞
い
は
そ
の
当
然
な
す
べ
き
正
義
を
行
う
こ
と
を
欲
し
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
、
怠
慢

畜
乏
干
渉
し
た
り
・
こ
れ
を
廃
位
し
た
り
す
る
権
利
は
決
し
て
法
王
の
隷
属
老
で
莞
里
に
は
な
い
と
い
う
主
張
で
、
こ
の

法
王
権
こ
そ
は
「
彼
が
キ
ー
ス
ー
の
代
讐
で
雲
か
ら
持
つ
て
い
る
一
与
る
后
目
、
け
巨
。
。
。
。
け
、
・
。
け
、
・
。
一
。
。
。
く
の
、
。
、
胴
目
一
、
に
近
い

概
念
で
皇
ろ
う
か
一
に
よ
る
も
の
で
、
全
く
封
建
的
隷
属
の
範
曉
か
ら
引
出
さ
れ
た
教
説
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
王
権
は
、

一
種
の
「
神
権
一
と
し
て
・
教
会
は
も
と
よ
り
俗
界
に
雲
着
ゆ
る
権
威
の
走
立
一
て
、
こ
れ
を
改
廃
監
督
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
二
一
フ
丁
ス
八
世
は
一
一
二
〇
二
年
の
教
書
麦
ま
竃
・
葦
雰
。
一
。
・
。
一
曽
、
旨
の
中
で
、
本
質
的
に
は

同
じ
こ
と
で
雲
が
・
よ
り
調
一
彩
の
主
張
を
し
て
い
迎
彼
に
よ
れ
ぱ
、
地
上
の
権
能
は
霊
界
の
そ
れ
に
よ
つ
て
判
断
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
が
・
霊
界
の
権
能
は
た
だ
神
に
よ
一
て
の
み
判
決
さ
れ
る
。
こ
れ
は
聖
ベ
テ
ロ
と
そ
の
弟
子
達
に
与
え
給
う
た
神

の
言
葉
に
よ
る
葦
§
幕
ｇ
。
募
で
雲
。
法
王
は
教
倉
お
げ
る
至
上
者
で
菅
、
救
誓
教
理
は
彼
に
属
し
て
い
る
。
更
に

両
っ
の
大
権
享
蔓
一
邑
も
教
会
に
属
し
て
い
る
と
す
る
が
、
機
能
上
の
区
別
は
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
俗
界
の
毒
は
実

際
に
は
僧
職
に
よ
一
て
行
わ
れ
な
い
で
、
僧
侶
の
指
令
と
許
可
と
に
よ
一
て
里
が
こ
れ
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
い

霊
的
権
能
が
よ
り
高
度
の
も
の
で
青
、
低
級
な
も
の
が
高
級
を
の
に
従
属
す
る
と
い
う
秩
序
こ
言
然
の
一
般
的
莞
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
四
四
七
）

　
　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
社
会
（
高
橋
）

■

●



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
（
四
四
八
）

る
つ
こ
の
よ
う
な
ポ
ニ
フ
ニ
ー
ス
の
教
説
か
ら
は
、
も
は
や
い
か
な
る
形
の
双
頭
政
治
（
ｏ
着
己
く
）
も
あ
り
え
な
い
。
ゲ
ラ
シ
ウ
ス

的
理
論
は
竃
四
巨
〇
一
－
罵
オ
昌
で
あ
り
、
悪
の
原
理
と
善
の
原
理
を
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
排
撃
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
少
く
と

も
理
論
的
に
。
は
、
一
切
の
人
間
生
活
が
教
会
の
法
廷
や
官
署
を
通
じ
て
機
能
す
る
法
王
の
最
高
主
権
の
下
に
、
唯
一
の
－
賢
９
三
§

に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
び
無
差
別
的
統
一
と
単
一
の
統
制
的
権
威
と
を
も
っ
た
全
能
の
「
杜

会
Ｈ
国
家
」
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
理
論
闘
争
の
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
や
ロ

ー
マ
の
「
都
市
Ｈ
国
家
」
の
よ
う
に
現
実
に
集
約
的
権
威
に
よ
っ
て
一
切
の
生
活
を
統
制
で
き
た
わ
げ
で
は
な
か
っ
た
。
歴
代
の
法

王
が
夢
見
た
神
権
政
治
も
現
実
に
成
就
し
た
わ
げ
で
は
な
か
っ
た
。
ボ
ニ
フ
ェ
ー
ス
八
世
と
フ
ラ
ソ
ス
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
（
勺
匡
号

弓
ざ
勺
亭
）
の
抗
争
も
、
理
論
上
は
と
も
か
く
も
、
現
実
的
に
は
、
範
囲
は
狭
か
っ
た
が
国
王
権
の
方
が
範
囲
の
広
大
な
教
会
の
そ

れ
よ
り
も
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ボ
ニ
フ
ニ
ー
ス
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
の
論
争
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
げ
る
そ
の
後
の
杜
会
的
政
治
的
理
論
の
発
展
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
へ
の
文
字
通
り
中
世
プ
ロ
バ
ー
の
時
代
こ
そ
は
一
面
混
乱
の
時
代
で
あ
る
と
と
も
に
他
面
に
お
い
て
は

新
し
い
も
の
の
胎
動
発
芽
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
双
頭
政
治
の
原
理
で
あ
ろ
う
と
法
王
至
上
権
に
も
と
づ
く
神
権
政
治
の
理
論
で

あ
ろ
う
と
、
そ
の
馬
名
巨
９
－
Ｓ
Ｏ
～
オ
巨
箏
～
は
理
論
的
所
産
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ぱ
支
配
的
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

の
杜
会
的
現
実
の
姿
は
、
更
に
複
雑
な
事
実
を
含
み
要
因
を
発
展
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
西
欧
杜
会
の
「
近
代
」
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

展
開
を
見
る
た
め
に
は
、
次
の
二
っ
の
事
実
に
注
目
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
一
当
時
の
知
識
階
紙
で
あ
っ
た
僧
侶
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

よ
っ
て
説
か
れ
た
理
論
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
単
一
の
世
界
共
同
体
の
実
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
恰
も
、
霊
界
に
お
い
て
た
だ

一
っ
の
司
８
－
霧
雷
（
教
会
）
が
あ
る
よ
う
に
、
地
上
に
お
い
て
は
唯
一
の
射
晶
目
目
冒
（
帝
国
）
が
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
思
想
で
お
る
。



し
か
し
現
実
は
彼
ら
の
理
論
の
よ
う
に
一
筋
で
は
な
か
っ
た
つ
少
く
と
も
西
欧
各
地
に
は
領
土
的
宗
教
的
冨
囚
昌
が
存
在
し
て
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
の
王
達
は
そ
の
王
国
の
皇
帝
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
英
王
リ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
を
「
．
彼
の
領
土
に
お

け
る
全
き
皇
帝
」
（
ま
¢
９
亭
０
０
８
肩
。
冒
亀
巨
。
。
篶
竺
冒
）
と
人
が
呼
ん
だ
よ
う
に
、
少
く
と
も
彼
ら
の
特
定
の
Ｈ
昭
目
目
昌
中
に
は
教

会
的
世
界
帝
国
の
手
の
と
ど
か
な
い
局
地
的
射
賢
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
れ
を
実
現
す
る
だ
け
の
実
力
を
具
え
て

き
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
素
が
十
六
世
紀
を
通
じ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
に
伴
っ
て
強
力
な
君
主
国
家
を
っ
く
り

あ
げ
、
新
し
い
国
民
国
家
を
興
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
史
の
道
を
拓
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
に
お
げ
る
そ
れ

は
、
ま
だ
「
国
民
国
家
」
だ
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
げ
だ
し
、
そ
れ
は
「
国
家
」
（
Ｏ
Ｏ
葦
Ｏ
）
の
雛
型
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）
　
　
）

（
雰
葦
ｏ
）
の
天
国
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
二
上
に
の
べ
た
こ
と
と
関
連
し
て
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
注
目
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

惹
く
事
実
は
身
分
階
級
の
問
題
で
あ
る
。
　
「
全
き
皇
帝
」
と
い
わ
れ
る
国
王
た
ち
も
、
そ
の
内
部
に
は
っ
ね
に
自
已
の
競
争
者
と
し

て
の
三
っ
の
階
級
を
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
っ
は
僧
侶
で
あ
っ
て
、
当
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
（
Ｏ
ぎ
『
争
Ｏ
邑
き
轟
竺

は
、
例
え
ぱ
８
ｇ
窃
置
＞
目
胴
饒
８
目
～
で
あ
る
と
か
、
８
９
窪
雪
○
凶
…
ｓ
§
と
い
っ
た
よ
う
な
領
地
的
分
派
を
も
っ
て
お
り
、
そ

れ
ら
は
民
事
上
刑
事
上
の
事
件
に
つ
い
て
国
王
の
法
廷
を
忌
避
す
る
特
権
を
主
張
し
、
も
し
そ
の
要
求
が
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
こ

れ
を
法
王
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
事
情
は
し
か
し
単
純
で
な
く
、
国
王
は
自
已
の
自
由
を
護
る
た
め
に
法
王

と
結
び
っ
い
て
地
元
の
教
会
と
対
抗
し
た
場
合
も
あ
る
し
、
有
利
な
僧
職
任
命
権
や
課
税
権
を
法
王
の
手
に
渡
さ
な
い
た
め
に
、
む

し
ろ
地
元
の
教
会
と
結
ん
で
法
王
に
対
抗
し
た
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
は
、
封
建
貴
族
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ

の
所
領
地
に
お
い
て
は
全
く
主
権
者
と
し
て
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
連
合
勢
力
は
つ
ね
に
国
王
の
有
力
な
ラ
イ
バ
ル
と

し
て
そ
の
権
威
を
あ
ら
そ
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
三
と
し
て
、
８
昌
昌
昌
毒
黒
＄
の
存
在
が
あ
る
。
地
方
的
共
同

　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
社
会
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
四
四
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
（
四
五
〇
）

体
、
と
く
に
都
市
に
お
げ
る
市
民
層
は
市
政
府
の
自
治
を
要
求
し
、
各
種
の
商
人
組
合
や
職
人
組
合
を
結
成
し
て
、
そ
の
財
力
に
物

を
い
わ
せ
、
時
に
は
貴
族
階
級
と
手
を
に
ぎ
っ
て
国
王
に
対
抗
す
る
有
力
な
集
団
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
も

の
が
、
時
に
は
協
力
者
で
も
あ
っ
た
が
、
国
王
の
対
抗
勢
力
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
穿
蟹
試
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
世
に

お
け
る
王
国
を
「
身
分
Ｈ
国
家
」
（
雰
葦
串
○
ｏ
§
。
）
と
乎
ぶ
の
は
そ
の
典
型
的
な
場
合
を
指
称
す
る
わ
げ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
構
成

を
も
っ
国
家
に
あ
っ
て
は
、
必
然
的
に
そ
の
権
威
は
分
割
さ
れ
、
杜
会
を
自
ら
の
秩
序
の
下
に
お
こ
う
と
す
る
目
的
の
下
に
、
き
び

し
い
抗
争
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
わ
げ
に
は
い
か
な
い
。
中
世
の
国
家
は
身
分
国
家
と
い
う
げ
れ
ど
も
、
厳
密
な
意
味
で
は
「
国
家
」

と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
多
様
な
杜
会
が
存
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
や
階
級
や
職
業

に
も
と
づ
い
た
僧
侶
団
体
や
貴
族
階
級
や
市
民
杜
会
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
治
的
な
法
秩
序
を
も
っ
て
お
り
、
国
王
と
彼
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

廷
で
、
代
表
さ
れ
る
国
家
の
権
威
は
実
は
片
隅
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
中
世
が
理
論
的
に
一
元
的
神
権
政
体
で
あ
り
な
が
ら
、
事
実
上
は
極
め
て
多
元
的
な
権
威
構
成
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
み

た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
引
き
っ
づ
く
数
世
紀
は
ま
さ
に
そ
の
ア
ソ
チ
テ
ー
ゼ
を
な
す
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
世
界
史

に
お
げ
る
一
転
回
点
で
お
っ
た
と
い
え
る
ル
ネ
サ
ソ
ス
や
宗
教
改
革
の
時
代
は
統
一
的
な
因
民
因
家
の
形
成
へ
向
っ
て
大
き
く
動
い

た
時
代
で
あ
る
，
国
家
は
僧
正
管
区
の
法
や
秩
序
を
擁
護
し
た
し
、
ま
た
管
区
白
体
も
こ
れ
に
結
び
っ
い
て
い
っ
た
。
国
家
は
教
育

や
文
化
の
保
護
老
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
マ
ー
カ
ソ
テ
ィ
リ
ズ
ム
の
旗
を
か
ざ
し
て
経
済
の
領
域
に
ま
で
進
出
し
た
の
で
あ
っ

た
　
こ
こ
で
は
中
世
時
代
と
逆
に
、
国
家
が
祉
会
の
中
に
そ
の
権
威
を
湊
透
さ
せ
だ
し
た
の
で
あ
る
、
士
因
民
国
家
の
形
成
に
向
っ
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

時
代
を
大
き
く
動
か
し
て
い
っ
た
要
因
と
な
っ
た
も
の
は
政
治
・
経
済
・
文
化
の
各
方
面
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
。
凡
そ
、
一
っ
の

時
代
を
し
て
劃
期
的
な
転
換
を
さ
せ
る
歴
史
的
動
因
は
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
惹
き
お
こ
さ
れ
た
内
的
矛
盾
が
次
第
に
集

稜
さ
れ
累
加
さ
れ
て
一
っ
の
時
代
的
趨
勢
を
形
造
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
人
人
の
危
機
意
識
を
呼
び
覚
ま
し
、
新
し
い
時
代
へ
．
の
、
、
、
ユ

ト
回
ギ
ー
が
形
成
さ
れ
、
旧
套
の
打
破
と
新
制
度
建
設
の
実
践
的
努
力
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ァ
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
の
新
し
い
市
場
や
資
源
の
発
見
が
商
業
貿
易
の
発
展
を
育
成
し
、
生
産
力
の
急
速
な
発
展
を
刺
激
し
た
が
、
こ
う
し

た
経
済
的
成
長
を
容
れ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
更
に
こ
れ
を
助
成
す
る
よ
う
な
統
一
的
法
体
系
や
行
政
組
織
を
要
請
し
た
。
ま
た
、
封

建
的
割
拠
制
の
も
っ
経
済
流
通
へ
の
阻
害
や
、
く
り
返
え
さ
れ
る
内
戦
の
悲
惨
、
あ
る
い
は
外
国
の
膨
張
に
対
す
る
抗
争
と
い
っ
た

よ
う
な
事
情
が
、
国
民
感
情
を
昂
揚
さ
せ
た
こ
と
も
見
逸
せ
ま
い
。
旧
い
割
拠
的
分
散
制
度
を
す
て
て
統
一
的
強
力
と
安
定
を
要
望

す
る
民
心
が
絶
対
主
義
王
制
の
成
立
を
支
持
し
容
易
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
時
代
の
傾
斜
を
抑
し
す
す

め
た
の
は
、
一
っ
に
は
、
古
典
の
再
発
見
（
雰
目
募
竃
３
）
で
あ
り
、
政
治
的
に
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
く
射
９
昌
巨
昌
Ｖ

と
呼
ぱ
れ
る
ロ
ー
マ
法
の
復
典
と
流
行
で
あ
っ
た
し
、
二
つ
に
は
、
回
－
マ
の
轟
絆
か
ら
の
脱
却
を
試
み
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
の
運

動
（
寄
｛
昌
昌
葦
昌
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
世
俗
的
国
王
と
の
妥
協
連
合
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
功
的
に
行
わ
れ
た

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
、
教
会
が
臼
ら
の
治
配
者
的
地
位
を
く
。
。
目
昌
冒
易
昌
オ
８
０
易
Ｖ
（
埜
□
ｍ
の
統
治
者
）
な
る
称
号
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

も
に
国
家
の
首
長
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
右
に
概
説
し
た
よ
う
な
諸
過
程
を
経
て
、
中
世
の
「
身
分
１
１
国
家
」
は
国
氏
的
君
主
国
家
へ
の
転
拠
を
と
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
、

ギ
リ
シ
ァ
の
ポ
リ
ス
や
ロ
ー
マ
帝
国
に
み
ら
れ
る
古
典
的
統
一
、
す
な
わ
ち
二
兀
的
抱
括
的
な
企
体
杜
会
の
中
に
人
問
生
沽
の
諦
相

が
結
集
さ
れ
た
よ
う
な
形
態
が
、
そ
の
様
棚
を
変
え
て
再
槻
し
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
ル
ー
テ
ル
的
改
小
の
行
わ

　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
祉
会
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
（
四
五
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
審
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
（
四
五
二
）

れ
た
北
欧
に
お
い
て
は
、
教
会
と
国
家
は
一
つ
の
全
体
杜
会
に
ま
で
重
り
合
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
古
い
ロ
ー
プ
的
主
権
概
念

く
昌
９
・
討
。
・
一
轟
ｖ
が
新
し
い
意
味
合
い
を
も
っ
て
強
調
さ
れ
だ
し
、
中
世
の
「
身
分
Ｈ
国
家
」
は
「
君
主
１
１
因
家
」
（
～
ぎ
８
あ
奪
ｏ
）
に

変
貌
を
と
げ
、
独
裁
的
絶
対
主
義
の
重
み
を
ま
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
イ
デ
ォ
ロ
ー
グ
は
マ
キ
ァ
ベ

リ
（
昌
８
一
◎
峯
弩
巨
彗
ｏ
旨
）
や
ボ
ー
ダ
ソ
（
宕
彗
雰
亀
■
）
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
プ
キ
ァ
ベ
リ
が
そ
の
『
君
主
論
』
の
中
で
強
調
し

た
こ
と
も
、
ボ
ー
ダ
ソ
が
『
国
家
論
』
の
中
で
主
張
し
た
点
も
、
危
度
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
は
い
る
が
、
と
も
に
、
国
家
の
最
高
目

的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
国
民
杜
会
に
統
一
的
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
の
最
高
の
手
段
と
し
て
の
絶
対
的
主
権
の
擁
立
に
あ
っ
た

　
　
　
（
２
）

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
君
主
国
家
の
強
力
な
主
張
の
下
で
、
教
会
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
げ
を
与
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
フ
ッ
カ
ー
（
雪
ｏ
ぎ
ま
｝
◎
◎
ぎ
・
）
の
『
教
会
政
策
』
が
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
教
会
法
の

制
縛
か
ら
脱
却
を
試
み
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ソ
の
立
場
を
代
弁
し
た
彼
の
主
張
は
、
結
局
、
世
俗
的
実
定
法
の
権
威
へ
の
服
従
を
説
く
も

の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
国
家
に
と
っ
て
は
教
会
も
国
家
（
８
旨
冒
昌
老
８
事
）
も
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
国
家
の
全
成
員
は
同
時

に
教
会
員
で
も
あ
る
。
国
家
と
い
い
教
会
と
い
う
も
、
結
局
た
だ
一
っ
の
協
同
体
が
あ
る
だ
げ
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
も
杜
会
に
は

政
府
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
政
府
が
あ
れ
ぼ
そ
こ
に
は
人
定
法
（
実
定
法
）
の
厳
存
を
拒
む
わ
げ
に
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
見
解
の
バ
タ
ー
ソ
は
す
で
に
中
世
紀
に
お
い
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
普
遍
的
世
界
杜
会
が
考
え
ら
れ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
カ
ー
は
国
民
杜
会
な
い
し
国
王
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
、
国
家
主
権

は
教
会
に
対
し
て
も
ま
た
至
上
の
権
威
に
値
い
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
国
王
は
二
っ
の
、
す
な
わ
ち
教
会
と
国
家
と
い
う
異
っ
た
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

国
に
君
臨
す
る
主
権
者
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
十
六
世
紀
は
世
俗
的
世
界
に
お
い
て
政
治
的
に
も
法
的
に
も
絶
対
的
主
権
が
君
臨
し
た
の
み
な
ら
ず
、
緕
神
的
な
い
し



霊
的
世
界
と
い
わ
な
い
ま
で
も
ト
少
く
と
も
教
会
的
世
界
に
も
同
じ
主
権
が
君
臨
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

人
問
の
集
団
的
生
活
彩
式
と
し
て
の
国
家
が
生
成
し
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
家
理
念
も
何

ら
の
抵
抗
な
し
に
形
成
さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
げ
る
チ
ュ
ー
ド
ル
王
朝
は
君
主
国
家
の
一
つ
の
型
で
は
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

議
会
制
度
を
伴
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
十
七
世
紀
を
通
じ
て
、
こ
の
議
会
の
実
力
は
次
第
に
成
長
し
て
い
き

地
方
自
治
制
ま
で
も
伴
っ
て
強
力
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
艀
－
マ
教
会
の
勢
力
圏
に
あ
っ
て
は
、
教
会
は
そ

の
独
自
の
性
格
上
、
独
自
の
伝
統
に
立
つ
権
利
を
も
つ
と
こ
ろ
の
別
杜
会
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
発
展
し
て
い
た
。
例
え
ぱ
、
ス
ベ

ィ
ソ
王
朝
が
宗
教
裁
判
制
度
を
そ
の
治
配
手
段
と
し
て
用
い
て
い
た
当
時
に
お
い
て
さ
え
、
す
で
に
ゼ
ス
ィ
ッ
ト
派
の
フ
ラ
ソ
シ
ス

コ
・
シ
ュ
ァ
レ
ッ
ツ
（
睾
竃
多
８
ｏ
ｏ
§
篶
Ｎ
）
は
そ
の
『
ト
ラ
ク
ト
』
で
一
種
の
杜
会
理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

教
会
が
神
の
創
造
に
も
と
づ
く
８
冒
旨
旨
岸
轟
君
一
ま
ｓ
き
－
昌
苫
饒
ｓ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
騎
士
領
土
や
地
方
共
同
体
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

う
な
世
俗
的
杜
会
集
団
も
ま
た
完
全
な
治
配
能
力
あ
る
も
の
と
し
て
、
国
家
と
同
一
の
範
曙
に
お
い
て
こ
れ
を
み
た
の
で
あ
る
ｃ
さ

ら
に
ま
た
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
支
配
的
で
あ
っ
た
地
域
に
お
い
て
は
、
包
括
的
二
兀
的
国
家
理
念
に
対
し
て
は
反
対
の
空
気
の
強

い
も
の
が
あ
っ
た
。
ヵ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
国
王
は
「
神
の
お
ろ
か
な
る
下
僕
」
に
す
ぎ
な
い
。
神
権
政
治
を
褒
返
え
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
独
裁
政
治
の
体
制
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
包
括
的
一
元
的
た
教
会
の
擁
立
を
欲
し
た
の
で
お
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
概
し
て
少
数
者
の
、
白
由
な
教
会
の
権
利
を
主
張
す
る
諦
宗
派
を
形
成
す
る
方
向
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
セ
ク
ト

が
、
近
代
資
本
主
義
の
生
成
に
あ
た
っ
て
い
か
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
か
は
、
マ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
あ
ざ
や
か
に
描
き
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
後
半
、
早
く
も
フ
ラ
ソ
ス
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
に
よ
る
二
兀
的
絶
対
主
義
的
閨
家

へ
の
抗
小
が
閉
始
さ
れ
て
以
来
、
十
七
世
紀
を
迦
じ
て
、
こ
の
傾
向
は
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ユ
グ
ノ
ー
（
主
長
旨
ｏ
亙
の

　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
杜
会
（
商
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
四
五
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
普
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
四
五
四
）

〈
く
旨
ま
ｑ
罵
Ｏ
◎
昌
量
弓
芦
竃
◎
。
。
ｖ
は
マ
キ
ア
ベ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
駁
論
で
あ
り
、
人
民
の
契
約
的
権
利
の
擁
立
へ
の
主
張
で
も
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
第
十
六
世
紀
に
発
生
し
た
絶
対
主
義
的
君
主
国
家
の
理
念
は
十
八
世
紀
に
お
い
て
も
生
き
っ
づ
げ
て
い
た
。
い
な
、
む
し
ろ
十
八

世
紀
の
後
半
期
に
お
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
啓
蒙
さ
れ
た
専
政
君
主
達
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
完
成
の
頂
点
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ソ
ス
革
命
は
こ
の
鰯
熟
期
に
あ
る
絶
対
主
義
体
制
に
対
す
る
最
初
の
強
力
な
反
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
歴
史
的
現
実
的
成
果
は
、
メ
リ
ェ
（
宕
竃
昌
置
一
胃
）
、
モ
レ
リ
ー
（
＞
す
悪
；
８
冒
冒
冒
ｏ
与
）
、
マ
ブ
リ
ー
（
ｏ
等
ま
一
雰
旨
ｇ
ま

峯
萱
く
）
を
経
て
、
バ
ブ
ー
ブ
（
宰
彗
８
オ
之
。
９
０
昌
８
ブ
易
霊
げ
９
｛
）
に
至
る
一
連
の
啓
蒙
的
共
産
主
義
者
が
希
望
し
た
よ
う
な
徹
底

し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
君
主
権
の
代
り
に
、
あ
る
意
味
で
は
よ
り
包
括
的
二
兀
的
た
性
格
を
も
っ
国
民
主
権
（
一
寡
昌
き
邑
幕
恋

量
ま
量
一
〇
）
が
出
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
国
民
主
権
と
は
、
そ
の
絶
対
的
権
能
が
国
民
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
現
実
は
、
代
表
者
を
通
じ
て
か
、
あ
る
い
は
単
一
の
国
民
投
票
に
よ
っ
て
選

び
上
げ
た
総
督
を
通
じ
て
か
、
彼
が
良
し
と
思
え
ぼ
、
教
会
の
規
制
で
も
、
ギ
ル
ド
の
圧
迫
で
も
労
働
組
合
の
廃
止
で
も
、
教
育
文

化
の
統
制
で
も
何
ん
で
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ぱ
全
能
の
国
家
が
出
現
し
た
わ
げ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
国

民
主
権
の
理
念
こ
そ
、
こ
の
革
命
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
様
な
観
点
か
ら
み

れ
ぱ
、
革
命
も
ま
た
「
啓
蒙
さ
れ
た
専
制
主
義
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
も
っ
他
の
重
要
な
一
面
を
見

逸
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
埋
念
に
も
と
づ
く
国
家
構
成
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
民
主
主
義
に
っ
い
て
の
評
価
は
他
の
場
所
に
ゆ
ず
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
と
ま
れ
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
に
お
げ
る
「
人
権
宣
言
」
は

ア
メ
リ
カ
の
「
独
主
宣
言
」
と
と
も
に
、
近
代
の
窓
を
開
け
放
っ
た
記
念
的
記
録
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
こ



で
わ
れ
わ
れ
の
正
確
な
認
撃
必
要
と
す
る
一
っ
の
問
題
点
を
指
適
し
て
お
か
な
く
て
注
ら
な
い
、
な
る
ほ
ど
「
人
権
宣
一
一
一
一
口
一
は

絶
対
主
義
的
専
醤
家
が
あ
え
て
す
る
か
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
国
家
活
動
に
対
し
て
、
留
保
条
件
あ
る
い
は
除
外
例
を
挙
げ
た
目

録
の
よ
う
を
の
で
は
雲
が
、
こ
の
場
合
、
護
ら
れ
る
べ
き
「
人
権
」
は
「
個
人
」
に
っ
い
て
で
あ
っ
て
、
個
人
の
集
団
す
な
わ

ち
「
杜
会
」
で
は
な
か
っ
た
。
権
力
構
成
の
方
法
こ
そ
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ツ
ク
に
な
っ
た
げ
れ
ど
も
、
国
家
は
依
然
と
し
て
全
体
杜
会

，
籔
げ
る
包
括
的
主
権
の
主
体
で
あ
り
、
唯
一
の
正
義
の
実
現
老
で
あ
る
。
こ
れ
と
並
ぶ
他
の
杜
会
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
中
世
的
な
も
の
、
旧
制
度
的
な
も
の
へ
の
反
動
と
し
て
の
大
革
命
の
、
こ
の
よ
う
な
性
格
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る

の
は
「
宣
言
一
の
第
十
条
で
あ
ろ
灯
∴
一
れ
は
宗
教
上
の
自
由
に
っ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
宗
警
お
げ
る
自
虐
対

し
て
も
・
　
「
法
の
定
め
る
杜
会
秩
序
を
害
わ
な
い
限
り
で
」
と
い
う
留
保
を
っ
げ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

宗
教
的
自
由
は
本
質
的
に
個
人
的
自
由
を
超
え
る
性
格
を
も
っ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
内
面
的
な
信
仰
の
自
由
だ
げ
で
な
く
、
教
育
、

説
得
・
宣
教
活
動
と
い
っ
た
よ
う
た
内
容
を
も
っ
結
杜
の
自
由
こ
そ
、
宗
教
的
自
由
の
杜
会
的
意
義
た
の
で
あ
る
。
宗
教
的
杜
会
に

対
し
て
情
れ
な
い
態
度
を
も
っ
て
臨
ん
だ
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
こ
の
伝
統
は
二
十
世
紀
の
今
目
に
至
る
ま
で
、
そ
の
尾
を
曳
い
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
人
権
の
尊
重
を
精
神
と
し
て
民
主
的
に
組
織
さ
れ
る
げ
れ
ど
も
、
っ
ね
に
一
っ
の
組
織
に
立
っ
「
国
民
Ｈ
国

家
」
の
理
論
で
あ
る
。

第
十
九
世
紀
の
前
半
期
を
特
徴
づ
げ
て
い
る
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
の
思
潮
は
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
に
お
い
て
み
ら
れ
る
そ
れ
と
は
か
な

り
異
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
も
つ
近
代
的
精
神
や
ル
ソ
ー
の
く
、
。
一
。
目
一
。
・
。
仇
目
へ
、
臼
一
。
Ｖ

　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
杜
会
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
（
四
五
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
　
（
第
六
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
（
四
五
六
）

　
（
１
）

の
理
念
の
強
い
影
響
は
み
ら
れ
る
が
、
国
家
な
い
し
民
族
（
＜
ｏ
寿
）
の
背
後
に
峯
時
ｏ
｝
－
彗
を
み
よ
う
と
す
る
一
種
の
詩
的
文
学
的

気
分
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
古
い
時
代
の
チ
ュ
ー
ト
ソ
民
族
の
生
活
を
理
想
化
し
て
描
き
出
す
こ
と

に
は
じ
ま
っ
た
こ
の
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
た
文
学
運
動
は
、
フ
ラ
ソ
ス
帝
国
に
対
す
る
民
族
的
反
感
の
増
大
に
伴
う
自
然
の
勢
い
と
し

て
、
当
代
の
ド
イ
ツ
民
族
そ
の
も
の
の
理
想
化
に
ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
民
俗
民
話
を
つ
く
る
も
の
も
、
民
謡
そ
の

他
の
民
族
音
楽
の
作
者
も
、
民
族
固
有
の
法
を
創
定
す
る
も
の
も
、
さ
ら
に
民
族
の
人
生
観
や
世
界
観
を
創
造
す
る
も
の
も
、
誰
か

れ
の
個
人
で
は
な
く
て
氏
族
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
ま
さ
に
民
族
を
実
体
化
し
、
人
格
化
し
て
み
る
も
の
で

お
り
、
民
族
そ
の
も
の
が
謡
い
踊
り
、
法
を
創
り
、
歴
史
の
展
開
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
民

族
そ
の
も
の
は
未
だ
国
家
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
上
未
か
ら
の
表
現
に
し
た
が
え
ぱ
「
杜
会
」
あ
る
い
は
共
同
体
と
呼

ぱ
れ
る
べ
き
も
の
に
近
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
げ
だ
し
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
国
家
は
す
ぐ
れ
て

法
的
手
段
に
よ
る
治
配
装
置
で
あ
る
と
し
て
、
杜
会
と
区
別
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

民
族
を
実
体
化
し
実
存
化
し
、
さ
ら
に
人
格
化
し
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ソ
テ
ィ
カ
ー
は
、
政
府
と
く
に
統
治
者
（
豪
・
嚢
サ
胃
）
に
お
い

て
実
体
化
し
人
格
化
さ
れ
た
国
家
と
そ
れ
を
容
易
に
同
一
視
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
を

わ
れ
わ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ド
ィ
ッ
の
浪
漫
主
義
的
理
想
主
義
的
杜
会
政
治
思
想
も
そ
の
現

実
的
効
果
と
し
て
は
、
単
一
の
民
衆
投
票
に
よ
っ
て
総
督
あ
る
い
は
皇
帝
と
呼
ぼ
れ
る
支
配
者
に
主
権
を
与
え
る
「
国
民
主
権
」
の

フ
ラ
ソ
ス
的
現
実
主
義
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
く
し
は
こ
こ
で
、
主
と
し
て
彼
の
『
法
哲

（
２
）

学
』
に
し
た
が
っ
て
簡
単
な
概
括
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

　
か
れ
の
道
徳
哲
学
な
い
し
は
政
治
哲
学
の
体
一
ノ
州
に
お
い
て
、
権
利
の
対
象
化
と
し
て
の
法
は
何
よ
り
も
ま
ず
即
目
．
（
彗
屯
９
）
的
な



も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
市
民
的
杜
会
関
係
（
昌
¢
霊
・
鵯
昌
・
ざ
○
鶉
ｏ
昌
。
。
事
筆
）
に
お
げ
る
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
利
害
や

こ
れ
に
連
関
す
る
諸
も
ろ
の
規
制
を
も
つ
産
業
杜
会
は
も
と
よ
り
、
婚
姻
と
か
相
続
と
か
い
っ
た
家
族
的
生
活
関
係
に
至
る
ま
で
の

外
部
的
諸
関
係
を
統
制
す
る
法
制
的
体
系
が
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
権
利
の
対
象
化
と
し
て
の
法
に
お
い
て
、
ま
ず
低

度
の
段
階
の
彩
と
し
て
自
ら
を
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
よ
り
低
い
未
熟
な
形
に
お
け
る
国
家
は
、
欲
求
的
利
害
の

必
然
を
通
じ
て
法
を
産
出
し
、
そ
の
法
に
よ
っ
て
自
已
を
統
制
す
る
と
こ
ろ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
諸
関
係
の
体
系
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
法
こ
そ
は
低
度
段
階
に
お
げ
る
国
家
の
徴
標
で
あ
り
、
そ
の
構
成
力
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
対
自
（
畠
寡
一
９
）

の
位
置
を
占
め
る
も
の
が
道
徳
で
あ
り
、
権
利
の
内
面
的
実
現
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
併
人
的
内
面
的
意
識
の
世
界

で
あ
る
が
、
こ
の
内
面
的
自
律
意
識
と
彩
式
的
法
制
的
体
系
を
綜
合
す
る
却
且
対
自
（
葦
；
ミ
宇
。
。
－
９
）
の
世
界
こ
そ
杜
会
倫
理

（
ｃ
ｏ
葦
ざ
寿
隼
）
で
あ
り
、
人
間
生
活
に
お
け
る
内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の
を
調
和
的
に
規
制
す
る
全
体
系
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
杜
会
倫
理
の
座
と
な
る
も
の
も
ま
た
、
へ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
国
家
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
低
度
の
段
階
に
あ

っ
て
は
法
の
座
で
あ
り
、
高
度
に
発
展
し
た
段
階
に
あ
っ
て
は
杜
会
倫
理
の
座
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
を
道
徳
と
の
綜
合
と

し
て
み
ら
れ
る
段
階
に
お
げ
る
国
家
は
絶
対
精
神
、
永
遠
改
る
意
識
の
実
践
的
機
関
と
し
て
の
民
族
に
お
い
て
実
現
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
さ
に
民
族
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
な
、
む
し
ろ
逆
に
、
氏
族
こ
そ
は
高
度
の
段
階
に
お
げ
る
国
家
と
し
て

自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
民
族
精
神
（
く
ｏ
寿
。
・
砦
写
）
は
国
家
一
般
と
し
て
自
ら
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

更
に
特
殊
的
存
在
と
し
て
自
己
を
規
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
結
局
プ
ロ
シ
ァ
皇
帝
に
お
い
て

顕
現
さ
れ
る
民
族
精
神
が
そ
れ
で
あ
り
、
プ
ロ
シ
ァ
帝
国
こ
そ
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
高
度
の
段
階
に
お
け
る
国

家
形
能
は
よ
り
高
度
の
綜
合
的
統
一
に
お
い
て
実
塊
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
ま
さ
に
行
為
的
個
人
、
信
条
的
意
忠
的
個
人
、

　
　
正
義
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
と
社
会
（
高
橋
）
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四
五
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と
り
も
な
お
さ
ず
君
主
に
お
い
て
最
善
の
も
の
と
し
て
実
現
さ
れ
う
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
皇
帝
は
一
切
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸
関
係

の
上
に
立
ち
、
経
済
的
利
害
の
外
に
立
っ
不
偏
不
党
の
機
関
で
あ
り
、
民
族
的
統
一
の
焦
点
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
右
に
の
べ
た
よ
う
な
私
流
の
概
括
に
大
き
な
誤
解
が
な
い
と
す
れ
ぱ
、
へ
－
ゲ
ル
の
国
家
理
論
は
さ
き
に
の
べ
た
い
わ
ゆ
る

「
杜
会
Ｈ
国
家
」
の
も
っ
と
も
徹
底
し
た
合
理
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
法
と
道
徳
と
の

統
一
と
し
て
の
杜
会
倫
理
の
座
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
神
の
行
為
的
尖
端
と
し
て
の
民
族
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
更
に
、
神
の
機
関
と
し
て
の
君
主
を
頂
く
「
民
族
Ｈ
国
家
」
に
ま
で
展
開
さ
れ
、
つ
い
に
、
民
族
”
国
家
は
神
の
機
関
で

あ
り
、
君
主
は
神
の
使
徒
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
”
君
主
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
絶
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も

は
や
、
人
民
の
民
主
的
な
権
利
も
な
げ
れ
ば
、
個
人
の
市
民
的
権
利
も
な
い
。
人
民
は
す
べ
て
君
主
国
家
の
内
に
吸
収
さ
れ
、
個
人
な

い
し
市
民
は
杜
会
倫
理
の
係
系
と
し
て
の
国
家
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
内
外
両
面
に
お
げ
る
絶
対
性
を
も
っ
も
の
と
し

て
神
格
化
さ
れ
た
国
家
は
、
し
た
が
っ
て
、
国
際
杜
会
を
も
た
な
い
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
げ
だ
し
、
絶
対
的
無
制
約
を
主
張

す
る
因
家
に
、
杜
会
構
成
分
子
と
し
て
そ
の
杜
会
か
ら
課
せ
ら
れ
る
義
務
や
制
約
は
理
論
的
に
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
家
は

す
べ
て
で
あ
っ
て
、
た
だ
一
っ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
ィ
ツ
・
ロ
ー
マ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
帰
結
と
し
て
産
出
さ
れ
た
へ
－

ゲ
ル
の
国
家
哲
学
は
、
民
族
を
客
観
精
神
と
し
て
絶
対
国
家
永
遠
な
る
精
神
の
対
象
化
し
た
も
の
と
す
る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
そ

れ
を
因
家
、
と
く
に
プ
ロ
シ
ァ
的
君
主
国
家
に
特
殊
化
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
行
為
的
機
関
と
し
て
の
民
族
精
神
が
そ

の
生
成
過
程
を
経
て
自
己
を
実
現
し
た
も
の
が
民
族
で
あ
り
、
民
族
は
ま
さ
に
神
自
身
の
時
空
的
働
き
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
民
族
精
神
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
一
切
の
人
問
生
活
を
覆
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
歴
史
的
杜
会
的
に
終
局

的
な
も
の
で
あ
り
、
正
義
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
民
族
精
神
は
絶
対
精
神
の
客
観
的
実
現
者
と
し
て
の
国
家
一
般
で
あ



り
、
こ
れ
が
さ
ら
に
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
プ
ロ
シ
ァ
型
の
君
主
偶
家
に
そ
の
理
想
的
典
型
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
，
わ
れ
わ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
が
目
的
的
に
、
そ
の
弁
証
法
的
論
理
を
巧
み
に
駆
使
し
て
、
意
識
し
て
こ
う
し
た
国
家
理

論
を
組
み
立
て
た
か
否
か
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
当
時
の
プ
ロ
シ
ァ
帝
国
的
現
実
が
そ
の
理
論
の
前
景
に
厳
と
し
て
横
た
わ
っ
て

い
た
事
に
目
を
蔽
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
現
代
の
多
彩
な
諸
思
想
は
、
す
べ
て
へ
ー
ゲ
ル
の
影
響
の
下
に
、
あ
る
い
は
そ
の
方
法
的
摂
取
に
ま
っ
て
、
あ
る
い
は
批
判
的
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

闘
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
逆
に
ま
た
、
古
来
の
諸
思
想
は
へ
－
－
ゲ
ル
に
お
い
て
精
級
荘
厳
な
大
体
系
に

集
成
さ
れ
た
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
上
来
見
て
き
た
よ
う
に
、
公
共
的
正
義
の
担
い
手
と
し
て
、
二
兀
的
包
括
的
な
全
体
杜

会
す
な
わ
ち
国
家
に
そ
の
す
べ
て
の
栄
誉
を
帰
す
る
オ
ー
ソ
ド
ツ
ク
ス
の
考
え
方
は
、
二
千
年
の
西
欧
史
を
一
貫
し
て
い
る
か
に
み

え
る
。
都
市
Ｈ
国
家
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
ボ
ニ
フ
ェ
ー
ス
的
な
教
会
Ｈ
国
家
、
十
六
世
紀
の
マ
キ
ァ
ベ
リ
的
君
主
Ｈ
国
家
、
さ
ら
に

フ
ラ
ソ
ス
革
命
に
み
ら
れ
る
国
民
主
権
の
主
張
に
も
と
づ
く
国
民
１
１
国
家
、
そ
し
て
ド
イ
ソ
．
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
民
族
Ｈ
国
家
の

理
念
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
杜
会
ｎ
国
家
の
理
念
の
多
彩
な
バ
ラ
ィ
ェ
テ
ィ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス

ト
教
の
出
現
か
ら
第
十
七
世
紀
の
ゼ
ス
イ
ツ
ト
や
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
に
至
る
ま
で
、
い
な
、
更
に
現
代
に
至
る
ま
で
、
西
欧
杜
会
思

想
の
変
転
を
見
守
る
も
の
に
と
っ
て
見
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
イ
デ
ォ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

ギ
ー
で
あ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
マ
タ
ィ
伝
中
の
聖
句
は
キ
リ
ス
ト
教
政
治
杜
会
思
想
の
酵
母
と
も
い
う
べ
き
は
た
ら
き
を
し
て
、
あ

る
い
は
駿
酵
し
、
あ
る
い
は
凝
縮
し
て
、
っ
ね
に
教
会
と
国
家
と
を
一
っ
の
全
体
杜
会
と
し
て
結
び
っ
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
方

で
は
、
教
会
即
国
家
と
し
て
神
権
政
治
の
型
が
考
え
ら
れ
、
他
の
極
で
は
、
国
家
即
教
会
で
あ
る
と
し
て
至
高
の
教
会
的
権
威
を
も

っ
て
世
俗
的
治
配
者
を
装
備
し
た
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
言
え
ぱ
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
歴
史
的
杜
会
的
展

　
　
正
義
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い
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開
の
中
に
あ
っ
て
、
つ
ね
に
、
「
閉
じ
た
杜
会
」
を
開
放
し
て
い
く
媒
剤
の
は
た
ら
き
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
西
洋
に
お
げ
る
杜
会
思
想
の
諸
体
系
は
、
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の
係
り
を
も
た
ず
に
は
こ
れ
を
正
し
く
理

会
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
無
神
論
や
宗
教
を
否
定
す
る
思
想
で
も
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
深
刻
な
格
闘
の
所
産
で
あ

り
、
教
会
的
秩
序
へ
の
き
び
し
い
批
判
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
の
が
せ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
く

と
も
近
代
に
お
げ
る
杜
会
思
想
を
、
と
く
に
こ
の
場
合
、
国
家
と
杜
会
と
の
関
連
に
っ
い
て
の
イ
デ
オ
厚
ギ
ー
的
展
開
に
限
定
し
て

み
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
契
機
の
側
か
ら
の
み
跡
づ
げ
る
こ
と
は
妥
当
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
世
俗
的
契
機
と
し
て
、
個
人
主
義
な
い
し
個
人
主
義
的
自
由
主
義
の
巨
大
な
思
想
体
系
を
見
出
す
の
で
あ

る
。
過
去
三
世
紀
に
亘
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
て
展
開
し
盛
行
し
た
こ
の
個
人
主
義
思
想
は
、
ま
さ
に
国
家
Ｈ
杜
会
的
思
想

体
系
に
対
す
る
近
代
的
な
革
新
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
は
、
上
来
み
て
き
た
よ
う
に
、
っ
ね
に
公
共
的
正
義
の
担

い
手
と
し
て
人
人
に
君
臨
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
彩
姿
を
と
ろ
う
と
も
っ
ね
に
そ
の
存
在
理
由
を
与
え
ら
れ
て
、
倉
婁
討
亭
彗
Ｖ
的

威
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
来
た
。
し
か
し
、
中
世
的
封
建
的
身
分
か
ら
の
解
放
は
、
個
人
を
そ
の
ま
ま
国
家
の
中
に
吸
収
し
つ
く

す
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
国
家
が
約
束
し
た
市
民
的
自
由
の
体
系
は
や
が
て
資
本
家
的
生
産
関
係
の
中
に
人
人

を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
階
級
対
立
の
杜
会
構
成
を
現
出
し
た
。
杜
会
Ｈ
国
家
の
理
論
は
こ
こ
に
至
っ
て
全
く
新
し
い

局
面
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
運
び
に
な
っ
て
き
た
。
杜
会
×
国
家
と
し
て
両
者
は
相
対
時
す
る
形
を
と
り
、
杜
会

は
国
家
の
手
か
ら
正
義
の
大
旅
を
奪
取
す
る
課
題
を
担
う
も
の
と
し
て
、
世
界
史
の
活
舞
台
に
登
場
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ア

ナ
キ
ズ
ム
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
サ
ソ
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
等
、
一
連
の
杜
会
主
義
な
い
し
共
産
主
義
諸
思
想
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ

を
み
る
の
で
お
る
、
、
稿
を
改
め
て
、
こ
の
問
の
消
息
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
、
、
１
都
合
に
ょ
り
「
註
」
を
省
略
し
た
－


