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透
谷
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北

川

透

 
明
治
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
〈
国
家
〉
と
か
、
〈
国
民
〉
・
は
避
け
て
通
れ
な
い

課
題
だ
っ
た
。
北
村
透
谷
も
そ
の
短
い
生
涯
の
晩
期
に
、
い
や
お
う
も
な
し
に

く
国
民
〉
の
テ
ー
マ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
「
國
民
と
思
想
」
（
明
治
二

十
六
年
七
月
十
五
日
「
評
論
」
第
八
號
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
、
〈
国
家
〉

と
か
く
国
民
〉
の
テ
ー
マ
は
不
可
避
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
語
っ
て

い
る
も
の
に
、
こ
の
論
文
よ
り
も
五
カ
月
後
に
刊
行
さ
れ
た
、
徳
富
蘇
峰
の
評

伝
『
吉
田
松
陰
』
（
明
治
二
十
六
年
十
二
月
）
・
の
次
の
個
所
が
あ
る
。
五
カ
月

後
と
言
っ
て
も
、
こ
の
評
伝
の
原
型
と
な
る
も
の
は
、
前
年
の
「
國
民
之
友
」

（
五
月
～
九
月
）
に
連
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
方
は
透
谷
も
読
ん
で

い
た
か
も
し
れ
な
い
。

國
外
の
警
報
は
、
直
ち
に
盤
外
の
思
想
を
誘
起
し
。
封
外
の
思
想
は
、
直
ち
に
・

三
民
的
精
神
を
嵩
置
し
。
國
民
漏
精
柿
は
、
直
ち
に
國
民
的
統
一
を
鼓
吹
す
。

國
民
的
統
一
と
、
封
建
割
擦
と
は
、
決
し
て
雨
立
す
る
の
を
容
さ
ず
。
そ
れ
外

國
て
ふ
思
想
は
、
日
本
博
て
ふ
観
念
を
生
ず
。
日
本
國
て
ふ
観
念
の
生
ず
る
日

は
、
是
れ
各
藩
て
ふ
観
念
の
滅
ぶ
る
日
な
り
。
各
藩
て
ふ
観
念
の
滅
ぶ
日
は
、

逸
れ
封
建
肚
會
顛
覆
の
日
な
り
。

（『

g
田
松
陰
』
「
第
四
鎖
國
的
政
策
」
）

 
黒
船
の
来
航
と
い
う
《
國
外
の
警
報
》
を
起
爆
と
し
て
起
っ
た
明
治
維
新

が
、
《
國
民
的
精
神
〉
と
そ
の
統
一
、
・
そ
し
て
、
〈
日
本
国
〉
と
い
う
強
力
な
観

念
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
政
治
過
程
が
、
大
づ
か
み
に
粗
描
さ
れ
て
い
る
。
《
國

民
的
統
一
と
、
封
建
割
興
と
は
、
決
し
て
土
壁
す
る
V
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
透
谷
も
広
い
意
味
の
文
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
、
こ
の
課
題

の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
、
透
谷
が
「
國
民
と
思
想
」
を
書
く
の
に
、
直

接
的
に
契
…
機
と
し
え
た
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
三
十
年
以
上
前
に
、
平
岡
敏
夫
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
「
透
谷
に
お
け
る
『
文

学
史
』
」
）
が
、
此
度
の
〈
評
伝
〉
（
『
北
村
面
谷
研
究
 
評
伝
』
）
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
づ
ま
り
、
こ
の
当
時
、
徳
富
蘇
峰
や
坪
内
適
遙
な
ど
に
よ
っ

て
、
詩
人
や
文
学
者
の
テ
ー
マ
を
国
民
的
問
題
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
が
議
論

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
の
直
接
的
な
反
応
と
し
て
、
「
島
民
と
思
想
」
は
書
か
れ
た
、

と
い
う
理
解
で
あ
る
。

（81］

垂
直
と
地
平
と
一
北
村
透
谷
「
國
民
と
思
想
」
再
論



 
わ
た
し
は
他
に
、
人
生
相
渉
論
争
以
後
も
継
続
さ
れ
て
い
た
黒
谷
の
根
本
的

モ
テ
ィ
ー
フ
や
、
ま
た
、
当
時
の
〈
国
民
〉
概
念
を
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
す
る
思

想
状
況
の
な
か
で
、
彼
が
み
ず
か
ら
の
そ
れ
を
区
別
す
る
外
的
モ
テ
ィ
ー
フ
な

ど
も
合
わ
せ
て
考
え
た
い
が
、
直
接
的
モ
テ
ィ
ー
フ
と
い
う
点
で
は
、
先
の
理

解
は
動
か
せ
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
う
。
さ
て
、
ま
ず
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
言

う
と
、
徳
富
蘇
峰
は
一
年
前
の
明
治
二
十
五
年
六
月
に
、
「
文
學
者
の
新
題
目
」

（「

?
ｯ
新
聞
」
七
三
〇
號
）
を
書
き
、
そ
の
年
の
十
一
月
に
「
詩
人
の
題
目
」
（
「
國

民
之
友
」
一
七
一
號
）
を
発
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
詩
人
の
題
目
」
で
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
漢
詩
や
和
歌
は
、
《
物
の
哀
、
花
鳥
風
月
て
ふ
小
天
地
、
奮
簿
記
に
寄
生
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
の
外
、
其
題
案
と
す
べ
き
も
の
》
が
な
い
。
し
か
し
《
六
斎
詩
に
果
て
は
即

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ち
然
ら
ず
彼
等
は
新
杜
會
の
生
物
》
で
あ
り
、
彼
ら
は
《
生
を
進
歩
の
世
界
に

 
 
 
り
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

托
す
る
の
外
な
〉
く
、
そ
の
た
め
に
は
《
汝
の
詩
題
を
一
場
》
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
つ
ま
り
、
《
憲
法
を
破
ら
ん
と
す
る
頑
迷
の
徒
に
、
光
明
を
示
め
す
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能
は
ざ
る
乎
。
我
國
民
が
進
む
べ
き
、
茶
事
あ
る
民
政
國
を
歌
ふ
能
は
ざ
る
乎
。
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我
國
民
を
習
慣
と
、
墜
抑
よ
り
早
れ
し
む
る
自
由
肺
を
平
す
る
能
は
ざ
る
乎
。
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四
海
馬
田
な
き
に
、
農
夫
猫
り
南
畝
に
泣
く
の
惨
状
を
歌
ふ
能
は
ざ
る
乎
。
死

へ
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生
自
由
と
共
に
せ
ん
と
す
る
板
垣
伯
に
與
ふ
る
こ
と
、
バ
イ
ロ
ン
が
フ
ヲ
ツ
ク
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ス
に
與
ふ
る
が
如
く
す
る
能
は
ざ
る
乎
、
少
年
に
希
望
を
與
ふ
る
ロ
ン
グ
フ
エ
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ヘ
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ヘ
 
 
 
ヘ

ル
ロ
ウ
の
如
く
な
る
能
は
ざ
る
乎
。
》
（
傍
線
及
び
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
）
と

い
う
よ
う
に
。

 
要
す
る
に
国
民
国
家
の
形
成
と
い
う
〈
進
歩
〉
の
た
め
に
、
国
民
を
教
育
し

啓
蒙
す
る
た
め
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
れ
を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
主
張
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
や
高
田
半
峰
「
文
學
者
に
政
治
思
想
、

政
治
家
に
文
學
思
想
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
（
明
治
二
十
六
年
四
月
十
八
日
、
十

九
日
「
金
紫
新
聞
」
）
を
受
け
て
、
坪
内
迫
遙
は
「
早
稲
田
文
學
」
（
明
治
二
十

六
年
四
月
、
三
八
號
）
に
「
政
事
と
文
學
と
」
「
新
題
目
」
「
新
着
眼
」
を
書
い
た
。

迫
遙
は
今
日
に
お
い
て
文
壇
と
政
事
壇
と
が
天
地
ほ
ど
も
相
離
れ
て
い
る
の
は

健
全
な
状
態
で
は
な
い
と
言
い
、
ま
た
、
今
の
文
学
に
大
創
作
が
あ
ら
わ
れ
な

い
の
は
、
必
ず
し
も
《
其
題
目
に
窮
乏
し
た
る
が
故
》
で
は
な
い
、
と
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
人
は
政
事
界
と
文
學
界
と
の
問
に
設
け
ら
れ
た
る
霊
感
と
冷
情
と
の
屏
障

を
打
碑
し
て
黒
く
此
の
愚
老
を
融
會
せ
し
め
爾
者
の
間
に
温
き
同
感
を
成
立

た
し
め
多
数
の
文
士
が
挾
小
な
る
肺
我
を
し
て
鋭
く
と
も
書
家
大
た
ら
し
め

ん
と
願
望
す
か
く
の
如
き
は
之
れ
を
し
て
宇
宙
大
、
三
世
代
た
ら
し
む
べ
き
 
 
幻

一
種
の
階
梯
と
信
ず
れ
ば
な
り
、
 
 
 
 
 
 
 
（
「
政
事
と
文
學
と
」
）
 
 
B

 
適
遙
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
政
治
と
文
学
と
の
隔
た
り
を
と
っ
て
、
両
者
を
接

近
さ
せ
れ
ば
、
文
士
の
狭
い
〈
神
言
〉
を
く
国
家
大
V
に
拡
充
す
る
効
用
が
あ

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
だ
。
鷲
谷
の
「
國
民
と
思
想
」
は
こ
の
論
よ
り
も
三
カ

月
後
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
㈲
何
を
か
國
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ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

民
的
思
想
と
謂
ふ
」
で
、
《
吾
人
は
早
稲
田
文
學
と
共
に
、
少
く
と
も
國
民
大

の
思
想
を
得
ん
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
切
な
り
と
錐
、
世
の
詩
歌
の
題
目
を
無

理
遣
に
國
民
的
問
題
に
限
ら
ん
と
す
る
輩
に
向
ひ
て
は
柳
か
不
同
意
を
唱
へ
ざ

る
可
か
ら
ず
。
》
（
傍
点
は
北
川
）
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
透
谷
が
「
早
稲
田
文
學
」
の
く
国
家
大
〉
を
、

勝
手
に
〈
国
民
大
〉
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
蘇
峰
や
適



遙
の
論
議
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
く
不
同
意
V
を
表
明
し
て
い
る
。

 
透
谷
に
と
っ
て
、
国
民
と
い
う
テ
ー
マ
で
詩
を
書
い
た
り
、
政
治
と
文
学
と

の
隔
た
り
を
な
く
し
た
り
し
た
ら
、
そ
こ
に
国
民
的
な
文
学
や
思
想
が
生
ま
れ

る
と
い
う
オ
プ
チ
ニ
ズ
ム
は
、
ま
っ
た
く
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
外
か

ら
国
家
的
な
課
題
や
教
育
的
使
命
を
、
詩
や
文
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
押
し
つ
け

ら
れ
て
も
、
内
的
な
契
機
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
現
状
を
越
え
う
る
ど
ん
な
創

造
も
あ
り
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
強
い
内
的
な
契
機
に
根
ざ
し
さ
え
ず
れ

ば
、
文
学
は
国
民
的
な
ど
と
い
う
制
限
を
越
え
て
、
世
界
的
に
も
人
類
的
に
も

な
り
う
る
、
と
い
う
の
が
透
谷
の
考
え
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
内
的
な
契

機
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
は
、
彼
が
こ
れ
ま
で
〈
内
部
生
命
〉

と
か
、
〈
根
本
の
生
命
〉
と
か
、
〈
精
神
の
自
由
〉
と
か
呼
ん
で
き
た
も
の
で

あ
る
。

 
し
か
し
、
透
谷
の
こ
の
よ
う
な
垂
直
的
な
発
想
を
、
蘇
峰
は
「
杜
會
に
於
け

る
思
想
の
三
潮
流
」
（
明
治
二
十
六
年
四
月
十
三
日
「
國
民
之
友
」
一
八
八
號
）

で
《
高
岳
的
思
想
〉
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。
彼
は
そ
の
特
徴
を
《
高
蹉
と
は
自

か
ら
杜
會
の
外
に
立
つ
も
の
也
。
彼
等
の
多
く
は
、
一
種
の
基
督
教
徒
中
に
あ

り
、
而
し
て
特
に
世
俗
な
ら
ざ
る
青
年
に
多
し
と
す
。
》
と
規
定
し
、
〈
蛇
行
派
〉

や
く
慷
概
派
V
と
並
べ
て
、
社
会
に
と
っ
て
不
健
全
で
あ
り
、
全
母
害
〉
が
あ
る
、

と
断
じ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
透
谷
は
、
先
の
「
㈲
何
を
か
國
民
的
思
想
と
謂
ふ
」

に
お
い
て
、
「
國
民
之
友
（
H
蘇
峰
）
」
が
、
国
民
的
な
テ
ー
マ
を
唯
一
と
心
得
て
、

み
だ
り
に
《
所
謂
高
躇
的
思
想
な
る
も
の
を
攻
撃
せ
ん
と
す
る
傾
き
あ
る
〉
の

は
な
げ
か
わ
し
い
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

詩
人
は
、
一
國
民
の
私
有
に
あ
ら
ず
、
人
類
全
躰
の
寳
匝
な
り
、
、
彼
を
し
て

垂
直
と
地
平
と
1
北
村
透
谷
「
國
民
と
思
想
」
再
論

一
國
民
の
爲
に
歌
は
し
め
ん
と
す
る
の
鯨
り
に
、
彼
が
全
世
界
の
爲
に
齋
ら

し
来
り
た
る
使
命
を
傷
ら
し
め
ん
と
す
る
は
、
吾
人
其
の
是
な
る
を
知
ら
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
㈲
何
を
か
皇
民
的
思
想
と
謂
ふ
」
）

 
こ
れ
を
見
て
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
透
谷
は
「
國
民
之
友
」
「
國
民
新
聞
」

な
ど
の
蘇
峰
、
「
早
稲
田
文
學
」
に
お
け
る
迫
遙
な
ど
の
、
国
民
的
な
テ
ー
マ

を
め
ぐ
る
思
想
と
の
明
ら
か
な
対
抗
関
係
、
あ
る
い
は
緊
張
関
係
を
直
接
的
な

契
機
に
し
て
、
「
國
民
と
思
想
」
を
書
い
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
た
と
え
ば
『
蓬

棊
曲
』
に
お
い
て
、
バ
イ
ロ
ン
、
ゲ
ー
テ
な
ど
世
界
文
学
の
レ
ベ
ル
の
テ
キ
ス

ト
を
、
幾
つ
も
折
り
重
ね
る
よ
う
に
し
て
詩
を
構
想
し
て
き
た
透
谷
に
と
っ
て
、

創
造
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
国
家
や
国
民
と
い
う
枠
組
み
か
ら
は
み
だ
す
こ
と
は
自

明
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

 
そ
し
て
、
こ
れ
を
人
生
相
渉
論
争
や
、
そ
れ
以
後
の
透
谷
の
思
想
の
根
本
的

な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
い
う
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
た
と
え

ば
〈
精
神
の
自
由
〉
と
い
う
よ
う
な
概
念
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
〈
精
神
の
自
由
〉
が
根
本
的
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
か
か
え
こ
ま
れ
る
と
、

国
民
は
〈
個
人
〉
と
い
う
概
念
に
転
移
し
、
同
時
に
そ
れ
は
く
国
家
〉
と
対
抗

関
係
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
論
理
的
に
あ
ら

わ
に
し
て
い
る
の
は
、
「
誓
書
と
思
想
」
よ
り
も
、
や
は
り
三
カ
月
ほ
ど
前
に

書
か
れ
た
「
明
治
文
學
管
見
（
日
本
文
學
野
禽
）
」
（
明
治
二
十
六
年
四
月
「
評

論
」
第
一
～
四
號
）
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
も
透
谷
は
、
蘇
峰
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
く
平
民
的
思
想
〉
の
概

念
を
借
り
る
。
し
か
し
、
蘇
峰
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
型
社

会
を
モ
デ
ル
と
す
る
、
生
産
主
義
と
の
関
連
で
出
て
く
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
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し
て
、
透
谷
に
お
い
て
そ
れ
は
、
〈
精
神
の
自
由
〉
の
文
脈
の
中
で
し
か
語
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
選
民
的
思
想
は
、
人
間
の
精
姉
が
自
由
を
追

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

求
す
る
一
表
象
に
し
て
、
其
蹄
着
す
る
庭
は
、
倫
理
と
言
は
ず
放
縦
と
言
は
ず
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
用
と
言
は
ず
快
樂
と
言
は
ず
、
最
後
の
目
的
な
る
精
肺
の
自
由
を
望
ん
で
馳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 

せ
出
た
る
最
始
の
思
想
の
自
由
に
し
て
途
に
思
想
界
の
大
革
命
を
起
す
に
至
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ざ
れ
ば
止
ま
ざ
る
な
り
。
》
（
「
二
、
受
理
の
自
由
」
）
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
〈
精
神
の
自
由
〉
は
、
《
各
個
人
の
自
由
》
と
か
、
《
民

権
と
い
ふ
名
を
以
て
起
り
た
る
個
人
的
精
押
》
を
も
た
ら
さ
な
い
わ
け
に
は
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
な
い
。
そ
れ
は
く
明
治
の
革
命
〉
に
よ
っ
て
、
一
度
は
沈
静
す
る
が
、
《
然

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
ど
も
此
は
沈
静
に
あ
ら
ず
し
て
潜
伏
な
り
き
。
革
命
の
成
る
ま
で
は
、
皇
室

に
還
し
て
起
り
た
る
精
融
の
動
作
〉
（
「
四
、
政
治
上
の
変
遷
」
）
と
い
う
と
こ

ろ
へ
突
き
抜
け
ざ
る
を
え
な
い
。

 
つ
ま
り
、
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
館
谷
の
根
本
的
モ
テ
ィ
ー
フ
は
〈
精
神
の

自
由
〉
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
の
く
国
民
V
像
の
中
心
が
、
〈
個
人
〉

あ
る
い
は
〈
個
人
的
精
神
〉
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
明
治
二
十
年
半
ば
の
思
想
状
況
に
あ
っ
て
、
透
谷
の
思
想
を
際
立
た
せ
て

い
る
特
質
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
い
わ
ば
緊
急
の
課
題
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
く
国
民
〉
像
を
め
ぐ
っ
て
、
透
谷
の
よ
う
な
〈
個
人
的

精
神
〉
の
上
に
立
脚
し
た
そ
れ
を
、
他
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
そ

れ
で
は
こ
の
時
期
、
ど
の
よ
う
な
〈
国
民
〉
像
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
。
ま
ず
、

初
め
に
見
て
お
き
た
い
の
は
、
藩
閥
政
府
や
い
わ
ゆ
る
支
配
層
の
そ
れ
で
あ
る
。

 
彼
ら
は
民
権
運
動
敗
退
以
後
、
帝
国
憲
法
制
定
（
明
治
二
十
二
年
）
、
国
会

の
開
設
（
明
治
二
十
三
年
）
と
い
う
形
で
、
い
ち
お
う
立
憲
君
主
国
と
い
う
近

代
的
な
体
裁
を
と
と
の
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
で
彼
ら
が
い
ち

ば
ん
危
惧
し
た
の
は
、
深
刻
な
政
治
的
対
立
や
政
府
批
判
が
議
会
の
な
か
に
持

ち
こ
ま
れ
る
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
封
じ
る
た
め
に
、
彼
ら
が
国
民
を

・
結
合
す
る
た
め
に
用
意
し
た
の
が
、
〈
臣
民
〉
の
概
念
だ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
〈
国
民
1
1
臣
民
〉
像
は
、
軍
人
勅
諭
（
明
治
十
五
年
半
、
学
校
令
（
明
治

十
九
年
）
、
そ
し
て
、
教
育
勅
語
（
明
治
二
十
三
年
目
と
い
う
経
過
で
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
が
、
特
に
教
育
勅
語
の
理
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
《
我

が
臣
民
克
ク
忠
二
克
ク
孝
二
》
の
文
言
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。

 
こ
の
教
育
勅
語
を
、
そ
の
制
定
の
主
旨
に
沿
っ
て
い
わ
ば
公
的
に
解
説
し
た
、

井
上
哲
次
郎
の
『
勅
語
街
義
』
（
明
二
十
四
年
刊
）
は
、
《
蓋
シ
勅
語
ノ
主
意
ハ
、

孝
悌
忠
信
ノ
徳
行
ヲ
心
止
テ
、
藁
家
ノ
基
礎
ヲ
固
ク
シ
、
共
同
愛
國
ノ
義
心
を

培
養
シ
テ
、
不
虞
ノ
変
二
上
フ
ル
ニ
ア
リ
。
我
が
邦
人
タ
ル
モ
ノ
、
書
ミ
ク
此

レ
ニ
由
リ
テ
身
ヲ
立
ツ
ル
ニ
至
ラ
バ
、
民
心
の
結
合
、
塩
豆
に
期
し
難
カ
ラ
ン
ヤ
》

と
述
べ
て
い
る
。
松
本
三
之
介
が
『
明
治
思
想
集
H
（
近
代
日
本
思
想
大
系
3
1
）
』

の
「
解
説
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
伝
統
的
な
儒
教
主
義
に
基
く
《
孝

悌
忠
信
ノ
徳
行
》
に
加
え
て
、
《
共
同
愛
心
ノ
義
心
》
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
近
代
的
に
扮
飾
さ
れ
た
く
臣
民
〉
像
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

前
者
だ
け
で
は
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
身
分
制
的
な
秩
序
へ
の
忠
誠
を
表
現
し

て
い
て
も
、
国
民
を
構
成
員
と
す
る
《
国
家
主
義
的
な
公
的
道
徳
を
喚
起
す
る

に
は
不
十
分
》
（
松
本
三
之
介
）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勅
語
は
国
家

へ
の
忠
誠
、
服
従
を
要
請
す
る
た
め
に
、
天
皇
の
〈
臣
民
〉
で
あ
る
こ
と
を
求

め
た
、
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

 
当
時
、
明
治
政
府
が
先
導
し
た
、
こ
の
〈
国
民
睡
臣
民
〉
像
に
対
抗
し
て
、

二
つ
の
く
国
民
〉
像
が
拮
抗
し
て
い
た
。
一
つ
は
徳
富
蘇
峰
や
民
謡
社
の
平
民

主
義
に
お
け
る
〈
国
民
1
1
平
民
〉
像
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
志
賀
重
昂
、
三
宅
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雪
嶺
、
陸
掲
南
な
ど
の
国
粋
主
義
の
流
れ
に
お
け
る
〈
国
民
〉
像
で
あ
る
。
た

だ
、
蘇
峰
の
〈
国
民
〉
概
念
に
つ
い
て
言
え
ば
、
〈
平
民
〉
〈
人
民
〉
、
〈
国
民
〉
が
、

ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
ず
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は

『
將
來
之
日
本
』
（
明
治
十
九
年
十
月
刊
）
に
お
け
る
「
第
十
六
回
 
將
來
ノ

日
本
（
結
論
）
」
の
、
次
の
短
い
引
用
の
な
か
で
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

 
吾
人
ハ
我
力
皇
室
ノ
箪
榮
ト
安
寧
ト
ヲ
保
チ
玉
ハ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
。
我
國
家

 
ノ
隆
盛
ナ
ラ
ン
「
ヲ
欲
シ
。
我
政
府
ノ
輩
保
ナ
ラ
ン
「
ヲ
欲
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ゆ

 
之
ヲ
欲
ス
ル
ノ
至
情
二
品
リ
テ
ハ
敢
テ
天
下
人
士
ノ
後
代
ア
ラ
サ
ル
コ
ヲ
信

 
ス
。
然
レ
ト
モ
國
民
ナ
ル
モ
ノ
ハ
二
二
茅
屋
ノ
中
二
住
ス
ル
者
二
重
シ
。
若

 
シ
此
國
民
心
シ
テ
安
寧
ト
自
由
ト
幸
頑
ト
ヲ
得
サ
ル
時
二
於
テ
ハ
國
家
質
一

、
日
モ
存
在
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
。
而
シ
テ
我
力
茅
屋
ノ
中
二
住
ス

 
ル
人
民
ヲ
シ
テ
此
ノ
恩
澤
二
浴
セ
シ
ム
ル
ハ
實
二
歪
力
祉
會
ヲ
シ
テ
生
産
的

 
ノ
砒
會
タ
ラ
シ
メ
。
其
必
然
ノ
結
果
タ
ル
卒
民
的
ノ
肚
會
タ
ラ
シ
ム
ル
ニ
ア

 
ル
「
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
第
十
六
回
 
將
來
ノ
日
本
（
結
論
）
」
」
傍
線
は
北
川
）
・

 
こ
の
〈
国
民
〉
が
《
茅
屋
ノ
中
二
存
ス
ル
者
〉
だ
と
い
う
の
は
蘇
峰
が
繰
り

返
す
文
句
だ
が
、
そ
れ
自
体
は
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派

の
指
導
者
の
一
人
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
イ
ト
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
い
や
、
こ
こ
で

の
主
張
そ
の
も
の
が
ブ
ラ
イ
ト
の
考
え
を
鶏
鵡
返
し
で
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
〈
国
民
〉
，
を
と
ら
え
、
こ
の
安
寧
、
自
由
、
幸

福
の
上
に
こ
そ
、
国
家
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
皇
室
の
尊
意
や
国
家
の
隆
盛

を
建
前
と
し
て
掲
げ
て
い
て
も
、
教
育
勅
語
的
〈
国
民
“
臣
民
〉
像
と
は
、
大

き
く
喰
い
違
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
蘇
峰
が
〈
臣
民
〉
概
念
を
忌
避

垂
直
と
地
平
と
一
北
村
透
谷
「
國
民
と
思
想
」
再
論

し
、
〈
人
民
〉
や
く
平
民
〉
を
く
国
民
V
と
並
列
し
た
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
《
生
産
的
ノ
肚
會
》
の
国
民
が
〈
平
民
〉
だ
と
言
っ
て
も
、
日
本

の
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
が
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

蘇
峰
が
そ
れ
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
れ
以
後
、
民
寺
社
を
興
し
、
『
國

民
之
友
』
を
刊
行
（
明
治
二
十
年
二
月
十
五
日
創
刊
）
し
、
そ
の
翌
年
の
二
月
、

第
十
五
号
か
ら
連
載
を
は
じ
め
た
「
隠
密
な
る
政
治
上
の
攣
遷
」
と
い
う
論
文

に
お
け
る
、
〈
田
舎
紳
士
〉
の
概
念
の
提
起
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
蘇
峰
の
言

う
〈
田
舎
紳
士
〉
と
は
、
み
ず
か
ら
も
そ
れ
を
出
自
と
し
て
い
る
農
村
の
富
農

層
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
こ
そ
が
こ
れ
か
ら
の
教
育
と
生
産
の
主
体
で
あ

り
、
《
生
産
的
ノ
杜
會
〉
を
組
織
す
る
、
平
民
主
義
の
担
い
手
と
し
て
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
論
文
で
土
工
に
は
教
育
の
必
要
を
感
じ

て
い
る
者
が
多
い
が
、
し
か
し
、
彼
ら
に
は
財
力
が
な
い
。
ま
た
、
〈
工
商
人
〉

は
資
力
を
持
っ
て
い
て
も
、
教
育
の
必
要
を
感
じ
て
い
る
者
が
少
な
い
。
そ
の

な
か
で
《
猫
り
田
舎
紳
士
》
だ
け
が
、
《
教
育
の
必
要
を
感
ず
る
と
共
に
教
育

を
興
る
の
資
力
を
有
す
る
》
（
「
（
第
三
）
生
活
と
教
育
の
刺
激
」
）
者
だ
と
言
う

の
で
あ
る
。
蘇
峰
が
み
ず
か
ら
の
夢
を
〈
田
舎
紳
士
〉
に
託
す
、
そ
の
オ
プ
チ

ミ
ズ
ム
が
よ
く
出
て
い
る
と
こ
ろ
を
次
に
引
く
。

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

即
ち
田
舎
紳
士
の
多
数
に
於
て
は
、
漸
々
と
御
大
名
然
た
る
境
遇
を
一
隅
し

ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
、
経
螢
起
業
の
民
と
な
る
に
相
違
あ
る
可
か
ら
ず
、
漏
せ
バ
既
に
桑
を
植

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ゆ
れ
ば
猛
を
飼
ハ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
既
に
慧
を
飼
ヘ
バ
、
綜
を
製
せ
ざ
る
可

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

か
ら
ず
、
既
に
糸
を
製
す
れ
バ
、
之
れ
を
費
却
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
勢
ひ
弦

へ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
へ

に
至
ら
ば
、
彼
れ
丁
度
農
夫
の
魁
た
る
資
格
を
鑛
け
て
、
製
造
貿
易
的
の
資

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

格
に
進
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
、
則
ち
彼
等
ハ
佛
の
如
き
百
姓
根
性
の
み
に
非
ず
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し
て
、
蛇
の
如
く
、
畏
き
商
責
根
性
を
養
ハ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
勢
ひ
斯
く
の
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ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
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ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
如
く
な
れ
ば
、
最
も
鏡
敏
に
し
て
、
最
も
活
濃
な
る
一
塁
の
申
等
肚
會
を
組
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ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
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ヘ
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ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
織
す
る
重
な
る
要
素
と
な
る
も
の
ハ
、
彼
等
に
非
す
し
て
又
誰
れ
か
あ
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
（
第
三
）
生
活
と
教
育
と
の
刺
激
」
）

 
一
国
の
〈
中
等
社
会
〉
を
組
織
す
る
《
夕
曇
起
業
の
民
》
と
な
る
過
程
を
、

す
べ
て
こ
の
よ
う
な
必
然
の
環
で
結
ん
で
ゆ
く
、
単
純
な
論
理
が
破
綻
し
な
い

わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
そ
れ
は
明
治
二
十
三
年
の
恐
慌
に
よ
っ
て
、
こ

の
〈
田
舎
紳
士
〉
の
生
産
の
基
般
皿
が
崩
さ
れ
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
後

の
経
済
再
編
成
は
彼
ら
が
リ
ー
ダ
ー
・
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
条
件
を
奪
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
〈
生
産
-
経
済
〉
の
担
い
手
で
あ
っ
た
富
農

層
が
、
そ
の
ま
ま
政
治
意
識
に
お
い
て
、
《
山
立
自
治
の
卒
民
》
（
「
（
第
五
）
中

等
民
族
將
に
生
長
せ
ん
と
す
」
）
に
成
長
す
る
こ
ど
は
、
何
ら
自
明
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
既
得
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
独
立
自
治
ど
こ
ろ
か
、

寄
生
地
主
化
し
た
り
、
小
御
用
商
人
化
し
た
り
、
政
治
的
に
も
反
動
化
し
て
ゆ

か
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
〈
国
民
V
概
念
の
中
心
を
占
め
る
〈
平
民
〉
の

空
洞
化
に
よ
っ
て
こ
そ
、
後
の
蘇
峰
の
〈
変
節
〉
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
思
想
転

向
が
起
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

 
さ
て
、
蘇
峰
の
欧
化
主
義
の
立
場
と
並
ん
で
、
明
治
政
府
の
〈
臣
民
〉
像
と

対
峙
し
た
も
う
一
つ
の
く
国
民
〉
像
は
、
国
粋
主
義
・
日
本
主
義
の
立
場
に
お

け
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
十
年
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
流
れ
を
つ
く
っ

た
、
志
賀
重
昂
・
三
宅
雪
嶺
ら
政
教
社
の
雑
誌
「
日
本
人
」
が
創
刊
さ
れ
た
の

は
、
明
治
二
十
一
年
四
月
で
あ
る
。
蘇
峰
の
「
國
民
之
友
」
よ
り
、
ち
ょ
う
ど

一
年
後
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
一
年
後
の
明
治
二
十
二
年
二
月
に
、
陸
掲

南
に
よ
っ
て
新
聞
「
日
本
」
が
創
刊
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
思
想
家
と
い
う
よ
り
、

政
論
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
見
た
方
が
よ
い
（
そ
の
点
で
影
響
力
も
も
っ
た
）

蘇
峰
と
の
対
照
で
言
え
ば
、
や
は
り
、
国
粋
主
義
の
立
場
で
同
じ
よ
う
な
位
相

に
い
る
陸
掲
南
の
〈
国
民
〉
像
を
取
り
あ
げ
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

 
た
だ
、
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
、
〈
国
民
〉
概
念
を
厳
密
に
定
義
し
て
用
い
る

思
想
家
は
、
三
宅
雪
嶺
ぐ
ら
い
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
彼
の
「
日
本

角
落
は
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
を
以
て
生
れ
た
り
」
（
明
治
二
十
二
年
二

月
）
か
ら
検
討
し
た
い
が
、
こ
こ
で
三
宅
は
《
憲
法
の
獲
布
せ
ら
る
る
と
同
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
日
本
國
民
の
生
れ
出
た
》
と
考
え
て
い
る
。
三
宅
に
よ
れ
ば
、
〈
人
民
〉
と

は
《
単
に
風
俗
、
習
慣
、
言
語
等
を
同
じ
ふ
す
る
民
族
を
総
構
す
る
》
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
《
國
家
旨
義
の
上
》
か
ら
規
定
さ
れ
る
〈
国
民
〉
と
は
区
別
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
〈
臣
民
〉
は
《
君
主
政
治
の
墨
家
》
の
な
か

の
人
民
を
言
う
の
で
あ
り
、
封
建
時
代
に
お
い
て
も
、
《
某
某
藩
の
臣
民
、
何

何
候
の
領
民
と
呈
す
る
》
も
の
は
あ
っ
た
が
、
〈
日
本
国
民
〉
が
存
立
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
、
と
す
る
。

 
こ
う
し
て
三
宅
は
、
日
本
は
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
、
君
主
独
裁
制
か
ら
立
憲

君
主
制
の
国
家
と
な
っ
た
の
で
、
も
は
や
〈
臣
民
〉
の
名
称
は
ふ
さ
わ
し
く
な

く
、
〈
国
民
〉
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
明
確
に
述
べ
る
。
こ
れ
は
《
我

 
ヘ
 
 
へ

が
臣
民
克
ク
忠
二
克
ク
孝
二
》
（
教
育
勅
語
）
を
、
国
家
の
基
礎
と
し
、
国
民

教
育
の
淵
源
と
す
る
明
治
政
府
や
井
上
哲
次
郎
の
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
も
の

だ
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
国
枠
主
義
の
立
場
は
、
そ
の
《
日

本
國
民
の
名
稻
た
る
、
日
本
臣
民
の
意
義
は
充
分
其
内
に
包
有
す
る
》
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
が
賛
歌
す
る
立
憲
君
主
制
の
国
家

と
い
う
〈
生
体
〉
の
《
半
価
中
鷺
》
に
は
、
〈
帝
室
〉
が
存
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。

 
基
本
的
に
は
三
宅
と
同
じ
立
場
な
が
ら
、
そ
の
〈
国
民
〉
像
を
描
く
の
に
、
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〈
臣
民
〉
で
は
な
く
、
〈
平
民
〉
概
念
を
も
っ
て
す
る
両
面
南
の
主
張
は
、
よ

り
蘇
峰
に
近
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
陸
は
新
聞
「
日
本
」
の
「
創
刊
の

二
一
に
お
い
て
、
《
『
日
本
』
は
外
部
に
向
か
い
て
自
民
精
姉
を
襲
揚
す
る
と

同
時
に
、
内
部
に
向
か
い
て
は
「
國
民
團
結
」
の
輩
固
を
勉
む
べ
し
。
ゆ
え
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

『
日
本
』
は
國
家
善
美
の
淵
源
た
る
皇
室
と
肚
重
利
盆
の
基
礎
た
る
卒
民
と
の

間
を
近
蜜
な
ら
し
め
、
貴
賎
貧
富
お
よ
び
都
鄙
の
間
に
は
な
は
だ
し
き
隔
絶
な

か
ら
し
め
、
國
民
の
内
に
湖
盆
お
よ
び
幸
幅
の
偏
傾
な
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
望

む
。
．
》
（
傍
点
は
北
川
）
と
述
べ
て
い
る
。

 
こ
こ
で
は
「
日
本
」
と
い
う
新
聞
が
果
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
役
割
が
主
張
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
期
せ
ず
し
て
〈
国
民
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
説
く
こ
と
に

を
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
「
日
本
」
を
〈
国
民
〉
と
置
き
か
え
て
み
れ
ば
明

ら
か
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
陸
掲
南
に
お
い
て
、
〈
国
民
〉
と
は
く
皇
室
〉
と
く
平

民
〉
と
の
間
を
近
密
に
す
る
所
に
こ
そ
成
立
す
る
観
念
だ
っ
た
。
そ
れ
は
先
の

「
創
刊
の
辞
」
に
次
ぐ
、
「
日
本
」
第
二
号
に
発
表
さ
れ
た
「
國
民
的
の
観
念
」

に
よ
り
明
快
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

近
世
群
類
の
基
礎
は
軍
に
貴
族
の
上
に
も
在
ら
ず
、
ま
た
軍
に
君
灌
の
上
に

も
置
か
ず
、
し
か
し
て
自
ら
君
民
の
合
阿
を
意
味
す
る
「
國
民
」
の
上
に
座

す
る
こ
と
な
り
。
け
だ
し
國
希
な
る
観
念
の
上
に
安
置
さ
れ
た
る
國
家
は
、

よ
く
民
権
を
重
ん
じ
て
こ
れ
を
君
権
と
衝
突
せ
し
め
ず
、
よ
く
貴
族
を
容
れ

て
常
民
を
凌
が
し
め
ず
。
他
な
し
、
國
民
の
観
念
中
に
は
貴
族
な
く
卒
斜
な

く
君
権
な
け
れ
ば
な
り
。
こ
れ
な
き
に
は
あ
ら
ず
、
國
民
な
る
一
大
観
念
は

よ
く
こ
れ
を
盤
梅
調
和
統
一
す
る
に
足
れ
ば
な
り
。
 
（
「
國
民
的
の
観
念
」
）

垂
直
と
地
平
と
-
北
村
透
谷
「
國
民
と
思
想
」
再
論

 
つ
ま
り
、
陸
に
お
い
て
、
〈
国
民
〉
は
、
《
君
民
の
合
同
を
意
味
す
る
》
観

念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
民
権
と
君
権
は
衝
突
せ
ず
、
貴
族
と

平
民
は
調
和
し
、
国
家
は
よ
く
統
一
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、

現
実
に
お
い
て
は
、
隔
絶
し
分
裂
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
押
し
隠
す
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
国
民
〉
像
が
思
い
描
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
透
谷
も
こ
の
欧
化
思
想
と
国
粋
思
想
の
〈
国
民
〉
像
と
踵
を
接
す
る
よ
う
に

し
て
、
み
ず
か
ら
の
く
国
民
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
心
逸
の
そ
れ
に
対
す
る
根
本
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
ま
っ
た

く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
先
の
「
明
治
文
學
管
見
」
に
お
い
て
一
瞥
し
た
通

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
で
《
愚
な
る
か
な
、
今
日
に
於
て
奮
組
織
の
遺
物
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
君
愛
國
な
ど
の
岐
路
に
迷
ふ
學
者
、
請
ふ
刮
目
し
て
百
年
の
後
を
見
ん
。
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
《
百
年
の
後
〉
を
見
る
彼
の
垂
直
的
な
視
線
に
よ
っ

て
、
い
ま
、
そ
の
〈
国
民
〉
像
が
試
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
四
谷
の
「
國
民
と
思
想
」
は
、
ま
ず
、
最
初
に
「
m
思
想
上
の
〆

三
勢
力
」
と
い
う
章
を
立
て
て
い
る
が
、
そ
の
〈
三
勢
力
〉
は
、
明
治
二
十
年

忌
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
欧
化
と
国
粋
の
勢
力
の
配
置
を
に

ら
ん
で
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
発
想
の
卓
抜
さ
、
あ
る
い

は
特
異
さ
は
、
そ
の
思
想
上
の
勢
力
を
、
欧
化
と
か
国
粋
と
か
い
う
現
実
に
存

在
す
る
実
体
的
な
概
念
で
、
ま
た
そ
れ
ら
を
単
に
並
列
的
に
と
ら
え
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
《
一
語
民
の
心
性
の
活
動
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
配
す
る
者
〉
を
、
時
間
概
念
で
あ
る
《
過
去
の
勢
力
》
、
主
体
的
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
《
創
造
の
勢
力
》
、
そ
し
て
、
空
間
的
な
概
念
で
あ
る
《
交
通
の
勢

力
》
の
、
三
つ
の
勢
力
配
置
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
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で
は
《
過
去
の
勢
力
》
と
は
ど
の
よ
う
な
時
間
の
威
力
な
の
か
。
こ
れ
は
単

に
伝
統
と
か
、
国
粋
保
存
と
呼
べ
、
る
も
の
で
は
な
い
。
圏
谷
は
、
《
「
過
去
」

は
無
言
な
れ
ど
も
、
能
く
「
現
在
」
の
上
に
指
令
の
椹
を
握
れ
り
。
歴
史
は
意

味
な
き
ペ
ー
ジ
の
堆
積
に
あ
ら
ず
、
幾
百
世
の
二
丁
は
其
が
上
に
心
血
を
印
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
去
れ
り
、
…
（
省
略
）
…
人
間
の
心
血
が
捺
印
し
た
る
跡
は
之
を
越
す
べ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
ず
。
…
（
省
略
）
…
引
力
に
よ
り
て
相
繋
纏
す
る
物
質
の
力
、
自
由
を
以
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

掲
自
室
攣
た
る
精
柿
の
力
、
こ
の
二
者
が
相
率
ひ
、
相
争
ひ
、
相
呼
び
、
相
結

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び
て
、
幾
千
旦
百
年
の
問
、
一
の
因
よ
り
一
め
果
に
、
一
の
果
よ
り
他
の
因
に
、

轄
霊
化
し
罵
り
た
る
跡
山
沿
に
一
朝
一
夕
に
動
か
し
去
る
ぺ
け
ん
や
。
》
と
書
い

て
い
る
。
こ
れ
で
見
る
と
、
《
過
去
の
勢
力
》
は
、
長
い
歴
史
、
あ
る
い
は
時

間
の
累
積
を
か
け
て
、
精
神
と
物
質
の
力
が
相
呼
応
し
、
対
立
し
、
戯
れ
あ
っ

て
、
原
因
が
結
果
に
な
り
、
結
果
が
原
因
に
な
る
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
一
国

民
の
心
性
を
支
配
す
る
よ
う
な
精
神
上
の
威
力
に
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
単
に
肯
定
の
対
象
で
も
否
定
の
対
象
で
も

な
い
、
容
易
に
動
か
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
。
言
わ
ば
見
え
な

い
制
度
や
習
慣
、
宗
教
や
美
意
識
と
化
し
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
時
間
の
累
積
、

思
想
の
威
力
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

 
し
か
も
、
透
写
に
と
っ
て
思
想
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
死
ん

だ
り
生
き
た
り
、
競
争
し
、
戦
い
、
運
動
し
、
代
謝
を
繰
り
返
す
、
《
一
種
の

自
動
機
関
》
の
よ
う
な
流
動
し
て
や
ま
な
い
も
の
な
の
だ
。
こ
こ
で
思
想
の
活

動
が
、
個
性
と
か
人
格
と
か
を
捨
象
し
た
、
自
立
・
自
動
の
性
格
で
と
ら
え
て

．
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
《
偉
大
な
る
群
民
》
に
は
、

必
ず
、
そ
れ
を
演
出
す
る
《
偉
大
な
る
思
想
》
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
朝
一
夕

に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
た
ず
ら
に
《
過
去
の
勢
力
》
に

拘
泥
し
て
い
れ
ば
、
思
想
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
流
動
を
失
い
、
停
滞
に
お
ち

い
っ
て
し
ま
う
。
《
悪
心
の
生
氣
》
を
盛
ん
に
す
る
に
は
、
《
過
去
の
勢
力
》

と
は
別
の
《
創
造
的
勢
力
》
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
印
章
は
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
苦
し
げ
な
の
は
、
そ
れ
が

未
成
の
勢
力
だ
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
《
過
去
の
勢
力
》
と
並
ん
で
競
い
は
じ
め

た
の
は
、
《
交
通
の
勢
力
〉
と
い
う
も
の
だ
。

 
こ
の
《
交
通
の
勢
力
》
に
つ
い
て
は
、
後
に
《
外
來
の
勢
力
〉
と
も
言
い
か

え
ら
れ
て
い
る
が
、
平
谷
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
単
に
否
定
や
肯
定
の
対
象
と

し
て
扱
っ
て
は
い
な
い
。
透
谷
に
お
い
て
、
〈
交
通
V
と
い
う
概
念
が
、
思
想

の
タ
ー
ム
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
、
そ
も
そ
も
思
想
と
い
う
も
の
の
自
然
の
在

り
方
が
、
〈
流
動
〉
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
東
か
ら
西
に
、
西
か
ら
東
に
、
潮
水
の
よ
う
に
流
れ
る
の
が
自
然
の
姿
で
 
幻

あ
り
・
誰
も
こ
れ
を
人
為
的
に
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
た
だ
、
 
B

困
難
は
、
《
東
西
の
二
大
潮
が
狂
湧
猛
潟
し
て
相
撞
突
す
る
》
時
に
生
ず
る
。

透
写
は
書
い
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
際
に
於
て
、
能
く
過
去
の
勢
力
を
警
み
せ
ず
、
創
造
的
勢
力
と
、
交
通
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勢
力
と
を
鐡
鞭
の
下
に
駆
使
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
吾
人
は
之
を
國
民
が
尤
も

感
謝
す
べ
き
國
民
的
大
思
想
家
な
り
と
言
は
ん
と
欲
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
ω
思
想
上
の
三
勢
力
」
）

 
こ
の
論
理
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
西
の
二
大
潮
が
激
し
く
ぶ

つ
か
り
あ
う
場
所
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
治
二
十
年
代
の
日
本
の
思
想

状
況
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
、
ど
ち
ら
か
の
立
場
に
立
て
ば
、
東
が
西
を
西
が
東



を
否
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
透
額
は
そ
の
い
ず
れ
の
立
場
に

も
立
た
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
競
合
、
戯
れ
の
な
か
に
思
想
の
生
産
力
を
見
出
そ
う

と
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
く
過
去
〉
〈
創
造
〉
〈
交
通
〉
の
三
概
念
を
必
要
と

し
た
の
だ
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
透
谷
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
欧
化

や
国
粋
の
実
体
と
し
て
の
勢
力
で
は
な
く
、
《
國
民
の
生
氣
》
を
ふ
る
い
た
た

せ
る
思
想
の
勢
力
の
こ
と
な
の
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
し
か
し
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
透
谷
の
眼
仁
は
、
《
些
細
の
生
氣
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
創
造
的
勢
力
に
よ
っ
て
ト
す
る
を
得
べ
し
》
と
い
う
、
そ
の
三
勢
力
の
要

と
な
る
べ
き
《
創
造
的
勢
力
》
が
欠
如
し
て
い
る
、
と
映
っ
て
い
る
。
で
は
、

ど
う
し
た
ら
《
創
造
的
勢
力
》
は
形
成
さ
れ
る
の
か
。
今
の
思
想
界
は
狭
い
テ

リ
ト
リ
ー
の
な
か
の
争
い
で
、
《
徒
ら
に
人
間
の
手
を
以
て
》
、
流
動
す
る
思

想
の
自
然
の
力
を
奪
っ
て
い
る
か
ら
い
け
な
い
の
だ
、
ど
ん
な
思
想
の
勢
力
も
、

潮
水
の
流
れ
る
に
ま
か
せ
て
ぶ
つ
か
り
あ
っ
た
ら
よ
い
、
と
透
谷
は
考
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
 
 
 
 
 
コ
 
 
コ
 
 
 
 
 
 

知
ら
ず
や
斯
か
る
撞
着
の
華
中
よ
り
新
た
に
生
金
事
々
た
る
創
造
的
勢
力
の

醸
生
し
坐
る
べ
き
理
あ
る
を
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
㈲
今
の
思
想
界
に
於
け
る
創
造
的
勢
力
」
）

 
透
蚕
は
こ
こ
で
、
異
種
の
思
想
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
に
よ
る
、
一
種
ア
ナ
ー
キ
ー

な
そ
れ
の
混
沌
を
期
待
し
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
國
民
と
思
想
」
の
「
㈹

姉
と
妹
」
の
寓
話
も
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
村
に
三

千
年
の
系
図
が
あ
る
、
と
い
う
旧
家
の
設
定
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
四
面
を
高
い
山
に
囲
ま
れ
、
隔
絶
さ
れ
た
村
だ
が
、
三
十
年
ほ
ど
前
に
交

通
が
開
か
れ
る
と
、
旧
家
は
か
つ
て
の
勢
威
を
失
い
衰
滅
し
て
し
ま
っ
た
、
と

垂
直
と
地
平
と
1
北
村
透
谷
「
國
民
と
思
想
」
再
論

言
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
鎖
国
の
後
、
開
国
し
た
日
本
と
い
う
旧
家
の
重
事
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
旧
家
に
は
二
人
の
娘
が

お
り
、
姉
は
幼
い
時
か
ら
隣
村
の
財
産
家
に
養
わ
れ
た
の
で
、
大
変
ふ
く
よ
か

な
美
人
と
し
て
成
長
し
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
妹
は
、
痩
せ
て
弱
々
し
く
顔
色

も
さ
え
な
い
。
し
か
し
、
里
帰
り
し
て
自
ら
の
美
貌
を
誇
負
す
る
姉
に
対
し
て
、

妹
は
あ
な
た
は
た
し
か
に
美
形
だ
け
れ
ど
も
他
家
に
養
わ
れ
た
人
だ
、
自
分
は

醜
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
祀
先
の
家
を
守
っ
て
こ
こ
を
離
れ
た
こ
と
が
な
い
、

誇
る
べ
き
は
わ
た
し
の
方
だ
と
主
張
し
て
ゆ
ず
ら
な
い
。
透
谷
は
こ
れ
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
提
出
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
姉
の
頭
に
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
共
和
制
と
云
へ
る
角
箸
燦
然
た
り
、
イ
ン
ヂ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ビ
ヂ
ユ
ア
リ
ズ
ム
（
個
人
制
）
と
い
へ
る
花
叙
き
ら
め
け
り
、
ク
リ
ス
テ
ア

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ン
、
モ
ラ
リ
チ
ー
も
亦
た
飾
ら
れ
た
り
、
眞
に
之
れ
絶
世
の
美
人
な
り
。
而

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
し
て
妹
の
頭
に
は
祀
先
の
血
に
よ
り
て
成
り
た
る
毛
髪
の
外
何
の
有
る
な

 
  

し
。
妹
の
形
は
情
事
た
り
、
姉
の
面
は
事
由
な
り
。
妹
の
未
然
は
悲
観
的
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
り
。
姉
の
將
來
は
希
望
的
な
り
。
姉
を
嬰
ら
ん
か
、
妹
を
招
か
ん
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
個
姉
と
妹
」
）

 
言
う
ま
で
も
な
く
姉
は
欧
化
思
想
の
、
妹
は
国
粋
思
想
の
比
喩
で
あ
ろ
う
。

先
の
《
過
去
の
勢
力
》
が
力
強
く
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
売
の
に
比
べ
る
と
、
こ

の
妹
の
描
写
が
貧
し
す
ぎ
る
の
は
、
や
や
、
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

も
見
え
る
。
そ
こ
に
は
長
い
歴
史
的
な
時
間
の
累
積
を
、
精
神
的
な
威
力
と
し

て
と
ら
え
た
《
過
去
の
勢
力
》
と
、
国
粋
保
存
と
い
う
よ
う
に
静
止
的
に
と
ら

え
た
と
き
の
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
面
谷
は
、

姉
と
妹
の
ど
ち
ら
か
を
遜
る
か
と
問
う
て
、
二
人
を
同
時
に
嬰
っ
て
し
ま
え
、
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と
答
え
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
二
人
を
過
る
こ
と
自
体
が
重
要
で
は
な
く
、
国
民

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 

の
《
精
柿
を
失
迷
せ
し
む
べ
か
ら
ず
》
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
が
あ
る
。
も
し
、

多
妻
主
義
と
い
う
こ
と
が
目
的
に
な
る
な
ら
、
東
西
の
思
想
の
折
衷
や
調
和
と

い
う
、
技
術
的
な
文
化
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
透
谷
が
述
べ
て
き
た
こ
と
は

そ
れ
と
反
対
な
の
で
、
東
西
の
思
想
が
《
早
晩
大
に
相
撞
着
す
る
》
そ
の
混
沌

が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
が
、

国
民
の
〈
元
気
〉
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
《
爾
は
希
望
あ
る
國
民
な
り
。
》

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
で
は
、
そ
の
《
國
民
の
元
氣
》
と
は
何
な
の
か
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
よ
り
前
に
、
当
時
、
《
國
民
の
元
氣
》
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
が
、
ど
の
よ

う
な
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
か
を
、
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
徳

富
蘇
峰
は
、
「
三
民
と
思
想
」
よ
り
も
三
カ
食
前
の
「
國
民
之
友
」
（
明
治
二
十

六
年
四
月
＝
二
日
、
第
一
八
七
號
）
に
お
い
て
、
「
國
民
の
元
氣
と
教
化
の
標
準
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
透
谷
も
こ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
書
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
、
〈
元
気
〉
と
い
う
概
念
自
体
は
政
教
社
の
政
論
で
も

使
わ
れ
て
お
り
（
た
と
え
ば
三
宅
雪
嶺
「
余
輩
國
梓
主
義
を
唱
道
す
る
山
脚
偶
然

な
ら
ん
や
」
）
、
蘇
峰
の
影
響
と
ば
か
り
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蘇
峰
の
《
國

民
の
群
星
》
を
め
ぐ
る
考
え
は
、
す
で
に
そ
の
題
名
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

啓
蒙
的
発
想
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

 
す
な
わ
ち
、
恥
を
知
り
、
恥
を
重
ん
ず
る
の
は
封
建
社
会
の
〈
元
気
〉
で
あ

り
、
ど
ん
な
時
代
に
も
そ
の
時
代
を
動
か
す
〈
元
気
〉
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

〈
元
気
〉
を
鼓
吹
す
る
教
化
の
標
準
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
標
準
が
健
全

な
ら
ば
、
教
化
も
ま
た
健
全
で
あ
る
。
わ
が
国
は
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
平
民
的
な

社
会
に
進
み
つ
つ
あ
る
が
、
当
然
、
〈
元
気
〉
も
平
民
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
《
乱
民
的
元
氣
》
と
は
何
か
。
そ
れ
は
《
自
信
自
主
自
尊
自
治
の
精
脚
及

び
氣
風
に
し
て
、
其
の
根
比
は
、
天
を
敬
し
、
良
心
に
順
ひ
、
人
を
愛
す
る
に

在
り
。
一
言
す
れ
ば
職
分
の
観
念
た
る
画
き
を
信
ず
。
》
（
「
國
民
の
主
筆
と

教
化
の
標
準
」
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
蘇
峰
に
は
、
《
皇
民
の
正
立
》
と
い
う
も
の
が
、
教
化
あ
る
い
は
教
育
に
よ
っ

て
可
能
と
な
る
モ
ラ
ル
、
徳
義
の
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
蘇
峰
の
こ
と
ば
で

言
え
ば
《
職
分
の
観
念
》
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
目
ざ
し
た
平
民
社

会
を
担
い
、
指
導
す
る
階
層
で
あ
る
《
中
等
階
級
（
田
舎
紳
士
）
》
の
持
つ
べ

き
モ
ラ
ル
こ
そ
が
、
《
國
民
の
元
氣
》
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は

あ
ら
か
じ
め
、
健
全
な
と
い
う
規
格
を
は
め
ら
れ
、
そ
の
標
準
が
設
定
さ
れ
る
。

そ
の
標
準
に
よ
っ
て
、
個
人
は
社
会
の
大
勢
に
一
致
し
、
調
和
し
、
国
民
の
統

一
も
そ
こ
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
。

 
無
精
も
蘇
峰
と
同
じ
よ
う
に
《
國
民
の
一
致
的
活
動
》
と
い
う
発
想
を
前
提

に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
も
ま
た
、
国
民
国
家
形
成
と
い
う
時
代
に
立
ち
合
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
彼
は
《
政
事
的
活
動
〉
を
視
野
か
ら
除
外
し
て
、

《
心
性
の
上
》
の
活
動
に
そ
れ
を
限
定
す
る
。
《
佛
國
の
革
命
》
と
い
う
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
、
政
治
上
の
《
輩
固
な
る
勢
力
》
も
、
《
必
ら
ず
一
致
し
た
る
心
性
の
活
動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
上
に
宿
る
も
の
〉
だ
か
ら
だ
。
何
を
も
っ
て
、
《
筆
墨
に
心
性
上
の
結
合
を

與
へ
》
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
こ
で
透
谷
が
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
《
尤
も

多
く
並
等
を
教
ふ
る
も
の
、
尤
も
多
く
最
多
藪
の
幸
福
を
至
る
も
の
、
尤
も
多

く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ー
を
獲
育
す
る
も
の
、
尤
も
多
く
人
間
の
運
命
を
示
す
も
の
、

…
（
省
略
）
…
斯
の
如
く
余
は
イ
ン
ヂ
ビ
ヂ
ユ
ア
リ
ズ
ム
の
信
者
な
り
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
敬
愛
者
な
り
。
然
れ
ど
も
、
》
（
「
ω
國
民
の
一
致
的
活
動
」
・
傍

線
は
北
川
）
と
、
逆
接
の
接
続
詞
を
宙
吊
り
に
し
た
ま
ま
、
彼
の
文
章
は
、
突

（90）



然
、
章
を
改
め
て
「
㈲
國
民
の
専
一
」
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

 
並
等
や
多
数
の
幸
福
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ー
、
個
人
主
義
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

い
う
よ
う
に
、
国
民
を
一
致
さ
せ
る
制
度
上
の
舞
台
を
構
成
す
る
理
念
を
並
べ

た
て
な
が
ら
、
透
谷
は
一
瞬
、
む
な
し
さ
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
《
…
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
敬
愛
者
な
り
。
然
れ
ど
も
、
》
1
こ
こ
に
無
言
が
襲
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
た
し
か
に
、
〈
臣
民
〉
で
も
く
平
民
V
で
も
な
く
、
〈
個
人
（
↓
イ
ン

ジ
ビ
ジ
ュ
ア
リ
ズ
ム
）
〉
と
し
て
の
く
国
民
〉
と
い
う
、
黒
谷
に
一
貫
す
る
論
理

が
貫
か
れ
て
い
る
が
、
た
だ
、
そ
ん
な
信
仰
箇
条
を
並
べ
た
て
て
も
、
根
本
的

な
も
の
が
欠
け
て
い
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
彼
は
そ
の
こ
と
に
思
い

至
り
、
絶
句
し
た
の
か
。
読
点
で
止
め
た
ま
ま
、
次
の
章
へ
入
る
と
、
が
ら
り

と
調
子
が
変
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
真
妄
の
元
氣
は
一
朝
一
夕
に
託
て
韓
移
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
そ
の
源

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泉
は
隠
れ
て
深
山
幽
谷
の
中
に
有
り
、
之
を
索
む
れ
ば
更
に
深
く
地
層
の
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
あ
り
「
砥
の
如
き
山
、
之
を
穿
つ
可
か
ら
ず
、
安
く
ん
ぞ
國
民
の
元
氣
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撰
取
し
て
之
を
轄
移
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
思
想
あ
り
、
思
想
の
思
想
あ
り
、

而
し
て
又
た
思
想
の
思
想
を
支
配
し
つ
べ
き
も
の
あ
り
、
一
々
民
は
必
ら
ず

義
民
を
成
す
べ
き
丈
の
精
肺
を
有
す
べ
き
な
り
、
之
に
加
ふ
る
に
藪
下
術
を

以
て
し
、
之
を
率
ふ
る
に
輕
業
師
の
理
論
を
以
て
す
る
と
も
、
國
民
は
頑
と

し
て
之
に
從
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
 
 
 
 
 
 
（
「
㈲
説
得
の
元
氣
」
）

 
幽
谷
を
絶
句
さ
せ
た
正
体
は
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
繰
り
返
せ
ば
、
蘇
峰
に

あ
っ
て
《
國
民
の
元
氣
》
は
、
教
化
に
よ
っ
て
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
健
全
な
教
化
の
標
準
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
民

垂
直
と
地
平
と
-
北
村
四
谷
「
三
民
と
思
想
」
再
論

社
会
の
標
準
は
封
建
社
会
と
の
比
較
か
ら
、
命
令
で
は
な
く
＜
自
治
〉
に
、
服

従
で
は
な
く
＜
自
主
〉
に
、
崇
拝
で
は
な
く
＜
自
信
〉
に
…
と
い
う
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
透
谷
は
そ
ん
な
標
準
を
立
て
教
化
す
る
こ
と
で
、

簡
単
に
《
國
民
の
元
氣
》
が
、
転
移
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
疑
っ
て
い
る
。
《
一

言
民
は
必
ら
ず
蛋
民
を
成
す
べ
き
丈
の
精
励
》
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
〈
元

気
〉
も
ひ
そ
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
《
深
山
幽
谷
の
中
》
や
深
い

《
地
層
の
下
》
に
あ
る
と
す
る
比
喩
の
仕
方
に
、
先
の
四
国
の
山
に
囲
ま
れ
た

山
村
の
旧
家
の
娘
（
妹
）
の
た
と
え
や
、
《
一
朝
一
夕
に
動
か
し
去
る
〉
こ
と

の
で
き
な
い
《
過
去
の
勢
力
》
と
の
相
似
を
感
じ
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
そ
れ
は
《
國
民
の
元
氣
》
と
い
う
も
の
が
、
過
去
か
ら
時
間
的
に
累
積
さ
れ

て
き
た
思
想
の
、
そ
れ
を
ま
た
支
配
す
る
思
想
と
い
う
よ
う
な
時
間
の
厚
み
で

考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
四
谷
に
お
い
て
は
、
《
過
去
の
勢
力
V
の
固

形
化
し
た
も
の
が
国
粋
思
想
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
流
動
化
さ
せ
る
も

の
が
、
《
創
造
的
勢
力
》
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
。
そ
の
関
係
は

ま
た
、
《
創
造
的
勢
力
》
と
《
交
通
の
勢
力
》
と
の
関
係
で
も
あ
ろ
う
。
《
創

造
的
勢
力
〉
の
欠
如
故
に
、
二
つ
の
勢
力
は
国
粋
と
欧
化
と
い
う
形
で
し
か
現

象
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
《
過
去
の
勢
力
》
と
《
創
造
的
勢

力
》
と
の
接
点
、
あ
る
い
は
《
過
去
の
勢
力
》
を
《
創
造
的
勢
力
》
に
転
移
さ

せ
る
起
爆
剤
の
よ
う
な
も
の
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
く
国
民
V
の
精
神

の
奥
深
く
に
ひ
そ
ん
で
い
る
〈
生
気
〉
〈
生
命
〉
、
そ
し
て
〈
元
気
〉
と
い
う
も

の
だ
ろ
う
。

 
そ
う
で
あ
れ
ば
、
透
谷
に
と
っ
て
、
〈
国
民
〉
は
単
に
教
化
や
啓
蒙
の
対
象

で
は
な
い
。
〈
国
民
〉
は
思
想
の
流
動
之
混
沌
、
そ
し
て
そ
の
渦
中
か
ら
醸
生

さ
れ
る
《
創
造
的
勢
力
〉
を
課
題
に
し
て
い
る
、
透
谷
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
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の
か
。
だ
か
ら
、
《
國
民
も
亦
た
一
個
の
活
人
間
な
り
〉
と
い
う
よ
う
な
発
想

が
生
ま
れ
る
。
〈
国
民
〉
は
活
き
た
個
人
の
集
合
で
あ
り
、
《
そ
の
中
に
意
志

あ
り
、
そ
の
中
に
自
由
を
求
む
る
の
念
あ
り
、
國
家
て
ふ
制
限
の
中
に
在
て
其

の
意
志
の
掲
立
を
保
つ
べ
き
傾
向
を
有
せ
ず
ん
ば
非
ず
。
〉
と
述
べ
ざ
る
を
え

な
い
。
い
ず
れ
も
皇
室
を
中
枢
に
い
た
だ
い
た
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
の
な
か

で
し
か
、
〈
国
民
V
像
を
考
え
ら
れ
な
い
蘇
峰
に
し
て
も
、
国
粋
派
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
発
想
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
〈
国
家
V
と
い
う
制
限
を
離
れ
た
個
人
の

《
意
志
の
猫
立
》
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
《
創
造
的
勢
力
》
を
担
う
も
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
課
題
に
し
な
い
で
、
た
と
え
ば
《
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
共
和
制
）
を
以
て
、

我
湿
原
に
適
用
し
、
根
本
の
改
革
を
な
さ
ん
と
す
る
が
如
き
》
が
、
透
湿
の
眼

に
《
藪
署
術
》
や
《
軽
業
師
》
に
見
え
る
の
は
、
ま
た
や
む
を
え
な
か
っ
た
。

 
言
う
ま
で
も
な
く
、
蘇
峰
は
『
將
來
之
日
本
』
に
お
い
て
、
わ
が
国
が
進
む

べ
き
道
の
す
べ
て
を
、
《
世
界
ノ
境
遇
》
《
天
下
ノ
大
勢
〉
か
ら
説
明
し
よ
う

と
し
た
。
世
界
の
境
遇
は
生
産
的
で
あ
る
か
ぢ
、
わ
が
国
も
生
産
国
と
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
…
機
関
が
発
達
す
る
《
必
然
ノ
理
〉
に
よ
っ

「
て
、
自
然
に
《
卒
民
祉
會
〉
に
な
る
。
こ
の
《
天
下
ノ
大
勢
》
《
必
然
ノ
理
》

と
い
う
社
会
進
化
論
を
根
底
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
楽
天
的
に
、
ま
た
、
急
進

的
に
《
泰
西
文
明
祉
會
》
の
生
産
主
義
や
平
民
主
義
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
が
説

か
れ
た
。
そ
こ
に
は
透
谷
な
ど
足
元
に
も
及
ば
な
い
、
き
ら
き
ら
輝
く
進
歩
幻

想
、
西
欧
社
会
に
つ
い
て
の
群
を
抜
い
た
知
識
の
華
、
構
想
か
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
生
産
主
義
な
る
概
念
が
、
コ
ブ
デ
ン
、
ブ
ラ
イ
ト
な

ど
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
か
ら
ゆ
ず
り
受
け
た
、
矛
盾
の
な
い
、
理
念
の
中
だ

け
で
純
粋
培
養
さ
れ
た
産
業
型
資
本
主
義
で
あ
り
、
ま
た
、
平
民
主
義
も
そ
れ

に
対
応
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
張
で
し
が
な
か
っ
た
、
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

透
谷
に
そ
の
本
質
が
社
会
思
想
と
し
て
、
理
解
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
が
、
知
識
の
内
部
だ
け
で
空
転
す
る
、
そ
の
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
論
理
を

《
藪
讐
術
》
と
し
て
直
観
し
え
た
の
で
は
な
い
か
。

 
同
じ
こ
と
は
、
そ
の
対
極
の
国
粋
思
想
（
国
民
論
派
）
の
陸
掲
南
の
論
理
に

も
言
え
る
。
彼
の
代
表
的
政
論
『
近
時
政
論
考
』
（
明
治
二
十
四
年
六
月
）
に

お
い
て
、
〈
国
民
〉
の
国
家
的
統
一
の
見
取
図
は
、
自
由
主
義
も
必
要
、
平
等

主
義
も
必
要
と
述
べ
た
上
で
、
《
専
制
の
要
素
は
母
家
の
綜
収
お
よ
び
活
動
に

必
要
な
り
、
ゆ
え
に
國
民
論
派
は
天
皇
の
大
権
を
固
く
せ
ん
こ
と
を
期
す
。
共

和
の
要
素
は
権
力
の
濫
用
を
防
ぐ
に
必
要
な
り
、
ゆ
え
に
國
民
器
派
は
内
閣
の

責
任
を
明
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
期
す
。
貴
族
主
義
は
、
國
家
の
秩
序
を
保
つ
に

必
要
な
り
、
ゆ
え
に
國
民
生
派
は
華
族
お
よ
び
貴
族
院
の
存
立
に
異
議
を
抱
か

ず
。
平
民
主
義
は
権
利
の
享
有
を
遍
く
す
る
に
必
要
な
り
、
ゆ
え
に
國
名
論
派

は
衆
議
院
の
完
全
な
る
…
機
制
お
よ
び
選
墾
椹
の
振
張
を
期
す
》
（
「
第
六
國
民

論
派
（
内
政
旨
義
）
」
）
、
と
い
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
国
権
と
民
権

と
の
問
に
、
ど
ん
な
分
裂
も
対
立
も
あ
ら
わ
れ
な
い
考
え
は
、
ま
さ
し
く
《
輕

業
師
》
の
理
論
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

 
透
谷
は
さ
ら
に
、
そ
の
《
藪
勢
多
》
や
《
輕
業
師
》
の
理
論
を
、
《
卒
坦
な

る
眞
理
》
と
呼
び
、
《
地
卒
去
的
思
想
》
と
も
呼
ぶ
。
そ
れ
は
お
お
む
ね
卑
近

に
し
て
、
狸
耳
に
入
り
易
い
〈
真
理
〉
を
説
く
か
ら
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
啓

蒙
的
思
想
家
マ
コ
レ
ー
も
、
ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
エ
マ
ー
ソ
ン
も
、
あ
る
意
味

に
お
い
て
は
そ
の
意
味
の
グ
レ
ー
ト
な
俗
物
だ
、
と
言
う
。
そ
し
て
、
彼
が
《
世

間
幾
多
の
卒
坦
な
る
眞
理
を
唱
ふ
る
も
の
・
中
に
は
、
卒
坦
を
名
と
し
て
濫
り

に
他
の
聖
王
な
ら
ざ
る
も
の
を
罵
り
、
自
か
ら
謂
へ
ら
く
卒
坦
な
る
者
に
あ
ら

ざ
れ
ば
眞
理
に
あ
ら
ず
と
。
斯
の
如
き
は
郎
ち
眞
理
を
見
る
の
目
に
あ
ら
ず
し
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て
雫
坦
を
見
る
の
眼
な
り
。
》
（
「
㈲
地
雫
線
的
思
想
」
）
と
述
べ
た
と
き
、
そ

れ
は
真
直
ぐ
に
蘇
峰
の
方
を
向
い
て
い
た
。

 
す
で
に
こ
こ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
蘇
峰
は
こ
れ
よ
り
三
か
月
前
の
「
勇
奮

に
於
け
る
思
想
の
三
潮
流
」
で
、
透
谷
や
「
文
学
界
」
派
を
《
高
踵
派
》
と
呼

ん
で
、
《
不
健
全
な
る
思
想
》
の
一
つ
に
分
類
し
、
硫
黄
を
河
に
投
ず
る
よ
う

な
毒
害
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 
ス

れ
た
ち
が
《
高
運
派
〉
な
ら
、
お
ま
え
さ
ん
た
ち
は
、
常
に
眼
に
見
え
る
《
人
世

の
境
域
〉
に
し
か
関
心
を
も
た
な
い
く
地
平
線
的
思
想
家
〉
だ
よ
、
と
言
う
の

が
透
谷
の
返
答
だ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
両
者
の
レ
ッ
テ
ル
張
り
に
意
味
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
、
蘇
峰
が
健
全
か
不
健
全
か
、
空
呈
母
か
良
俗
か
と
い
う
二
分

法
の
排
除
の
論
理
を
押
し
立
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、
透
谷
が
〈
地
平
線
的
思

想
家
V
に
つ
い
て
、
《
三
民
は
尤
も
多
く
此
種
の
思
想
家
を
要
す
、
凡
そ
此
種
の

思
想
家
な
き
所
に
は
何
の
活
動
も
な
く
何
の
生
命
も
な
し
V
と
、
気
弱
に
見
え

る
ほ
ど
の
相
対
的
な
位
置
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

 
そ
の
上
で
、
透
谷
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
先
に
も
引
用
し
た
《
請
ふ
刮
目

し
て
百
年
の
後
を
見
ん
。
》
と
い
う
、
《
百
年
の
後
》
か
ら
射
し
て
く
る
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 
ス

な
垂
直
的
な
視
線
の
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
な
た
が
た
の
論
理
は
、
《
人
世
の
境
域
》

に
ば
か
り
関
心
を
奪
わ
れ
て
い
て
、
《
百
年
の
後
〉
か
ら
の
視
線
に
耐
え
う
る

か
。
そ
の
問
い
の
前
に
立
ち
つ
く
し
て
い
る
透
谷
が
期
待
す
る
も
の
は
、
蘇
峰

が
拠
っ
て
い
る
よ
う
な
排
除
の
論
理
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
て
言
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
れ
は
く
過
去
〉
と
く
交
通
〉
の
勢
力
が
、
欧
化
と
国
粋
と
い
う
よ
う

な
固
定
化
し
た
二
つ
の
立
場
で
争
い
合
う
よ
う
な
衝
突
で
は
な
く
、
思
想
の
流

動
、
混
沌
を
生
み
だ
す
よ
う
な
《
撞
着
〉
で
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
醸
生
さ
る
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
《
創
造
的
勢
力
〉
な
の
で
あ
る
。
「
國
民
と
思
想
」
の
最
後
は
、
《
復
古
、

垂
直
と
地
平
と
1
北
村
透
谷
「
國
民
と
思
想
」
再
論

醇
い
伽
加
軸
悪
加
ゆ
肺
・
瀞
乱
臣
魍
伽
蜘
か
ゆ
加
ゆ
肺
。
瀞
加
静
φ
跡
強

加
か
恥
三
図
三
口
貧
穿
暴
一
一
帥
睡
弓
師
肺
柚
秘
講
稗
レ
衙
か
酌
詠
口
、

昨
ゆ
知
諦
却
、
踵
ゆ
客
位
ゆ
跡
距
か
加
か
肺
柚
心
勧
。
外
來
の
勢
力
と
、
過
去
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勢
力
と
は
、
今
日
に
於
て
既
に
多
き
に
過
る
を
見
る
な
り
。
鉄
く
と
こ
ろ
の
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
む

 
 
 
 
 
 
 

の
は
創
造
的
勢
力
。
》
と
い
う
文
章
で
結
ば
れ
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
鰻
谷
に
と
っ
て
、
こ
の
《
創
造
的
勢
力
》
は
、
単
に
期
待
さ
る

べ
き
客
体
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
み
ず
か
ら
が
主
体
的
に
創
り
出
す
べ
き
思

想
の
パ
ワ
ー
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
欠
如
と
い
う
矢
は
、
お
の
れ
の
胸
に
も

向
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
彼
の
苦
し
さ
（
と
自
負
）
が
あ
っ
た
、
と

言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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