
一　

国
体
論
の
特
徴

　

本
稿
で
取
り
扱
う
「
国
体
論
」
と
は
、
思
想
的
に
は
、
特
に
明
治
維
新
以
降
の
国
家
主
義
的
側
面
、
す
な
わ
ち
日
本
が
「
万
世
一
系

の
天
皇
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
他
に
類
を
み
な
い
優
秀
な
国
柄
」を
持
つ
と
い
う
点
を
強
調
す
る
際
の
概
念
内
容（

１
）を

対
象
と
す
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
場
合
の
「
国
体
」
と
は
、古
代
以
来
継
続
し
て
い
る
天
皇
制
を
背
景
と
し
た
日
本
国
の
歴
史
的
優
秀
性
を
背
景
と
し
て
、

「
永
久
不
滅
の
天
皇
主
権
に
基
づ
く
天
皇
統
治
の
正
統
性
を
称
え
る
思
想
」
を
意
味
す
る
用
語
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
思
想
は
、

「
天
皇
制
」
の
存
在
と
、
そ
の
制
度
が
「
古
代
以
後
永
久
不
滅
で
あ
る
」
と
い
う
二
点
を
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
持
ち
、
そ
れ
ら
の
要

素
を
、
明
治
憲
法
に
お
い
て
定
め
る
と
同
時
に
、
国
民
教
育
の
理
念
と
し
て
示
さ
れ
た
「
教
育
勅
語
」
の
中
核
的
観
念
と
し
て
国
民
精

神
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
特
に
一
九
三
〇
年
代
以
後
は
軍
部
や
右
翼
の
政
治
的
関
与
や
軍
国
主
義
的
専
制
体
制
形
成
の
根
拠

と
さ
れ
た
思
想
へ
と
展
開
し
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
う
る
。

　

こ
の
思
想
が
ど
の
程
度
の
社
会
的
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、例
え
ば
一
九
三
〇
年
代
の
「
天
皇
機
関
説
事
件
」

か
ら
「
国
体
明
徴
運
動（
２
）」

に
至
る
経
過
や
結
果
を
見
る
だ
け
で
確
認
で
き
よ
う
。
大
正
期
に
入
っ
て
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
護
憲

「
国
体
論
」の
形
成
と
展
開

　
　

―
『
新
論
』
の
主
張
を
媒
介
と
し
て 

―
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運
動
や
普
選
運
動
と
並
行
し
て
大
正
時
代
に
登
場
し
た
い
わ
ゆ
る
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
風
潮
は
、
議
会
中
心
の
立
憲
体
制
に
よ

る
統
治
を
基
礎
づ
け
る
思
想
動
向
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
議
会
主
義
・
自
由
主
義
の
動
向
に
対
抗
し
、
昭
和
に
入
っ
て
以

降
、
特
に
満
州
事
変
（
一
九
三
一
）
以
後
に
、
そ
う
し
た
思
想
傾
向
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
軍
部
、
官
僚
、
右
翼
団
体
に
よ
り
、
美
濃

部
達
吉
等
に
代
表
さ
れ
る
「
天
皇
機
関
説
」
を
「
国
体
に
反
す
る
反
逆
思
想
」
と
し
て
攻
撃
し
政
治
問
題
化
さ
せ
た
の
が
「
天
皇
機
関

説
事
件
」
で
あ
る
。
そ
の
天
皇
機
関
説
批
判
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
国
体
明
徴
運
動
（
一
九
三
五
年
以
降
）
は
、

同
年
の
八
月
と
十
月
の
二
回
に
渡
る
政
府
の
「
国
体
明
徴
に
関
す
る
政
府
声
明
」
に
よ
っ
て
下
火
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に
文

部
省
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
『
國
體
の
本
義
』
に
よ
っ
て
完
結
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
立
憲
主
義
・
議
会
主
義
も
終
了
を
迎

え
、
天
皇
中
心
、
あ
る
い
は
天
皇
中
心
を
掲
げ
る
軍
部
中
心
の
専
制
体
制
形
成
に
実
質
的
に
結
び
付
い
て
い
っ
た
と
把
握
で
き
る
し
、

日
本
国
民
の
価
値
観
の
中
心
と
し
て
、
大
き
な
拘
束
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う（
３
）。

　

そ
う
し
た
過
程
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
国
体
論
」
と
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
祭
政
一
致
体
制
、
あ
る
い
は
祭
政
教
一
致
を
建
前
と

し
て
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
前
の
統
治
内
容
の
正
当
化
の
た
め
に
最
も
大
き
な
力
を
ふ
る
っ
た
主
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
う
し
た
意
味
で
の
「
国
体
」
の
捉
え
方
を
確
立
し
た
も
の
と
し
て
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
、
後
期
水
戸
学
の
代
表
的
思
想
家
の
ひ

と
り
で
あ
り
、
著
書
『
新
論
』
に
お
い
て
国
体
明
徴
運
動
な
ど
に
お
い
て
中
核
と
な
っ
た
「
国
体
」
観
の
出
発
点
を
示
し
た（
４
）と

思
わ
れ

る
会
沢
正
志
斎
の
主
張
を
取
り
上
げ
、
そ
の
思
想
内
容
が
そ
の
よ
う
な
経
過
で
『
國
體
の
本
義
』
な
ど
の
規
定
に
結
実
し
て
い
っ
た
か

を
確
認
し
た
い
。

二



二　
『
新
論
』
の
構
造
と
主
張

　

１　
『
新
論
』
執
筆
の
背
景

　

会
沢
正
志
斎
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
後
期
水
戸
学（

５
）を

代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
で
あ
り（

６
）、

幕
末
の
尊
王
攘
夷
運
動
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
思
想
家
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
に
生
ま
れ
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
、
一
〇
歳
で
後
期
水

戸
学
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
る
藤
田
幽
谷
に
師
事
す
る
。
そ
し
て
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
、
彰
考
館
の
書
写
生
と
な
る
が
、
ラ

ク
ス
マ
ン
の
根
室
来
航
の
報
に
接
し
て
幽
谷
と
共
に
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
関
心
を
寄
せ
、
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
に
『
千
島
異

聞（
７
）』

を
著
す
な
ど
、
外
国
事
情
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た
思
想
家
で
あ
る
。

　

本
稿
で
対
象
と
す
る
『
新
論
』
が
書
か
れ
た
の
は
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
で
あ
り
、
前
年
の
水
戸
藩
領
へ
の
英
国
人
上
陸
事
件
を

受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
年
に
幕
府
が
発
布
し
た
、
外
国
船
の
追
放
や
上
陸
外
国
人
の
捕
縛
・
殺
害
を
命
じ
た
「
異
国
船

打
払
令
」
に
み
ら
れ
る
政
策
目
的
を
念
頭
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

当
時
、
い
わ
ゆ
る
外
国
船
の
到
来
が
『
新
論
』
執
筆
前
後
の
時
期
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
じ
て
い
た
か
の
代
表
的
事
例
を
概

観
す
る
と
次
の
よ
う
な
順
序
に
な
る
。

　

一
七
九
二
：
漂
流
民
大
黒
屋
光
太
夫
一
行
の
返
還
と
共
に
通
商
を
求
め
た
ラ
ク
ス
マ
ン
が
老
中
松
平
定
信
と
の
間
に
通
商
交
渉
の
約
束
を
交
わ
す
。

　

一
八
〇
四
： 

漂
流
民
津
太
夫
一
行
送
還
の
名
目
で
レ
ザ
ノ
フ
が
長
崎
に
来
航
し
、
正
式
な
国
交
樹
立
を
迫
る
が
約
半
年
間
出
島
付
近
に
留
め
置
か

れ
成
就
せ
ず
。

　

一
八
〇
六―

〇
七
：
レ
ザ
ノ
フ
の
部
下
の
フ
ヴ
ォ
ス
ト
フ
が
一
八
〇
六
年
に
樺
太
の
松
前
藩
の
番
所
を
、
翌
年
択
捉
他
を
襲
撃
。

　

一
八
〇
八
：
英
軍
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
号
が
長
崎
に
蘭
船
と
偽
っ
て
入
港
し
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
を
捕
え
て
食
糧
・
飲
料
水
を
要
求
。三



　

一
八
一
一
：
国
後
島
測
量
中
の
ロ
シ
ア
軍
艦
乗
組
員
を
松
前
藩
が
捕
え
、ロ
シ
ア
側
も
高
田
屋
嘉
兵
衛
ら
を
抑
留
（
一
八
一
三
年
に
両
者
を
交
換
）

　

一
八
一
八
：
英
人
ゴ
ル
ド
ン
が
浦
賀
に
来
航
し
、
通
商
を
要
求
。
幕
府
拒
否
。

　

一
八
二
四
：
英
国
捕
鯨
船
員
が
常
陸
大
津
浜
に
上
陸
し
、
薪
水
を
要
求
し
、
水
戸
藩
が
捕
え
る
。

　
　
　
　
　
　

英
国
捕
鯨
船
員
、
薩
摩
宝
島
に
上
陸
し
、
略
奪
行
為
を
行
う
。

　

一
八
二
五
：「
異
国
船
打
払
令
」
が
発
布
さ
れ
る
。

　

こ
の
後
も
、
日
本
に
来
航
す
る
外
国
船
は
後
を
絶
た
な
い
が
、
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
対
応
は
、
一
八
三
〇
年
代
に
は
「
異
国
船
打

払
令
」
の
順
守
で
推
移
す
る
が
、
四
〇
年
代
に
入
る
と
そ
れ
が
撤
回
さ
れ
て
外
国
船
の
要
求
す
る
薪
水
等
の
提
供
も
認
め
ら
れ
る
。
し

か
し
そ
う
し
た
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
八
四
〇
年
代
の
対
外
姿
勢
は
、
オ
ラ
ン
ダ
使
節
コ
ー
プ
ス
の
開
国
の
勧
告
等
が
あ
っ
て
も
鎖

国
政
策
が
維
持
さ
れ
、
一
八
五
三
年
、
五
四
年
の
米
軍
人
ペ
リ
ー
の
軍
艦
を
率
い
て
の
来
航
に
よ
り
よ
う
や
く
開
国
に
転
換
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
み
て
『
新
論
』
執
筆
に
至
る
き
っ
か
け
は
、一
八
世
紀
末
以
降
数
年
ご
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
外
国
船
来
航
の
報
に
接
し
て
外
国
へ
の
興
味
と
共
に
脅
威
感
を
募
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
特
に
前
年
の
英
国
捕
鯨
船
員

の
水
戸
藩
領
へ
の
上
陸
と
、
彼
ら
に
対
す
る
審
問
の
筆
談
役
と
し
て
関
与
し
た
経
験
を
直
接
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
今
後
予
想
さ
れ
る

外
国
の
脅
威
に
い
か
に
対
応
す
べ
き
か
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三　
『
新
論
』
の
構
成
と
内
容

　
『
新
論
』
は
前
文
を
含
め
て
全
体
と
し
て
六
章
か
ら
な
り
、「
国
体　

上
中
下
」「
形
勢
」「
虜
情
」「
守
禦
」「
長
計
」
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
分
量
的
に
は
「
国
体
」
が
全
体
の
約
三
分
の
一
を
占
め
、
主
に
天
孫
降
臨
以
後
の
日
本
の
歴
史
を
顧
み
な
が
ら
国
の
根

本
的
な
在
り
方
と
し
て
の
「
国
体
」
の
内
実
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
国
体
の
概
念
と
内
容
を
考
察
し
て
い
る
の
は
主
に
上
で
あ
り
、

中
は
「
武
（
軍
事
力
）」
を
考
察
の
中
核
と
し
な
が
ら
国
内
お
よ
び
周
辺
地
域
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
下
で
は
国
体
を
維
持
す

四



る
に
足
る
経
済
・
産
業
の
あ
り
方
の
歴
史
的
変
遷
等
に
触
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
分
量
比
と
構
成
か
ら
、
国
体
概
念
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
国
体　

上
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
「
形
勢
」
で
は
当
時
の
世
界
全
般
の
情
勢
に
つ
い
て
、「
虜

情
」
で
は
、
日
本
に
と
っ
て
脅
威
と
な
り
う
る
諸
国
の
動
向
に
つ
い
て
、「
守
禦
」
で
は
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
諸
外
国
の
脅
威
か
ら
日

本
を
守
る
か
、
そ
し
て
「
長
計
」
で
は
国
体
を
維
持
す
る
た
め
の
長
期
計
画
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
語
ら
れ
て
い
る
。

　

１　
『
新
論
』
の
構
想

　
『
新
論
』
は
次
の
よ
う
な
文
言
で
始
ま
る
。

　

 

謹
ん
で
按
ず
る
に
、
神
州
は
太
陽
の
出
づ
る
所
、
元
気
の
始
ま
る
所
に
し
て
、
天
日
之
嗣
、
世よ

よ

宸
極
を
御
し
、
終
古
易か

わ

ら
ず
。
固
よ

り
大
地
の
元
首
に
し
て
、
万
国
の
綱
紀
な
り
。
誠
に
よ
ろ
し
く
宇
内
に
照
臨
し
、
皇
化
の
曁お

よ

ぶ
所
、
遠
邇
あ
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。

し
か
る
に
今
、
西
荒
の
蛮
夷
…
…
敢
へ
て
上
国
を
凌
駕
せ
ん
と
欲
す
。
何
ぞ
そ
れ
驕
れ
る
や（

８
）。

　

こ
こ
に
は
、
日
本
は
世
界
の
中
で
太
陽
が
昇
り
大
地
の
大
元
に
あ
た
る
位
置
に
あ
り
、
天
皇
が
永
遠
に
統
治
し
て
い
る
国
で
あ
っ
て

世
界
全
体
を
支
配
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
列
強
は
そ
の
日
本
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
の
現
状
把
握
が
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
列
強
の
進
出
に
み
ら
れ
る
現
状
に
対
し
て
「
深
患
大
過
を
な
す
も
の
に
あ
ら
ず
」（
五
一
頁
）
と
安
易

に
考
え
て
い
る
者
に
対
す
る
批
判
と
共
に
会
沢
自
身
の
考
え
る
対
処
の
た
め
の
提
言
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

２　

国
体
の
内
実

　

そ
の
際
、「
国
体
」
に
関
す
る
考
察
か
ら
始
ま
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
列
強
の
進
出
の
際
の
脅
威
の
源
泉
を
軍
事
力
の
強
大

さ
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
が
持
つ
思
想
的
・
精
神
的
影
響
力
に
観
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
批
判
と
否

五



定
を
通
じ
て
世
界
の
中
心
で
あ
る
べ
き
日
本
が
持
つ
思
想
的
・
精
神
的
優
位
性
を
示
す
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て「
国

体
」
の
章
は
、
日
本
が
「
大
地
の
元
首
に
し
て
、
万
国
の
綱
紀
」（
五
〇
頁
）
で
あ
っ
て
「
天
胤
、
四
海
に
君
臨
し
、
一
姓
歴
歴
と
し

て
未
だ
嘗
て
一
人
も
敢
へ
て
天
位
を
顗き

ゆ覦
す
る
も
の
あ
ら
ず
」（
五
二
頁
）
と
い
う
「
優
位
性
」
を
明
示
す
る
目
的
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

そ
の
目
的
の
た
め
に
示
さ
れ
る
日
本
の
国
の
あ
り
よ
う
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

 

昔
者
、
天
祖
、
肇
て
鴻
基
を
建
て
た
ま
ふ
や
、
位
は
す
な
は
ち
天
位
、
徳
は
す
な
は
ち
天
徳
に
し
て
、
以
て
天
業
を
経
綸
し
、
細
大

の
こ
と
、
一
も
天
に
あ
ら
ざ
る
も
の
な
し
。
徳
を
玉
に
比
し
、
明
を
鏡
に
比
し
、
威
を
剣
に
比
し
て
、
天
の
仁
を
体
し
、
天
の
明
に

則
り
、
天
の
威
を
奮
ひ
て
、
以
て
万
邦
に
照
臨
し
た
ま
へ
り
。
天
下
を
以
て
皇
孫
に
伝
え
た
ま
ふ
に
お
よ

ん
で
、
手
づ
か
ら
三
器
を
授

け
て
、
以
て
天
位
の
信
と
な
し
、
以
て
天
徳
に
象か

た
どり

て
、
天
工
に
代
り
天
職
を
治
め
し
め
、
然
る
後
に
こ
れ
を
千
万
世
に
伝
ヘ
た
ま

ふ
。
天
胤
の
尊
き
こ
と
、
厳
乎
と
し
て
そ
れ
犯
す
べ
か
ら
ず
。（
五
二
頁
）

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
国
の
統
治
の
あ
り
方
は
天
祖
た
る
天
照
大
神
が
徳
の
あ
り
方
な
ど
と
共
に
定
め
、
三
種
の

神
器
を
皇
位
継
承
の
証
拠
と
し
て
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
統
治
の
正
統
性
を
万
世
に
伝
え
た
、
と
い
う
内
容
を
持
つ
。
こ
れ
は
端

的
に
「
国
体
、
以
て
神
聖
、
忠
孝
を
以
て
国
を
建
て
た
ま
へ
る
」（
五
一
頁
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
神
器
の
中
の
鏡
に
つ

い
て
は
「
こ
れ
を
視
る
こ
と
、
な
ほ
吾
を
視
る
が
ご
と
く
せ
よ
」（
五
二―

五
三
頁
）
と
い
う
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
天
祖

か
ら
託
さ
れ
た
統
治
を
通
じ
て
徳
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
、
天
祖
へ
の
孝
と
敬
と
に
よ
っ
て
天
祖
の
在
り
方
を
継
承
す
る
こ
と
で
成

し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
把
握
に
よ
っ
て
、
君
臣
の
義
と
父
子
関
係
に
お
け
る
親
の
あ
り
方
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て

の
忠
孝
の
内
実
が
示
さ
れ
、
天
祖
が
定
め
た
徳
の
内
容
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

六



　

こ
う
し
て
、
天
皇
が
天
祖
を
祀
る
こ
と
と
天
皇
が
民
を
統
治
す
る
こ
と
が
同
一
で
あ
る
（
祭
政
一
致
）
た
め
に
、
天
祖
と
天
皇
と
の

関
係
が
そ
れ
以
後
の
君
臣
関
係
、
更
に
父
子
関
係
へ
と
敷
衍
さ
れ
て
い
く
構
造
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
五
四―

五
六
頁
参
照
）。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
た
関
係
は
、
統
治
体
制
が
神
武
天
皇
の
建
国
後
、
崇
神
天
皇
に
よ
る
再
統
一
か
ら
天
智
天
皇
に
至
る
天
皇
親
政
体
制

以
後
の
紆
余
曲
折
を
経
て
武
家
政
権
に
代
わ
っ
て
も
基
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　

 

豊
臣
氏
は
匹
夫
よ
り
起
り
て
、
禍
乱
を
平
定
し
、
関
白
を
以
て
天
下
に
号
令
し
、
土
地
人
民
を
一
に
統
べ
て
、
以
て
帝
室
を
翼
戴
す
。

東
照
宮
踵
い
で
興
り
、
専
ら
忠
孝
を
以
て
基
を
立
て
、
遂
に
二
百
年
太
平
の
業
を
成
す
。
…
…
時
を
以
て
天
下
の
国
主
・
城
主
を
帥

ゐ
て
京
師
に
朝
す
。
天
皇
褒
賞
し
て
、
官
を
授
け
爵
を
賜
ふ
。（
六
三
頁
）

　

つ
ま
り
、
実
質
的
に
統
治
を
担
当
し
て
い
る
武
家
で
あ
っ
て
も
、
徳
の
体
現
者
と
し
て
の
天
皇
の
存
在
を
尊
重
し
、
そ
の
下
で
天
下

の
土
地
と
人
民
と
を
統
一
的
に
統
治
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
在
り
方
は
、
天
皇
親
政
が
敷
か
れ
て
い
た
古
代
か
ら
、
摂
関
政
治
や

院
政
の
時
代
を
経
て
移
行
し
た
武
家
政
権
で
あ
る
徳
川
幕
府
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る（
９
）。

天
皇
を
中
核
と

し
た
そ
う
し
た
天
皇
を
中
核
と
し
た
国
の
統
一
的
な
在
り
方
が
国
体
の
在
り
方
を
特
徴
づ
け
る
と
い
う
会
沢
の
考
え
が
明
白
に
示
さ
れ

て
い
る
。

　

３　

国
体
へ
の
脅
威
と
そ
れ
へ
の
対
応

　

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
「
天
祖
が
定
め
た
徳
」
に
基
づ
く
国
の
あ
り
方
（
国
体
）
が
純
粋
か
つ
普
遍
的
に
守
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な

く
、「
異
端
邪
説
、
相
踵
い
で
作お
こ

り
、
巫ふ

げ

覡き

の
流
あ
り
、
浮
屠
の
法
あ
り
、
陋
儒
・
俗
学
あ
り
、
西
荒
耶
蘇
の
説
あ
り
、
及
び
他
の
化

を
淆み

だ

り
俗
を
傷や

ぶ

る
所
以
の
も
の
は
、
枚
挙
す
る
に
勝た

へ
ざ
る
」（
六
五
頁
）
状
況
が
存
在
し
て
き
た
。
そ
の
影
響
は
必
ず
し
も
国
全
体

七



に
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
執
筆
当
時
会
沢
が
特
に
危
険
視
し
て
い
た
の
が
右
記
の
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
・
思
想
的
脅
威
の
中
で

も
「
キ
リ
ス
ト
教
」
で
あ
る
。

　

 

西
荒
の
戎

じ
ゅ
う

虜り
ょ

に
至
つ
て
は
、
す
な
は
ち
各
国
、
耶
蘇
の
法
を
奉
じ
て
、
以
て
諸
国
を
呑
併
し
、
至
る
所
に
祠
宇
を
焚ふ

ん

燬き

し
、
人
民
を

誣ぶ

罔も
う

し
て
、
以
て
そ
の
国
土
を
侵
奪
す
。
そ
の
志
は
こ
と
ご
と
く
人
の
君
を
臣
と
し
人
の
民
を
役
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち

慊あ
き
たら

ざ
る
な
り
。（
六
八
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
会
沢
は
、
列
強
が
他
国
・
他
地
域
の
侵
略
手
段
と
し
て
「
耶
蘇
の
法
（
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
）」
を
掲
げ
て
迫
り
く
る

状
況
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
動
き
が
直
接
日
本
に
強
く
及
ん
で
く
る
以
前
に
、
そ
れ
に
備
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
。
そ
し
て
そ
の

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
先
に
強
調
さ
れ
て
い
た
国
の
統
一
で
あ
り
、
国
体
の
維
持
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
維
持
の
た
め
に

次
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　

 

国
の
体
た
る
、
そ
れ
何
如
ぞ
や
。
夫
れ
四
体
具
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
人
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
国
に
し
て
体
な
く
ん
ば
、
何
を
以
て
国
と

な
さ
ん
や
。
し
か
る
に
論
者
ま
さ
に
言
ふ
「
国
を
富
ま
し
め
兵
を
強
く
す
る
は
、
辺
を
守
る
の
用
務
な
り
」
と
。
今
虜
は
民
心
の
主

な
き
に
乗
じ
、
陰ひ
そ

か
に
辺
民
を
誘
ひ
、
暗
に
こ
れ
が
心
を
移
さ
ん
と
す
。
民
心
一
た
び
移
ら
ば
、
す
な
わ
ち
未
だ
戦
は
ず
し
て
、
天

下
す
で
に
夷
虜
の
有
と
な
ら
ん
。
…
中
略
…
（
六
九
頁
）

　

 

方
今
、
古
を
去
る
こ
と
遠
し
と
い
へ
ど
も
、
仰
ぐ
と
こ
ろ
の
至
尊
は
、
す
な
は
ち
儼
然
と
し
て
天
祖
の
正
胤
な
り
。
治
む
る
と
こ
ろ

の
蒼
生
は
、
す
な
は
ち
依
然
と
し
て
天
祖
の
愛
養
し
た
ま
ひ
し
と
こ
ろ
の
裔
孫
な
り
。
苟
し
く
も
よ
く
人
心
の
摩
滅
す
べ
か
ら
ざ
る

八



も
の
に
因
り
て
、
こ
れ
が
教
条
を
設
け
、
神
聖
の
、
天
下
を
淬さ

い

礪れ
い

し
た
ま
ひ
し
所
以
の
意
に
原も

と

づ
き
て
天
に
事つ

か

へ
先
を
祀
り
、
本
に

報
い
始
め
に
反か

え

り
、
因
り
て
以
て
君
臣
の
義
を
正
し
、
父
子
の
親
を
敦
く
し
、
万
民
を
槖た

く
や
く籥

し
て
、
以
て
一
心
と
な
さ
ば
、
豈
に
甚

だ
な
し
難
か
ら
ん
や
。（
七
〇
頁
）

　

こ
こ
で
は
、「
四
体
」
を
備
え
な
い
人
間
が
存
在
し
得
な
い
よ
う
に
、
国
の
場
合
も
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
「
民
心
」
の
部

分
が
脆
弱
で
あ
っ
て
は
、
仮
に
富
国
強
兵
を
実
施
し
て
も
国
を
守
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
天
祖
の
定
め
た

国
体
の
実
質
を
確
認
し
、
万
民
を
統
一
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る）
10
（

。

　

そ
し
て
次
に
、「
本
に
報
い
始
め
に
反
」
る
こ
と
の
実
質
と
し
て
、
国
体
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
背
景
の
検
討
の
た

め
に
、
敵
と
な
る
は
ず
の
諸
国
の
状
況
の
検
討
と
し
て
、「
形
勢
」
と
「
虜
情
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

４　

形
勢
お
よ
び
虜
情

　

前
記
し
た
よ
う
に
「
形
勢
」
と
は
世
界
情
勢
を
、
そ
し
て
「
慮
情
」
と
は
そ
の
中
で
も
特
に
敵
国
の
情
況
を
意
味
す
る
。
会
沢
は
ま

ず
、
世
界
を
「
中
国
及
び
海
西
諸
島
国
・
南
海
諸
島
」（
東
半
球
）
と
海
東
諸
国
（
西
半
球
）
と
に
分
け
る
が
、
日
本
が
属
す
東
半
球

で
は
い
ま
や
列
強
諸
国
は
イ
ス
ラ
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
基
づ
く
国
家
を
形
成
し
、
軍
備
増
強
を
背
景
と
し
て
い
わ
ゆ
る
ア
ジ

ア
地
域
に
次
々
に
進
出
を
計
る
に
至
っ
て
い
る
状
況
を
指
摘
す
る）
11
（

。
そ
の
中
で
日
本
は
次
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
る
。

　

 

神
州
は
四
面
皆
海
に
し
て
、
号
し
て
天
険
と
な
せ
り
。
今
、
西
夷
は
巨
艦
大
船
に
駕
し
、
電
奔
す
る
こ
と
数
万
里
、
駛
す
る
こ
と
風ふ

う

飈ひ
ょ
うの

ご
と
く
、
大
洋
を
視
て
坦
路
と
な
し
、
数
万
里
の
外
も
直
ち
に
隣
境
と
な
す
。
四
面
皆
海
な
れ
ば
、
す
な
は
ち
備
へ
ざ
る
と
こ

ろ
な
し
。
向
に
所
謂
天
険
な
り
し
も
の
は
、
す
な
は
ち
今
の
所
謂
賊
衝
な
り
。
…
中
略
…
（
九
〇―

九
一
頁
）

九



　
 

各
国
皆
す
で
に
南
海
の
諸
島
を
併
せ
、
海
東
の
地
を
吞
み
て
、
大
地
の
勢
、
日
に
侵
削
に
就
け
ば
、
す
な
は
ち
神
州
の
そ
の
間
に
介

居
す
る
は
、
た
と
へ
ば
独
り
孤
城
を
保
ち
、
燐
敵
、
境
を
築
き
、
日
に
ま
さ
に
偪せ

ま

ら
ん
と
す
る
の
勢
の
ご
と
き
な
り
。
故
に
そ
の
殊

に
擯し

り
ぞけ

ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
は
、
鄂ロ

シ
ヤ羅

に
若
く
は
な
し
。（
九
三―

九
四
頁
）

　

従
来
自
然
の
要
害
と
な
っ
て
い
た
日
本
の
周
囲
の
海
は
、
列
強
が
巨
艦
を
操
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
を
駆
使
し
て
海
を
自

由
に
動
き
回
れ
る
が
ゆ
え
に
外
敵
が
侵
入
す
る
要
路
と
化
し
て
い
る
、
と
の
指
摘
の
も
と
、
東
半
球
の
列
強
の
中
で
も
特
に
十
八
世
紀

以
来
積
極
的
に
南
下
政
策
を
実
行
し
て
い
る
ロ
シ
ア
を
最
大
の
脅
威
と
み
な
し
て
い
る）

12
（

。
こ
う
し
た
現
状
把
握
に
立
っ
て
次
に「
虜
情
」

が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
前
記
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
手
段
と
し
た
侵
略
」
と
い
う
意
図
の
指
摘
に
集
約
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
ま
ず
言
及
さ
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
悪
逆
非
道
さ
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
で
あ
る
。

　

 

夫
れ
彼
（
キ
リ
ス
ト
教
…
筆
者
）
の
所
謂
教
法
な
る
も
の
は
、
邪
僻
浅
陋
に
し
て
、
固
よ
り
論
ず
る
に
足
る
な
し
。
然
れ
ど
も
そ
の

帰
は
易
簡
に
し
て
、
そ
の
言
は
猥
瑣
、
以
て
愚
民
を
誑
誘
し
易
く
、
巧
言
繁
辞
、
天
を
誣し

ひ
て
以
て
天
を
敬
す
と
な
し
、
人
道
を
減

裂
し
て
、
以
て
倫
理
を
暁さ

と

る
と
な
す
。
…
…
故
に
世
の
異
を
好
む
者
は
、
道
聴
途
説
し
て
、
士
大
夫
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
、
往
往
に

し
て
沾て

ん
せ
ん染

を
免
れ
ざ
る
者
あ
り
。
…
…
故
に
人
の
国
家
を
傾
け
ん
と
欲
せ
ば
、
す
な
は
ち
必
ず
ま
づ
通
市
に
因
り
て
そ
の
虚
実
を
窺

ひ
、
乗
ず
べ
き
を
見
れ
ば
す
な
は
ち
兵
を
挙
げ
て
こ
れ
を
襲
ひ
、
不
可
な
れ
ば
す
な
は
ち
夷
教
を
唱
へ
て
、
以
て
民
心
を
煽
惑
す
。

…
…
人
の
民
を
誘
ひ
人
の
国
を
傾
く
る
を
以
て
、
胡
神
の
心
に
副
ふ
と
な
し
、
兼
愛
の
言
を
仮
り
て
、
以
て
そ
の
呑ど

ん
せ
い噬

を
逞
し
く
す
。

（
九
四―

九
五
頁
）

　

一
〇



　

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
自
体
に
自
分
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
内
容
は
な
い
に
し
て
も
、「
士
大
夫
」
と
呼
ば
れ
る
知
識
層
で
す
ら

惑
わ
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
思
想
的
・
精
神
的
な
影
響
力
を
持
つ
「
妖
教
を
仮
り
て
、
も
っ
て
諸
国
を
顚て

ん
め
つ滅

し
、
そ
の
宇
内
を
吞
み
て

こ
れ
を
尽
さ
ん
と
欲
す
る
、
日
た
る
や
久
し
。
す
な
は
ち
そ
の
喜
怒
、
す
で
に
す
で
に
数
百
年
の
前
に
定
ま
れ
り
」（
一
〇
二
頁
）
と

し
て
、
西
洋
諸
国
が
展
開
し
て
き
た
侵
略
の
た
め
の
長
期
戦
略
を
強
調
し
て
い
る
。
右
記
の
引
用
の
後
に
は
、
日
本
で
も
一
時
戦
国
時

代
に
布
教
が
試
み
ら
れ
た
が
、
踏
み
絵
そ
の
他
の
弾
圧
政
策
や
島
原
の
乱
の
鎮
圧
後
の
禁
令
等
に
よ
り
一
度
は
排
除
で
き
た
歴
史
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
た
前
期
の
略
年
表
な
ど
の
経
緯
を
経
て
、
近
年
は
ま
た
ロ
シ
ア
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
日
本
を
窺
う
よ
う

に
な
っ
て
い
る
、と
い
っ
た
状
況
が
指
摘
さ
れ
、さ
ら
に
そ
う
し
た
脅
威
を
軽
視
す
る
「
偸
安
の
徒
（
目
先
の
安
楽
の
み
を
求
め
る
者
）」

や
「
庸
俗
（
凡
庸
な
人
物
）」
ら
は
、
民
心
が
キ
リ
ス
ト
教
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
「
民
は
胡
神
の
た
め
に
死
を
致
」（
九
五
頁
）

す
よ
う
な
事
態
を
想
像
で
き
ず
、
も
ち
ろ
ん
対
処
も
で
き
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
13
（

。

　

そ
う
し
た
彼
我
の
情
勢
分
析
を
経
て
、対
策
の
第
一
歩
が
「
虜
情
を
審
ら
か
に
す
る
に
在
る
」（
一
〇
六
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
て
「
虜

情
」
の
章
が
終
了
し
、
国
防
を
論
じ
る
「
守
禦
」
と
そ
の
長
期
計
画
で
あ
る
「
長
計
」
へ
と
移
る
こ
と
に
な
る
。

　

５　

守
禦
と
長
計

　

会
沢
は
、国
防
を
語
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
「
和
戦
の
策
」
を
定
め
る
必
要
を
主
張
す
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、幕
府
に
よ
る
「
異

国
船
打
払
令
」
の
発
布
は
、「
攘
夷
」
と
い
う
「
戦
」
を
定
め
た
政
策
決
定
に
あ
た
る
た
め
、
そ
れ
を
受
け
て
「
守
禦
の
策
を
陳
べ
」

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
国
防
の
実
質
を
挙
げ
る
た
め
に
会
沢
が
挙
げ
る
の
は
、
第
一
に
「
内
政
を
修
む
。
…
…
士
風
を
興
す
な
り
、

奢し
ゃ

靡び

を
禁
ず
る
な
り
、
万
民
を
安
ん
ず
る
な
り
、
賢
才
を
挙
ぐ
る
」（
一
〇
八
頁
）
と
い
っ
た
諸
方
策
で
あ
り
、
現
状
改
革
の
方
向
性

と
し
て
綱
紀
粛
正
や
「
賢
才
を
挙
げ
、
限
る
に
門
流
を
以
て
せ
ず
」（
一
一
〇
頁
）
を
範
と
す
る
よ
う
に
、
身
分
を
越
え
た
人
材
の
登

用
な
ど
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
に
「
軍
令
を
飭と
と
のふ

」
こ
と
で
「
驕
兵
を
汰
す
る
な
り
、
兵
衆
を
増
す
な
り
、
訓
練
を
精
に

一
一



す
る
な
り
」（
一
一
一
頁
）
と
い
う
三
項
目
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
列
強
の
軍
備
内
容
か
ら
見
れ
ば
質
的
に
衰
退
し
た
「
武
」
の
再
興
の

た
め
の
政
策
が
提
言
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
第
三
の
「
邦
国
を
富
ま
す
」
と
い
う
主
張
と
の
関
連
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
武
を

代
表
す
る
形
で
邦
国
を
統
治
す
る
諸
大
名
は
「
率お
お
むね

怠
傲
驕
奢
に
し
て
、
誅
求
常
な
く
、
財
を
用
ふ
る
に
制
な
く
、
以
て
自
ら
貧
困
を

致
す
」（
一
一
二
頁
）
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、
徳
目
と
し
て
も
、
武
の
観
点
か
ら
も
似
つ
か
わ
し
く
な
い
存
在
に
変
し
て
お
り
、
お
よ

そ
武
士
と
し
て
の
覚
悟
を
持
っ
て
外
敵
が
も
た
ら
す
困
難
を
の
り
こ
え
得
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
軍
備
の
衰
退
と
関
連

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
そ
れ
ら
を
背
景
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
邦
国
」
の
弱
体
化
か
ら
の
転
換
と
再
建
の
必
要
性
を
会
沢
が
み
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る）
14
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。
さ
ら
に
そ
う
し
た
武
士
と
地
方
の
疲
弊
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
第
四
に
指
摘
さ
れ
る
の
が
「
守
備
を
頒わ

か

つ
」
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。
衰
退
し
た
邦
国
に
バ
ラ
バ
ラ
に
防
衛
を
委
ね
る
形
で
は
、
海
路
を
用
い
て
日
本
全
国
の
ど
こ
へ
も
来
航

可
能
と
な
っ
た
外
敵
に
は
十
分
に
対
応
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
よ
う
に
江
戸
や
長
崎
に
の
み
防
衛
力
を
集
中
さ
せ
て
い
て
は

効
果
的
な
防
衛
も
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
一
一
三―

一
一
四
頁
参
照
）。

　

そ
う
し
た
考
察
の
結
果
、「
内
政
修
り
、
軍
令
飭と

と
のひ

、
邦
国
富
み
、
守
備
班わ

か

た
ば
、
す
な
は
ち
天
下
の
よ
ろ
し
く
釐り

革か
く

す
べ
き
と
こ

ろ
の
も
の
は
大
綱
挙
れ
り
」（
一
一
四―

一
一
五
頁
）
と
結
論
付
け
ら
れ
、
具
体
的
方
策
と
し
て
「
屯
兵
を
設
く
」「
斥
候
を
明
ら
か
に

す
」「
水
兵
を
繕
ふ
」「
火
器
を
練
る
」
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
海
岸
線
に
兵
を
配
置
し
て
防
衛
す
る
に
当
た
っ
て
屯

田
兵
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
、
異
国
船
を
探
査
し
発
見
す
る
体
制
を
構
築
し
、「
よ
ろ
し
く
邦
国
に
賦
し
て
、
巨
艦
を
興
造
せ
し
む
」

（
一
二
一
頁
）
こ
と
に
よ
っ
て
海
軍
を
整
備
し
、
同
時
に
「
大
い
に
巨き
ょ
ほ
う

を
鋳
造
し
、
士
卒
を
し
て
よ
く
用
法
に
通
暁
せ
し
む
る
に
あ

ら
ざ
る
よ
り
は
、
す
な
は
ち
以
て
天
下
の
気
を
壮
ん
に
す
る
な
く
し
て
、
所
謂
利
器
な
る
も
の
も
、
ま
た
以
て
国
を
守
る
の
用
と
な
す

に
足
ら
ざ
る
な
り
」（
一
二
五―

一
二
六
頁
）
と
い
う
提
言
に
行
き
着
く
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
海
軍
構
成
」
等
に
関
わ
る
諸
政

策
は
、
現
実
に
は
『
新
論
』
執
筆
後
二
〇
、三
〇
年
経
過
後
の
幕
末
期
に
採
用
・
着
手
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
政
策
や

一
二



具
体
的
な
政
策
内
容
が
「
守
禦
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
る
場
合
に
は
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
提
言
内
容
は
「
天
下
の
気
」
と
い
っ
た
精
神

的
側
面
の
鼓
舞
を
目
的
と
し
た
内
容
と
並
ん
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
精
神
的
側
面
へ
の
言
及
な
い
し
重
視
は
、「
今
や

攘
夷
の
令
は
天
下
に
布
か
れ
、
天
下
羞
悪
の
心
に
因
り
て
、
以
て
大
義
を
天
下
に
明
ら
か
に
し
、
天
下
向
か
ふ
所
を
知
れ
り
。
固
よ
り

よ
ろ
し
く
感
憤
激
励
、
日
夜
相
勧
勉
し
、
智
者
は
謀
を
献
じ
、
勇
者
は
死
を
致
し
て
、
大
い
に
振
起
作
興
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
速
や
か

に
驕
虜
を
駆
除
し
て
、
以
て
大
義
を
天
地
に
立
つ
べ
き
な
り
」（
一
三
二―

一
三
三
頁
）
と
い
っ
た
主
張
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
後
の
「
長
計
」
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
「
長
計
」
と
は
、
語
義
と
し
て
は
「
目
的
達
成
ま
で
の
長
期
計
画
」
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
節
の
内
容
と
し
て
は
、
神

武
以
来
の
日
本
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
、
今
後
永
遠
に
続
く
国
体
護
持
の
た
め
の
思
想
と
そ
れ
に
基
づ
く
実
践
を
考
察
し
た
も
の
と
把
握

で
き
、
し
た
が
っ
て
初
め
に
展
開
さ
れ
た
「
国
体
」
の
部
分
と
の
内
容
的
な
重
複
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
特
に
国
体
観
の
普
遍
化
を

背
景
と
し
た
民
心
を
含
む
国
内
の
統
一
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
主
張
に
あ
る
。

　

 

夫
れ
我
に
一
定
の
略
あ
り
て
、
以
て
夷
狄
を
御
せ
ば
、
す
で
に
以
て
民
志
を
一
に
す
る
に
足
れ
り
。
…
…
成
を
久
遠
に
期
す
る
も
の

は
、
千
万
世
を
達
観
長
視
し
て
、
不
抜
の
業
を
立
て
、
皇
化
を
宣
布
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
な
す
能
は
ざ
る
な
り
。
こ
の

故
に
慶
賞
威
罰
は
、
一
時
を
鼓
動
す
る
所
以
に
し
て
、
典
礼
教
化
は
永
世
を
綱
紀
す
る
所
以
な
り
。
故
に
曰
く
「
善
政
は
民
こ
れ
を

畏
れ
、
善
教
は
民
こ
れ
を
愛
す
」
と
。（
一
三
九
頁
）

　
『
新
論
』
の
冒
頭
に
「（
国
体
観
を
共
有
す
る
こ
と
で
…
筆
者
）
億
兆
心
を
一
に
」
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
た
が
、「
皇
化

を
宣
布
す
る
」
こ
と
と
の
関
連
で
「
民
志
を
一
に
す
る
」
こ
と
の
強
調
は
「
長
計
」
の
段
階
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た

一
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め
の
「
典
礼
教
化
」
の
強
調
な
ど
、
精
神
的
側
面
の
重
要
性
へ
の
言
及
と
い
う
構
成
は
こ
の
「
長
計
」
部
分
で
も
指
摘
で
き
る
。
こ
う

し
た
観
点
は
言
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
も
た
ら
さ
れ
る
脅
威
へ
の
対
抗
と
い
う
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
脅
威

と
は
「
戎
虜
狡こ
う
か
つ黠

に
し
て
、
頗
る
大
経
を
立
つ
る
に
似
た
る
も
の
あ
り
。
左
道
を
執
り
て
以
て
民
心
を
蠱
す
」（
一
四
三
頁
）
と
い
う
形

で
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
民
心
の
乱
れ
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
に
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
の
実
現
が
必
要
と
な
る
。

　

 

聖
人
は
祀
礼
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
幽
明
を
治
め
、
死
者
を
し
て
憑よ

る
と
こ
ろ
あ
り
て
以
て
そ
の
神
を
安
ん
ぜ
し
め
、
生
者
を
し

て
死
し
て
依よ

る
と
こ
ろ
あ
る
を
知
つ
て
、
そ
の
志
を
弐た

が

は
せ
ざ
ら
し
む
。
民
、
す
で
に
天
威
に
畏
敬
悚し

ょ
う

服ふ
く

す
れ
ば
、
す
な
は
ち
天

を
誣
ふ
る
の
邪
説
に
誑あ

ざ
むか

れ
ず
、
幽
明
に
歉け

ん
ぜ
ん然

た
る
な
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
身
後
の
禍
福
に
眩
ま
さ
れ
ず
。
報
祭
祈
禳
し
、
上
、
そ

の
事
に
任
じ
て
、
民
、
上
に
聴
か
ば
、
す
な
は
ち
君
を
敬
す
る
こ
と
天
を
奉
ず
る
が
ご
と
く
、
遠
き
を
追
ひ
て
孝
を
申
ぶ
。

（
一
四
三―

一
四
四
頁
）

　
「
虜
情
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
士
大
夫
で
す
ら
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
惑
わ
さ
れ
る
に
加
え
、「
民
の
利
を
好
み
鬼

を
畏
る
る
は
、
そ
の
情
の
免
る
る
能
は
ざ
る
」（
一
〇
四
頁
）
以
上
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
救
済
を
説
く
教
え
は
、
一
般
庶
民
に
は

よ
り
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
は
ず
で
あ
り
、
統
治
者
側
と
し
て
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
政
策
と
し
て
民
衆
の
教
化
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
天
皇
が
天
祖
を
祀
り
、
そ
れ
を
範
と
し
て
人
々
が
祖
先
を
敬
う
こ
と
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
天
祖
に
よ
る
徳
の
順
守

と
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
天
皇
へ
の
敬
と
考
と
を
身
に
つ
け
た
民
衆
の
教
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
基

づ
い
て
会
沢
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
や
は
り
日
本
の
国
の
在
り
方
で
あ
る
。

一
四



　
 

夫
れ
神
州
は
大
地
の
首
に
位
す
。
朝
気
な
り
、
正
気
な
り
。
…
…
朝
気
・
正
気
は
こ
れ
陽
と
な
す
、
故
に
そ
の
道
は
正
大
光
明
な
り
。

人
倫
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
天
心
を
奉
じ
、
天
神
を
尊
ん
で
以
て
人
事
を
尽
し
、
万
物
を
発
育
し
て
以
て
天
地
の
生
養
の
徳
を
体
す
。

夷
狄
は
四
肢
に
屛へ
い
き
ょ居

し
、
暮
気
な
り
、
邪
気
な
り
。
暮
気
・
邪
気
は
こ
れ
陰
と
な
す
、
故
に
隠
を
索も

と

め
怪
を
行
ひ
、
人
道
を
滅
裂
し

て
、
幽
冥
の
説
を
こ
れ
構
ず
。（
一
四
五
頁
）

　

右
記
の
引
用
最
初
の
部
分
は
日
本
が
世
界
で
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
、
人
倫
を
明
ら
か
に
し
天
神
を
尊
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
世
界
を

生
気
に
満
た
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、（
日
本
が
首
で
あ
る
の
に
対
し
て
）
身
体
の
手
足
部
分
に
あ
た
る
外
国
は
全
く
逆
の
存
在
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
位
置
づ
け
は
『
新
論
』
の
冒
頭
か
ら
「
国
体
」
に
か
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
一
の
内

容
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
諸
外
国
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

 

彼
（
諸
外
国
…
筆
者
）
は
今
、
大
い
に
非
望
を
逞
し
く
し
、
必
ず
威
を
以
て
夏
を
変
じ
、
正
道
を

し

滅め
つ

し
、
神
明
を
汚
辱
し
、
天
を

欺
き
人
を
罔し

ひ
、
人
の
民
を
傾
け
、
人
の
国
を
奪
ひ
て
後
に
已
ま
ん
と
欲
す
。
…
…
戎
狄
の
道
息や

ま
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
神
聖
の
道

明
ら
か
な
ら
ず
、
神
聖
の
道
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
戎
狄
の
道
息
ま
ず
。
彼
を
変
ぜ
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
彼
に
変
ぜ
ら
る
。

…
…
い
づ
く
ん
ぞ
正
を
掲
げ
て
詭
を
息
め
、
以
て
害
を
永
世
に
除
か
ざ
る
を
得
ん
や
。（
一
四
六
頁
）

　

こ
の
段
階
で
諸
外
国
は
、
単
に
日
本
と
異
な
り
、
あ
る
い
は
日
本
に
劣
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
存
在
の
あ
り
方
と
し
て
日
本
と

正
反
対
で
あ
り
、
食
う
か
食
わ
れ
る
か
の
争
い
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）
15
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
日
本
人

で
あ
る
限
り
、
そ
う
し
た
認
識
と
志
を
持
つ
べ
き
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
五



　
 

そ
の
志
を
持
し
て
そ
の
業
を
広
く
す
る
は
、
務
め
て
国
体
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
り
。
大た

い
べ
ん卞

に
循し

た
がひ

今
古
を
一
に
し
、
博
広
悠
久
に

し
て
以
て
夏
・
夷
に
照
臨
し
、
細

く
わ
し

戈ほ
こ

の
名
に
循
ひ
て
こ
れ
を
実
に
す
る
は
、
兵
を
足
ら
す
所
以
な
り
。
瑞
穂
の
名
に
循
ひ
て
こ
れ
を

実
に
す
る
は
、
食
を
足
ら
す
所
以
な
り
。
忠
孝
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
天
下
を
淬さ

い
れ
い礪

す
る
は
、
民
を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
し
む
る
所
以

な
り
。（
一
四
七
頁
）

　

兵
（
軍
事
力
）
と
食
の
確
保
は
そ
れ
ぞ
れ
国
の
安
全
と
生
活
の
確
保
に
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
成
立
す
る
民
衆
の
支

持
は
、
日
本
に
お
い
て
は
国
体
の
あ
り
方
に
示
さ
れ
る
天
皇
＝
為
政
者
へ
の
忠
孝
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の

は
「
国
体
」
の
章
と
同
様
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

 

天
下
、
国
土
の
神
も
ま
た
皆
天
祖
に
統
べ
ら
る
る
を
知
る
。
こ
れ
天
皇
す
で
に
天
に
事
へ
先
を
祀
り
、
考
を
申
べ
民
を
愛
す
る
所
以

の
意
を
挙
げ
た
ま
ひ
て
、
天
下
と
こ
れ
を
同
じ
く
す
る
な
り
。
こ
の
意
あ
れ
ば
、
必
ず
こ
の
礼
あ
り
。
こ
こ
を
以
て
民
日ひ

び

に
こ
れ
に

由
り
、
告
げ
ず
し
て
暁さ

と

り
、
語
ら
ず
し
て
喩
り
、
お
の
お
の
忠
を
そ
の
事
ふ
る
と
こ
ろ
の
君
に
輸い

た

し
て
、
以
て
倶
に
天
朝
を
奉
載
す
、

民
の
志
こ
こ
に
お
い
て
か
一
な
り
。（
一
五
〇
頁
）

　

さ
ら
に
続
け
て
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
下
で
の
在
り
方
を
示
す
。

　

 

天
祖
は
洋
洋
と
し
て
上
に
在
り
、
皇
孫
は
紹
述
し
て
、
黎
庶
を
愛
育
し
、
大
将
軍
は
帝
室
を
翼
載
し
て
、
以
て
国
家
を
鎮
護
し
、
邦

一
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君
は
お
の
お
の
彊
内
を
統
治
し
、
民
を
し
て
皆
そ
の
生
を
安
ん
じ
て
寇
盗
を
免
れ
し
む
。
今
、
邦
君
の
令
を
共つ

つ
しみ

、
幕
府
の
法
を
奉

ず
る
は
、
天
朝
を
戴
き
て
、
天
祖
に
奉
ず
る
所
以
な
り
（
一
五
三
頁
）

　

こ
の
引
用
部
分
に
、『
新
論
』
に
お
い
て
示
さ
れ
る
国
体
の
在
り
方
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。『
新
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て
も
、

日
本
は
太
陽
神
で
あ
る
天
照
大
神
が
基
本
的
な
在
り
方
を
定
め
、そ
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
「
神
の
国
」
で
あ
る
、

と
の
把
握
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
最
後
の
「
長
計
」
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
そ
う
し
た
把
握
に
由
来
す
る
国
の
あ
り
か
た
は
、
記

紀
神
話
に
基
づ
く
日
本
建
国
の
原
理
が
、
天
祖
か
ら
統
治
権
を
受
け
継
い
だ
天
皇
が
行
う
天
祖
を
祀
る
祭
祀
と
群
臣
や
民
衆
を
含
む
臣

民
た
ち
が
実
践
す
る
天
皇
へ
の
忠
誠
と
の
一
致
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
幕
府
が
天
皇
に
忠
誠
を
尽
し
、
諸
大
名
が
幕
府

の
法
に
従
う
構
造
も
そ
う
し
た
国
の
あ
り
か
た
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
16
（

。

　

以
上
の
『
新
論
』
の
内
容
か
ら
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
国
体
」
と
は
、
天
祖
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
以
後
継
続
す
る
万
世
一

系
の
皇
統
を
基
軸
と
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
国
家
体
制
と
、
そ
の
体
制
が
持
つ
気
風
や
内
実
が
他
の
国
家
体
制
に
比
し
て
明
確
か
つ
優

越
的
な
威
信
を
持
つ
、
と
い
う
思
想
と
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
思
想
内
容
が
幕
末
か
ら
明
治
以
降
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
確

立
さ
れ
て
い
っ
た
か
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

四　

国
体
論
の
確
立

　
『
新
論
』
か
ら
三
十
数
年
後
、
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
起
稿
さ
れ
、
二
年
後
に
完
成
し
た
論
考
に
『
大
帝
国
論
』
が
あ
る
。
著

者
の
竹
尾
正
胤
は
三
河
出
身
で
平
田
篤
胤
没
後
の
門
人
と
し
て
国
学
を
学
び
、
二
八
歳
の
時
に
発
起
し
て
、
漢
学
者
の
中
華
観
や
洋
学

者
の
西
洋
崇
拝
を
批
判
す
る
論
考
と
し
て
天
皇
中
心
主
義
を
前
面
に
出
し
て
『
大
帝
国
論
』
を
執
筆
し
て
い
る）

17
（

。
一
七



　

そ
の
中
で
竹
尾
は
、
ま
ず
地
球
上
に
は
「
帝
国
」
を
称
し
て
い
る
国
が
日
本
を
含
め
て
六
つ
あ
る）

18
（

こ
と
を
指
摘
し
、
全
体
の
半
分
以

上
を
使
っ
て
西
洋
四
カ
国
お
よ
び
中
国
の
歴
史
を
紹
介
し
た
の
ち
に
、
そ
の
歴
史
に
現
れ
る
建
国
及
び
そ
れ
以
降
の
国
家
運
営
の
経
緯

や
正
統
性
、
統
治
の
安
定
性
な
ど
を
検
討
し
た
う
え
で
、
日
本
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
「
偽
帝
国
」
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
日
本
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

 

爰
に
、
わ
が　

大
皇
国
の　

天す
め
ら
み
こ
と

皇
命
と
申
し
奉
る
は
、
戎
国
の
国
長
ど
も
が
僭
号
せ
る
皇
帝
の
類
に
ま
し
坐ま

さ
ず
、
実
に
、
一
地
球

上
の　

惣
天
皇
に
な
む
お
は
し
坐
し
け
る
。
…
…
天
照
大
神
、　

高
木
神
の
神
勅
に
「
葦
原
瑞
穂
国
者
、
吾
子
孫
可
レ
王
之
地
、
皇

孫
就
而
治
焉
。
宝
祚
之
隆
、
当
下
与
二
天
壌
一
无
窮
上
レ

矣
」
と
詔
り
給
へ
り）

19
（

。

　

こ
の
「
一
地
球
上
の　

惣
天
皇
」
と
い
う
表
現
は
「
地
球
全
体
の
天
皇
」
と
い
う
意
味
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
に
、
日
本
以
外
の
五
カ

国
が
、
帝
位
簒
奪
の
繰
り
返
し
や
血
統
の
卑
し
さ
、
皇
統
の
不
連
続
、
歴
史
の
短
さ
な
ど
、
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
正
統
性
を
否

定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
天
皇
（
制
）
の
至
高
性
と
優
越
性
を
強
調
す
る
結
論
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
神
で
あ
る
天
照
大
神
が
天
孫
（
瓊
瓊
杵
尊
）
に
対
し
て
葦
原
瑞
穂
国
を
統
治
す
る
資
格
と
権
限
と
を
天
地
と
共
に
極
ま
り
な

い
も
の
と
し
て
認
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
皇
統
の
成
立
に
基
づ
く
天
皇
の
優
越
性
、
世
界
の
中
心
・
始
原
と
し
て
の
位
置
づ
け
、
そ
し
て
正
統
性
の
根
拠
と
い
っ
た

内
容
に
関
し
て
は
、『
新
論
』
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
く
、
同
時
に
本
居
宣
長
以
来
の
国
学
の
伝
統
が
再
確
認

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。相
違
点
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
天
孫
降
臨
の
際
に
従
っ
て
き
た
廷
臣
の
不
易
さ
へ
の
言
及
は
あ
っ
て
も
、

武
家
政
権
な
ど
に
対
し
て
は
、「
武
臣
逆
臣
の
大い
た

く　

朝
廷
を
蔑
如
し
奉
り
事
有
り
と
雖
も
、
未
だ
自
立
し
て
皇
帝
と
称
せ
る
事
を
聞

一
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か
ず
」（
51
五
二
六―

五
二
七
頁
）
と
し
て
、
実
質
的
な
政
権
移
行
の
事
実
等
よ
り
は
天
皇
統
治
の
一
貫
性
の
み
を
強
調
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
こ
れ
は
、
竹
尾
の
「
国
学
」
的
要
素
が
、『
水
戸
学
』
に
あ
り
え
た
儒
教
・
朱
子
学
な
ど
か
ら
の
影
響
を
排
し
て
い
る
こ
と

に
基
づ
く
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
国
学
以
外
の
思
想
・
学
問
の
否
定
は
次
の
最
終
結
論
部
分
に
明
確
で
あ
る
。

　

 

神
代
の
本
伝
、
古
史
旧
典
に
顕あ

き
ら
か然

く
し
て
、　

皇
統
連
綿
た
る
事
、
天
地
无
窮
に
大お

お

座ま

し
座
し
、
廷
臣
の
堂
々
た
る
事
、
万
代
不
易

に
栄
え
給
え
り
。
我
が
徒
、
其
古
伝
を
尊
み
て
、
是
を
規
矩
と
し
、
其
古
轍
を
ふ
み
て
、
是
を
準
縄
と
し
漢
梵
の
異
端
を
糾
し
、
洋

夷
の
邪
道
を
退
け
、　

帝
国
の　

真
帝
国
た
る
故
を
明
ら
か
に
示
さ
む
と
す
。（
51
五
二
八
頁
）

　

こ
こ
で
は
儒
・
仏
・
洋
学
等
へ
の
否
定
的
評
価
が
明
確
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
主
張
は
『
新
論
』
が
西
洋
諸
国
の
具
体
的
行
動
や
キ

リ
ス
ト
教
の
持
つ
思
想
的
・
教
説
的
特
色
等
の
考
察
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
単
に
記
紀
に
記
さ
れ
た
日
本
の
歴
史

と
本
質
と
を
知
ら
な
い
が
故
に
儒
・
仏
・
洋
学
等
の
主
張
に
は
価
値
が
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
記
紀
の
内
容
へ
の
検
討
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、「
大
皇
国
に
生
れ
た
ら
む
者
は
…
…
わ
が　

天
皇
命
は
、
国
土
一
体
の　

惣
天
子
に
大
ま
し
ま
し
、　

皇

国
は
、
則
、
万
国
の
祖
国
、
君
上
国
な
る
事
を
仰
ぎ
奉
り
…
…
身
命
の
限
り
、　

朝
廷
に
つ
か
へ
奉
る
可
し
」（
51
五
二
〇―

五
二
一
頁
）

と
い
っ
た
形
で
日
本
人
の
心
構
え
を
強
調
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
天
皇
制
お
よ
び
天
皇
へ
の
高
い
評
価
と
そ
の
根
拠
は
、
明
治
以
降
で
は
一
八
九
〇
年
に
明
治
天
皇
の
名
で
発
布
さ
れ
た
近

代
日
本
の
教
育
方
針
で
あ
る
「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」
で
も
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
我
カ
皇
祖
皇
宗
國
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠

ニ
德
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
我
カ
臣
民
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
億
兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
世
世
厥
ノ
美
ヲ
濟
セ
ル
ハ
此
レ
我
カ
國
體
ノ
精
華

ニ
シ
テ
」
と
い
う
部
分
に
明
ら
か
で
あ
り
、
同
様
に
前
記
し
た
『
國
體
の
本
義
』
に
お
い
て
も
「
大
日
本
帝
国
は
萬
世
一
系
の
天
皇
皇

一
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祖
の
神
勅
を
奉
じ
て
永
遠
に
こ
れ
を
統
治
し
給
ふ
。
こ
れ
、
我
が
萬
古
不
易
の
國
體
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
大
義
に
基
づ
き
、
一
大
家

族
国
家
と
し
て
億
兆
一
心
聖
旨
を
奉
體
し
て
、
克
く
忠
孝
の
美
徳
を
發
揮
す
る
。
こ
れ
、
我
が
國
體
の
精
華
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

20
（

」

と
い
う
表
現
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る）

21
（

。

　

こ
う
し
た
幕
末
以
後
、
昭
和
初
め
の
『
國
體
の
本
義
』
に
至
る
過
程
で
の
国
体
観
は
、
例
え
ば
『
新
論
』
の
「
国
体
」
の
確
立
と
維

持
の
た
め
に
上
中
下
の
順
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
「
民
心
の
統
一
」「
軍
事
力
」「
経
済
・
産
業
」
の
う
ち
、
民
心
の
統
一
の
た
め
の

手
段
と
い
う
側
面
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
過
程
が
見
て
取
れ
る
。『
新
論
』
自
体
に
お
い
て
も
、「
民
を
し
て
こ
れ
（
忠
孝
の
道
徳
を
確

立
す
る
…
筆
者
）
に
由
ら
し
む
べ
く
し
て
、
こ
れ
を
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。
も
し
夫
れ
民
を
し
て
こ
れ
に
由
ら
し
む
所
以
の
も
の
を
論

ぜ
ば
、
す
な
わ
ち
曰
く
礼
の
み
」（
一
四
七
頁
）
と
し
て
い
る
点
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
祭
礼
重
視
や
祭
政
一
致
と
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ

る
道
徳
的
な
い
し
精
神
的
側
面
の
重
視
に
結
び
付
く
観
点
が
「
国
体
」
観
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
過
程
は
、『
新
論
』
か
ら
『
大
帝
国
論
』
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
た
「
万
世
一
系
の
皇
統
」
の
卓
越
性
へ
の
帰
依
を
「
教

育
勅
語
」
を
基
礎
と
し
た
国
民
教
育
の
過
程
を
通
じ
て
『
國
體
の
本
義
』
に
お
け
る
確
認
に
よ
っ
て
明
確
化
し
た
過
程
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
「
神
国
日
本
」
と
い
う
内
容
に
お
い
て
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
に
影
響
し
、
一
九
三
〇
年
代
以

降
の
戦
争
体
制
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

天
皇
の
代
替
わ
り
や
憲
法
改
正
が
政
治
的
課
題
と
な
る
昨
今
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
国
体
の
観
念
の
内
容
が
、
用
語
自
体
が
死
語
と

化
す
一
方
で
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
経
過
を
注
目
し
て
い
き
た
い
。

註（１ 

）
こ
う
し
た
内
容
は
、後
述
す
る
『
國
體
の
本
義
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
し
、一
九
四
三
（
昭
和
十
八
）
年
発
行
の
『
國
史
概
説
』

の
中
で
も
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
は
別
に
政
治
学
・
法
律
学
上
の
概
念
と
し
て
の
「
国
体
」
概
念
も
存
在
し
、
そ
れ
は
、
主

二
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権
の
帰
属
の
在
り
方
に
よ
っ
て
国
家
体
制
・
統
治
体
制
を
区
別
す
る
目
的
で
用
い
ら
れ
る
用
語
で
も
あ
る
。
一
般
的
に
そ
う
し
た
政
治
学
的
概

念
と
し
て
の
国
体
は
、
君
主
制
・
貴
族
制
・
共
和
制
等
に
大
別
し
て
使
用
さ
れ
る
が
、
日
本
的
特
殊
用
語
と
し
て
は
、
本
文
中
の
「
永
久
不
滅

の
天
皇
主
権
」
と
い
う
内
容
と
共
に
「
君
臣
す
な
わ
ち
天
皇―

臣
民
間
の
特
別
の
『
家
族
的
結
合
』
の
基
礎
と
な
る
感
情
的
・
感
性
的
関
係
」

と
い
う
内
容
も
包
含
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
国
体
論
」
に
は
、「
政
治
体
制
・
統
治
様
式
」
に
か
か
わ
る
側
面
と
「（
国
民
が

共
有
す
る
）
精
神
的
あ
り
方
を
中
心
と
す
る
国
家
観
」
と
い
う
側
面
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
、
一
九
三
七
年
に
文
部
省
が
発

行
し
た
『
國
體
の
本
義
』
に
は
、「
國
史
に
於
け
る
國
體
の
顯
現
」
で
取
り
扱
う
項
目
と
し
て
、「
國
史
を
一
貫
す
る
精
神
」「
國
土
と
國
民
生
活
」

「
國
民
性
」「
祭
祀
と
道
徳
」「
國
民
文
化
」「
政
治
・
經
濟
・
軍
事
」
な
ど
の
項
目
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、「
国
体
」
と
は
右
記
の
二
要
素
に
限

定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
を
規
定
す
る
要
素
が
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
諸
項
目
に
示
さ
れ
る

と
お
り
、
思
想
的
・
精
神
的
要
素
の
重
視
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
２ 

）
国
体
明
徴
運
動
と
は
、蓑
田
胸
喜
ら
の
「
原
理
日
本
社
」
を
中
心
と
し
た
帝
大
粛
清
運
動
な
ど
に
始
ま
る
思
想
弾
圧
事
件
の
一
局
面
を
指
す
事

件
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
三
三
年
の
滝
川
事
件
な
ど
を
発
端
と
し
、
翌
年
美
濃
部
達
吉
、
末
弘
厳
太
郎
等
の
著
書
を
治
安
維
持
法
、
出
版
法
違
反
、

不
敬
罪
で
告
発
（
結
果
は
不
起
訴
）
に
至
る
な
ど
の
一
連
の
事
件
で
あ
り
、
一
九
三
五
年
の
「
国
体
擁
護
連
合
会
」
を
中
心
と
す
る
動
向
と
そ

の
影
響
の
全
体
を
指
す
。

（
３ 

）
例
え
ば
北
一
輝
は
、「『
国
体
論
』
と
云
ふ
羅
馬
法
王
の
忌
諱
に
触
る
ゝ
こ
と
は
即
ち
其
の
思
想
が
絞
殺
さ
る
ゝ
宣
告
な
り
。
政
論
家
も
是
あ
る

が
為
め
に
其
の
自
由
な
る
舌
を
縛
せ
ら
れ
て
専
制
治
下
の
奴
隷
農
奴
の
如
く
、
是
れ
あ
る
が
為
め
に
新
聞
記
者
は
醜
怪
き
わ
ま
る
便び
ん
ね
い佞
阿あ

ゆ諛
の

幇
間
的
文
字
を
羅
列
し
て
恥
ぢ
ず
。
是
れ
あ
る
が
為
に
基
督
教
も
仏
教
も
各
々
堕
落
し
て
偶
像
教
と
な
り
以
て
交
々
他
を
国
体
に
危
険
な
り
と

し
て
誹
謗
し
排
撃
す
」（
北
一
輝
『
北
一
輝
著
作
集
』
第
１
巻
、「
國
体
論
及
び
純
正
社
會
主
義
」
み
す
ず
書
房
、
二
〇
九
頁
）
と
述
べ
て
、
国

体
論
と
は
そ
れ
に
反
す
る
思
想
を
「
絞
殺
」
す
る
規
範
で
あ
る
と
し
て
、
戦
前
期
に
お
け
る
「
国
体
」
に
関
連
す
る
思
想
が
持
つ
日
本
人
の
精

神
を
拘
束
す
る
力
の
大
き
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
う
し
た
力
は
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
と
「
教
育
勅
語
」
の
発
布
以
後
、

約
半
世
紀
に
わ
た
る
教
育
の
成
果
と
い
え
る
影
響
力
の
大
き
さ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
一
九
二
五
年
の
「
治
安
維
持
法
」
の
制
定
後
、「
国
体

の
変
革
」
に
繋
が
る
行
動
は
十
年
以
下
の
懲
役
（
後
死
刑
）
に
処
す
る
と
い
う
規
定
の
登
場
後
、
法
的
に
も
国
民
を
拘
束
す
る
規
範
と
な
っ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４ 

）
井
上
哲
次
郎
は
『
国
民
道
徳
論
』
の
中
で
国
体
と
い
う
概
念
は
中
国
の
古
典
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
増
訂
版
、

三
省
堂
、
一
九
一
九
、三
六
頁
以
下
参
照
）
し
、
そ
れ
に
加
え
て
世
界
に
類
を
見
な
い
日
本
独
自
の
あ
り
方
で
あ
り
、
他
に
比
し
て
特
に
優
越
し

て
い
る
、
等
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
外
来
思
想
で
あ
る
儒
教
の
影
響
を
否
定
し
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
影
響
下
に
な
い
『
古
事
記
』
の
内
容
を
全

面
的
に
肯
定
す
る
国
学
と
の
思
想
的
関
連
を
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
国
体
論
の
思
想
的
出
発
点
を
会
沢
に
限
定
す
る
こ
と
に

二
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つ
い
て
は
異
論
が
あ
り
う
る
が
、
幕
末
以
後
の
体
制
転
換
の
後
、
明
治
期
の
政
体
形
成
に
お
い
て
確
立
し
た
体
制
規
範
の
出
発
点
、
と
い
う
政

治
過
程
的
要
素
も
加
味
し
て
本
論
に
お
い
て
は
会
沢
正
志
斎
の
『
新
論
』
を
出
発
点
に
選
ん
だ
。

（
５ 
）「
水
戸
学
」
自
体
は
第
二
代
藩
主
水
戸
光
圀
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
を
目
的
に
集
ま
っ
た
学
者
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
を
指
し
、
さ
ら
に
「
後
期
水
戸
学
」
と
は
、
水
戸
学
の
中
で
も
立
原
翆
軒
・
藤
田
幽
谷
等
の
人
物
を
出
発
点
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、

一
般
的
に
は
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
、
第
九
代
藩
主
徳
川
斉
昭
の
弘
道
館
設
立
以
降
を
中
心
と
し
て
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
な
ど
の
建
国
神

話
を
基
に
「
道
徳
」
を
説
き
、
そ
こ
か
ら
日
本
固
有
の
秩
序
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
に
特
色
を
持
つ
思
想
と
し
て
集
約
で
き
る
。
同
時

に
藤
田
東
湖
起
草
の
「
弘
道
館
記
」
の
中
に
四
字
熟
語
と
し
て
の
「
尊
皇
攘
夷
」（
尊
王
攘
夷
）
の
語
が
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
に
、

幕
末
の
倒
幕
運
動
へ
の
影
響
の
背
景
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
「
改
革
」
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
側
面
は
、例
え
ば
藤
田
幽
谷
が
「
丁

巳
封
事
」
に
お
い
て
農
村
の
荒
廃
な
ど
の
危
機
的
状
況
へ
の
対
処
と
し
て
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
藩
政
の
構
築
を
主
張
し
た
点
な
ど
に
も
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、『
新
論
』
の
内
容
の
中
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
史
編
纂
事
業
の
性
格
上
、
儒
学
を
始
め
と
し

て
史
学
、
神
道
を
含
む
多
様
な
学
問
系
統
を
含
み
、
さ
ら
に
「
国
体
」
に
関
す
る
内
容
か
ら
は
儒
学
自
体
と
は
相
容
れ
な
い
は
ず
の
国
学
か
ら

の
影
響
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
学
問
体
系
と
し
て
は
多
様
な
学
問
・
学
派
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
折
衷
的
内
容
を
持
つ
も
の
と
把
握
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
６ 

）
後
期
水
戸
学
と
い
う
場
合
、
天
保
期
に
お
け
る
国
学
か
ら
の
影
響
を
背
景
と
し
た
思
想
的
転
換
な
ど
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
藤
田
東
湖

が
水
戸
斉
昭
の
名
前
で
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
『
弘
道
館
記
述
義
』
な
ど
が
そ
の
代
表
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
対
象
と

す
る
「
国
学
」
と
の
関
連
に
お
け
る
後
期
水
戸
学
の
代
表
的
思
想
家
と
し
て
は
藤
田
東
湖
と
会
沢
正
志
斎
な
ど
が
想
定
で
き
る
。

（
７ 

）
こ
の
書
は
会
沢
が
二
〇
歳
の
時
に
著
し
た
も
の
で
あ
り
、
千
島
列
島
へ
進
出
し
よ
う
と
す
る
ロ
シ
ア
の
歴
史
を
、
前
野
良
沢
ら
の
洋
学
者
の
翻

訳
書
（『
魯
西
亜
本
紀
略
』
等
）、あ
る
い
は
林
子
平
な
ど
の
経
世
家
ら
の
著
作
（『
海
国
兵
談
』
等
）
を
基
に
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。『
新
論
』

を
書
い
た
の
は
そ
の
時
か
ら
二
〇
年
以
上
を
経
て
い
る
が
、
そ
の
は
る
か
以
前
か
ら
西
洋
事
情
に
関
す
る
関
心
と
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

（
８
）『
日
本
思
想
体
系
53　

水
戸
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、五
〇
頁
。（
以
下
、『
水
戸
学
』
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
）

（
９ 

）
徳
川
御
三
家
に
仕
え
る
立
場
か
ら
も
、
武
家
の
中
で
も
「
大
将
軍
は
帝
室
を
翼
戴
し
て
、
以
て
国
家
を
鎮
護
し
、
邦
君
は
お
の
お
の
疆
内
を
統

治
し
、
民
を
し
て
皆
そ
の
生
を
安
ん
じ
て
寇
盗
を
免
れ
し
む
」（
一
五
三
頁
）
と
い
っ
た
表
現
で
徳
川
幕
藩
体
制
が
国
体
を
守
っ
て
き
た
こ
と
を

強
調
し
、「
世
神
聖
の
沢
に
浴
し
て
、
以
て
今
日
に
至
る
ま
で
、
幕
府
の
法
を
奉
じ
、
邦
君
の
仁
を
仰
」（
一
五
七
頁
）
ぐ
と
述
べ
て
、
幕
藩
体

制
下
に
お
い
て
水
戸
藩
に
つ
か
え
る
藩
士
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。

（
10 

）
前
記
し
た
よ
う
に
、
徳
川
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
「
天
下
の
土
地
人
民
、
そ
の
治
は
一
に
帰
」（
六
三
頁
）
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
統

二
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治
下
で
「
昇
平
す
で
に
久
し
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
倦
怠
随
て
生
」（
同
頁
）
じ
て
お
り
、「
凶
荒
に
は
備
な
き
も
、
こ
れ
を
恤う
れ

ふ
る
な
く
、
姦
民

横
行
す
る
」（
同
）
よ
う
な
状
況
に
当
時
の
日
本
が
あ
り
、
諸
外
国
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
脅
威
が
現
実
と
な
る
状
況
が
眼
前
に
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
把
握
も
会
沢
の
危
機
感
の
現
れ
で
あ
る
。

（
11 
）
こ
こ
で
会
沢
が
対
象
と
し
て
い
る
東
半
球
に
お
け
る
列
強
（
志
尊
）
と
は
、
古
来
か
ら
の
中
国
を
含
め
と
ム
ガ
ー
ル
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ト
ル
コ
、

ゼ
ル
マ
ニ
ヤ
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）、
ロ
シ
ア
等
に
な
る
（
九
〇
頁
）
が
、
そ
れ
ら
の
諸
国
の
内
、
ゼ
ル
マ
ニ
ア
は
す
で
に
実
質
を
失
い
、
フ
ラ

ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
強
国
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
（
九
三
頁
）。
そ
し
て
後
述
す
る

よ
う
に
、
最
も
脅
威
を
感
じ
て
い
る
の
は
ロ
シ
ア
で
あ
る
。

（
12 

）
特
に
ロ
シ
ア
が
敵
視
さ
れ
る
の
は
、
先
に
触
れ
た
『
千
島
異
聞
』
以
降
、
ロ
シ
ア
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
以
降
の
勢
力
拡
大
の
実
情
を
か
な
り

正
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
と
し
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
直
接
的
な
中
国
侵
略
は
不
可
能
な
の
で
日
本
を
支
配

下
に
お
い
て
手
段
と
し
て
使
い
、
中
国
の
東
南
地
方
を
攻
略
さ
せ
な
が
ら
、
他
方
で
満
州
か
ら
北
京
を
狙
っ
て
い
る
、
と
い
う
把
握
に
よ
っ
て

ロ
シ
ア
へ
の
危
険
視
が
成
立
し
て
い
る
（
九
一―

九
二
頁
参
照
）。
こ
う
し
た
把
握
内
容
は
、
開
国
ま
で
の
経
過
を
見
る
場
合
ロ
シ
ア
へ
の
過
大

評
価
と
い
う
側
面
へ
の
指
摘
に
結
び
付
く
（
吉
田
俊
純
『
水
戸
学
の
研
究
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
二
二
九―

二
三
〇
頁
参
照
）
が
、『
千

島
異
聞
』
執
筆
自
体
の
経
過
や
十
八
世
紀
末
以
降
の
日
本
近
海
へ
の
来
航
の
中
心
が
ロ
シ
ア
（
と
英
国
）
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、

や
む
を
得
な
い
側
面
も
あ
り
、
そ
の
後
の
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
ロ
シ
ア
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
先
見
の
明
を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
と
思

わ
れ
る
。

（
13 

）『
水
戸
学
』
一
〇
〇―

一
〇
五
頁
参
照
。
会
沢
は
こ
こ
で
、
外
国
の
力
と
し
て
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
と
し
て
、
彼
ら
の
持
つ
船
が
商
船
に
も

軍
艦
に
も
な
り
う
る
装
備
を
持
つ
こ
と
、
中
国
を
狙
う
過
程
で
の
戦
略
的
目
標
と
し
て
の
日
本
の
位
置
な
ど
の
条
件
、
あ
る
い
は
日
本
が
長
期

に
わ
た
っ
て
戦
争
を
経
験
し
て
い
な
い
た
め
に
、
勝
利
は
お
ぼ
つ
か
な
い
こ
と
、
等
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
14 

）
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
「
貧
困
化
」
は
、
参
勤
交
代
制
に
よ
り
領
地
で
生
産
さ
れ
た
財
貨
や
地
方
の
人
材
が
江
戸
に
集
め
ら
れ
て
浪
費
さ
れ
、

地
方
の
「
野
は
荒
れ
民
は
散
じ
て
、
国
貧
な
ら
ざ
る
を
得
ん
」（
一
一
三
頁
）
こ
と
に
も
関
連
す
る
。
そ
う
し
た
指
摘
か
ら
、
幕
末
期
に
お
け
る

幕
藩
体
制
の
問
題
点
の
指
摘
や
そ
れ
へ
の
批
判
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
15 

）
同
じ
く
日
本
の
国
あ
り
方
の
優
位
を
解
く
立
場
で
あ
っ
て
も
、
諸
外
国
の
こ
と
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
十
八
世
紀
半
ば
以
降

の
国
学
の
立
場
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
諸
外
国
へ
の
否
定
的
評
価
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。「
戎
狄
」
と
い
っ
た
儒
教
的
表
現
を
用
い
て
の
諸
外
国
へ

の
批
判
的
言
辞
か
ら
す
れ
ば
、
国
学
と
の
相
違
は
「
儒
教
的
思
考
」
の
有
無
に
基
づ
く
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
会
沢
自
身
は
晩
年

の
安
政
年
間
に
執
筆
し
た
「
讀
直
日
靈
」「
讀
葛
花
」
な
ど
に
お
い
て
本
居
宣
長
の
著
作
内
容
を
検
討
し
、同
時
に
国
学
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

（
16 

）
こ
う
し
た
主
張
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
会
沢
の
主
張
す
る
国
体
論
は
幕
藩
体
制
を
維
持
す
る
立
場
に
立
つ
が
故
に
、
幕
末
に
お
け
る
よ
う
な
「
倒

二
三



幕
」
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
尾
藤
正
英
氏
は
、「
尊
王
攘
夷
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
政
治
運
動
が
全
国
に
展
開
す

る
に
至
り
、
水
戸
学
は
こ
の
運
動
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
…
…
吉
田
松
陰
も
…
…
書
簡
の
中
で
『
尊
王
攘
夷
の
四
字
を
眼
目

と
し
て
…
…
其
の
長
ず
る
所
取
る
よ
う
に
す
べ
し
。
本
居
学
と
水
戸
学
と
は
、頗
る
不
同
あ
れ
ど
も
、尊
攘
の
二
字
は
い
づ
れ
も
同
じ
』
と
記
し
、

本
居
宣
長
の
国
学
と
並
べ
て
、
水
戸
学
を
尊
王
攘
夷
の
思
想
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
」（『
日
本
の
国
家
主
義―

―

「
国
体
」
思
想

の
形
成
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
三
九
頁
）
と
指
摘
し
て
、
水
戸
学
が
倒
幕
思
想
に
転
じ
る
背
景
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
17 

）
い
わ
ゆ
る
幕
末
期
の
国
学
で
は
、
橘
守
部
な
ど
が
述
べ
る
よ
う
に
、
人
間
す
べ
て
は
「
君
に
仕
る
」
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
人
間
が
行
う
す

べ
て
の
こ
と
が
「
天
皇
へ
の
事つ
か
え」
と
み
な
し
、
天
皇
の
存
在
を
一
神
教
の
創
造
神
に
当
た
る
ご
と
き
存
在
と
し
て
み
な
し
、
天
皇
の
絶
対
性
と

中
心
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
幕
末
期
の
国
学
に
共
通
し
て
強
く
み
ら
れ
る
傾
向
と
い
え
よ
う
。（『
日
本
思
想
体
系　

51　

国

学
運
動
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、「
侍
問
雑
記
」
五
二
頁
等
を
参
照
）

（
18 

）
ア
ジ
ア
で
は
日
本
と
支
那
の
二
国
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
独ド
イ
ツ逸
・
都ト

ル

コ
児
格
・
魯ロ

シ

ア
西
亜
・
仏フ
ラ
ン
ス

蘭
西
の
四
カ
国
を
入
れ
、
計
六
カ
国
が
「
皇
帝
」

に
あ
た
る
存
在
の
い
る
「
帝
国
」
と
な
る
。

（
19 

）『
日
本
思
想
体
系　

51　

国
学
運
動
の
思
想
』、
竹
尾
正
胤
、「
大
帝
国
論
」、
五
一
二
頁
。
以
下
、
引
用
は
本
文
中
51
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
の
み

を
記
す
。）

（
20
）
文
部
省
編
『
國
體
の
本
義
』
一
九
三
七
、九
頁
。

（
21 

）
こ
れ
に
続
く
「
我
が
國
の
政
治
は
、
上
は
皇
祖
皇
宗
の
神
靈
を
祀
り
、
現
御
神
と
し
て
下
萬
民
を
率
ゐ
給
ふ
天
皇
の
統
べ
治
ら
し
給
ふ
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
殊
に
當
る
も
の
は
大
御
心
を
奉
戴
し
て
輔
翼
の
至
誠
を
盡
す
」（『
國
體
の
本
義
』
一
五
頁
）
と
い
う
部
分
も
、
天
皇
親
政
体
制

の
宣
言
と
共
に
国
民
全
体
が
そ
れ
を
報
じ
、
守
る
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

二
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