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二
八

は
じ
め
に

石
川

木
は
大
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
を
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

木
と
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、
吉
田
孤
羊
『

木
と

ロ
シ
ア
』q

や
、
志
水
速
雄
「

木
の
ロ
シ
ア
」w

な
ど
が
あ
り
、
ま
た
ロ
シ
ア
文
学
を

論
じ
た
も
の
は
草
鹿
外
吉
「

木
と
ロ
シ
ア
文
学
」e

な
ど
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。

木
と
現
実
の
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

木
と
ア

メ
リ
カ
の
文
学
に
関
し
て
は
、
森
一
『

木
の
思
想
と
英
文
学
』r

や
、
岩
城
之
徳
・

藤
沢
全
の
「
ア
メ
リ
カ
の
詩
集
と
石
川

木
│
新
発
見
の
詩
稿
ノ
ー
ト
『E

B
B

A
N

D
F

L
O

W

』
を
中
心
に
」t

な
ど
の
調
査
研
究
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
考
察
し
た
論

文
は
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
両
大
国
を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
論
文
は
な
い
。
私

は

木
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
認
識
、
そ
れ
か
ら
ロ
シ
ア
へ
の
認
識
を
調
べ
て
ゆ
く
過
程

で
、

木
の
個
別
の
国
、
民
族
へ
の
関
心
よ
り
も
、

木
が
こ
の
二
つ
の
大
国
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
共
通
す
る
認
識
、
あ
る
い
は
逆
に
相
反
す
る
認
識
を
持
っ
て
い
た

の
か
に
関
心
が
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果

木
独
自
の
と
思
わ
れ
る
共
通
の
認
識

の
仕
方
の
よ
う
な
も
の
を
、
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
、
少
し
指
摘
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１

残
念
な
が
ら
と
い
う
べ
き
な
の
だ
が
、
日
露
戦
争
時
代
の

木
は
ロ
シ
ア
へ
の
人

種
的
偏
見
に
満
ち
た
文
章
を
、「
戦
雲
余
録
」（
明
三
七
・
三
）
に
書
い
て
い
た
。

◎
一
言
に
し
て
云
へ
ば
ス
ラ
ヴ
の
帝
国
と
云い

ふ
者
の
、
実
は
露
西
亜

ロ

シ

ア

程
雑
駁
ざ
っ
ぱ
く

な

国
民
を
持
つ
て
居
る
国
は
世
界
に
な
い
。
或
学
者
の
如
き
は
、
露
帝
配
下
の
人

種
を
分
類
し
て
見
る
と
殆
ん
ど
六
十
種
に
上
る
と
唱
へ
て
居を

る
。
譬た
と

へ
て
云
へ

ば
露
国
は
世
界
の
動
物
園
だ
。
獅
子

し

し

や
虎
や
の
様
な
強
い
者
も
あ
る
に
は
相
違

な
い
が
、
ま
た
タ
ー
タ
ル
と
か
西
伯
利
亜

シ

ベ

リ

ア

土
民
と
か
、
甚
は
な
は
だ
し
き
は
エ
ス
キ
モ

ー
な
ど
と
云
ふ
下
等
人
種
を
も
含
ん
で
居を

る
。

と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
「
戦
雲
余
録
」
に
は
、「
◎
仏
人
で
人
種
哲
学

メ
ン
シ
ェ
ン
ス
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィの

首
唱
な
る
ゴ
ビ
ノ
ウ
伯
は
」
云
々
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
上
田
博
「『
戦
雲
余
録
』

か
ら
『
渋
民
村
よ
り
』
へ
」y

で
、
こ
の
ゴ
ビ
ノ
ウ
の
人
種
哲
学
に
つ
い
て
は
、
森

外
の
『
人
種
哲
学
の
梗

』（
明
三
六
・
一
〇
春
陽
堂
）
か
ら
得
た
知
識
で
あ
る
こ
と

が
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
田
氏
は
「

木
の
ロ
シ
ア
（
人
）
観
は

姉
崎
嘲
風
の
『
ロ
シ
ア
の
国
情
と
ト
ル
ス
ト
イ
』（「
時
代
思
潮
」
明
三
七
・
三
・
五
）

に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
、
そ
の
部
分
を
比
較
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

木
は
「
嘲
風
の
影
響
を
う
け
て
、
ロ
シ
ア
人
を
『
ド
イ
ツ
種
の
閥
族
』
と
『
純
粋
ス
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ラ
ヴ
民
族
』
と
に
区
別
し
、
前
者
の
後
者
へ
の
抑
圧
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
一
方
で

は
ロ
シ
ア
人
を
全
体
と
し
て
下
等
人
種
呼
ば
わ
り
し
、
狡
猾
、
ペ
テ
ン
主
義
の
悪
罵

を
投
げ
つ
け
、
ロ
シ
ア
（
人
）
へ
の
憎
悪
を
か
き
立
て
て
」
い
る
と
す
る
。
し
か
し

嘲
風
の
も
の
は
、
も
う
少
し
「
ス
ラ
ヴ
種
ロ
シ
ア
人
の
人
間
的
美
質
に
深
く
同
情
を

寄
せ
て
い
る
」
と
、

木
と
嘲
風
と
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。

上
田
氏
の
論
文
で
教
え
ら
れ
る
の
は
、
日
露
戦
争
の
時
代
に
ロ
シ
ア
の
人
種
に
つ

い
て
記
さ
れ
た
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た

木
は
そ
れ
ら
の

影
響
を
受
け
つ
つ
も
、

木
な
り
の
偏
見
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

木
は
時
代
の
影
響
を
受
け
て
ロ
シ
ア
に
対
し
て
人
種
的
な
偏
見
を
記
し
て
い
た

が
、
し
か
し
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
そ
の
よ
う
な
偏
見
は
記
し
て
い
な
い
。
一
九
〇

六
年
（
明
三
九
）
九
月
に
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
バ
ン
ク
ー
バ
ー
な

ど
で
日
本
人
学
童
が
排
斥
さ
れ
た
り
、
日
本
人
街
が
襲
撃
さ
れ
る
暴
動
事
件
が
起
き

て
い
た
。
澤
田
次
郎
『
近
代
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
観
』u

で
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
徳

富
蘇
峰
は
、「
人
種
問
題
を
痛
感
さ
せ
た
。
移
民
問
題
の
原
因
に
は
経
済
問
題
も
あ

る
が
、
そ
の
根
本
的
理
由
は
人
種
の
相
違
に
他
な
ら
な
い
」
と
考
え
た
と
さ
れ
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

木
は
こ
の
よ
う
な
日
本
人
を
も
巻
き
込
ん
だ
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
問
題
に
は
全
く
触
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理

由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
日
本
の
ア
メ
リ
カ
報
道
の
あ
り
方
か
ら

そ
の
一
端
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

北
岡
伸
一
「
初
期
『
太
陽
』
に
見
る
ア
メ
リ
カ
像
│
日
清
日
露
戦
間
期
日
本
外
交

に
関
す
る
一
考
察
」i

に
は
、

木
が
親
し
ん
で
読
ん
で
い
た
雑
誌
「
太
陽
」
の
ア
メ

リ
カ
報
道
の
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
雑
誌
で
「
特
徴
的
な

の
は
、
そ
の
親
英
米
的
姿
勢
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
は
「『
太
陽
』
で
は
、
清

国
分
割
の
推
進
者
が
ロ
シ
ア
つ
い
で
ド
イ
ツ
で
あ
る
と
判
断
し
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び

ア
メ
リ
カ
が
友
好
国
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
判
断
が
」
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
先
程
の
澤
田
氏
の
論
文
の
中
に
は
、
一
九
〇
六
年
（
明
三
九
）
か
ら

一
九
〇
八
年
（
明
四
一
）
の
、「
第
一
次
日
米
危
機
の
時
代
」
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は

「
組
織
的
な
反
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、「
日
米
戦
争
論
」
が
議
論
さ

れ
て
い
た
時
代
に
も
、「
日
本
側
で
は
、
か
よ
う
な
議
論
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
報
道
は
、

反
米
的
な
も
の
は
あ
ま
り
な
く
、
ま
し
て
や
人
種
問
題
に
触
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

木
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蘇
峰
な
ど
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
情
報
を
得
て
い
た

人
た
ち
の
み
が
、
そ
の
真
意
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
人
種
問
題
と
の
関
係
で
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は

木
が
、「
◎
ゴ
ビ
ノ
ウ
伯
は
、
露
西
亜
の
専
制
政
治
は
能よ

く
国
民
の
性
情
に
適

合
し
た
政
体
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
所
詮

し
ょ
せ
ん

之
れ
は
歴
史
を
過
重
し
た
結
果
の
論
で
、

決
し
て
真
に
露
民
の
性
情
を
達
観
し
た
者
で
は
な
い
」
と
、
ゴ
ビ
ノ
ウ
の
考
え
を
批

判
し
た
上
で
、「
否
寧む

し

ろ
、
事
相
発
展
の
理
法
を
閑
却
し
て
、
因
襲
的
外
観
に
幻
惑

し
た
議
論
で
あ
る
。
…
…
現
今
の
露
国
は
君
主
専
制
国
で
は
な
く
官
吏
専
権
の
圧
制

政
治
の
国
た
る
を
や
だ
。」
と
、
自
説
を
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
「
事
相
発
展
の
理
法
」
と
い
う
の
は
、
拙
稿
「
石
川

木
│
社
会
進
化
論
の

影
響
（
一
）（
二
）
│
」o

で
記
し
た
よ
う
に
、

木
が
社
会
進
化
論
に
接
し
て
得
た
法

則
で
あ
る
。
初
期
の

木
は
「
事
物
進
化
」
や
、「
自
然
進
化
の
当
然
な
る
理
法
」

（「
寸
舌
語
」
明
三
五
、
三
）
な
ど
と
い
う
表
現
を
ず
っ
と
使
い
続
け
て
い
た
。
た
と
え

ば
小
林
茂
雄
宛
書
簡
（
明
三
五
・
七
・
二
五
）
で
は
、
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子
の
新
詩
社

「
明
星
」
と
、
正
岡
子
規
の
根
岸
と
の
い
ず
れ
に
与
す
る
か
の
判
断
に
使
わ
れ
て
い

る
。「
さ
て
、
両
派
の
体マ

マ

度
は
如
何
と
云
ふ
に
根
岸
は
保
守
で
鉄
組
は
進
歩
だ
」
と

記
し
、「
其
処
で
是
有
様
を
事
物
進
化
の
理
法
に
照
ら
し
て
見
る
と
す
ぐ
其
末
路
が

鏡
（
コ
レ
ハ
地
獄
の
照
魔
鏡
の
兄
弟
な
ら
ん
？
）
に
う
つ
る
。
一
体
如
何
な
事
で
も
時

運
の
動
い
た
時
は
保
守
は
只
僅
か
の
反
動
と
し
て
止
み
、
進
歩
が
最
後
の
建
設
を
す
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る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
一
方
は
年
老
い
た
駑
馬
で
、
他
は
緑
の
大
野
に
か
け
ま
わ

る
二
歳
齣
で
あ
る
。
何
れ
が
千
里
の
遠
き
に
行
き
う
る
か
は
、
判
ず
べ
く
必
ず
し
も

巧
妙
な
る
馬
喰
を
要
せ
ぬ
。」
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。

こ
の
判
断
基
準
は
、
次
に
記
す
高
山
樗
牛
の
影
響
を
受
け
て
、
さ
ら
に
強
固
な
も

の
に
な
っ
て
ゆ
き
、

木
の
一
つ
の
認
識
の
仕
方
に
な
っ
て
ゆ
く
。「
無
題
録
」（
明

三
六
・
一
二
）
と
「
戦
雲
余
録
」
で
、
樗
牛
の
文
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
、
自
説

を
展
開
し
て
い
る
。

◎
哲
人
樗
牛
．
．

が
這
般

し
ゃ
は
ん

の
理
を
寓
し
て
、「
新
ら
し
き
声
の
尤も

早は
や

響
か
ず
な
り
た

る
時
、
人
は
其
中
よ
り
所
謂

い
は
ゆ
る

法
則
な
る
者
を
作
り
出
す
。
之
を
以
て
の
故
な
り
、

法
則
の
栄
ゆ
る
所
必
ず
生
命
の
死
滅
あ
る
は
」
と
説
い
た
の
は
全
た
く
真
理
で

あ
る
。
保
守
主
義
を
具
体
的
に
す
れ
ば
、
法
則
が
生
れ
る
。
宣む

べ

な
る
哉か
な

、
昔
か

ら
保
守
的
の
人
に
高か

う

渾こ
ん

空く
う

霊れ
い

な
理
想
を
抱
い
た
者
は
一
人
も
無
か
つ
た
。
生
命

の
死
滅
を
防
ぐ
に
は
、
革
命
と
戦
争
の
興
奮
剤
を
投
ず
る
に
限
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
樗
牛
が
明
治
三
五
年
五
月
の
雑
誌
「
太
陽
」
に
書

い
た
「
法
則
と
生
命
」
の
、「
新
し
き
声
の
最
早
や
響
か
ず
な
り
た
る
時
、
人
は
死

語
の
中
よ
り
所
謂
る
法
則
な
る
も
の
を
造
り
出
だ
す
。
是
を
以
て
の
故
也
、
所
謂
る

法
則
の
栄
あ
る
処
、
そ
こ
に
は
必
ず
生
命
の
死
滅
あ
る
は
！
」
が
も
と
に
な
っ
て
い

る
。

木
は
以
後
こ
の
樗
牛
の
論
理
を
自
ら
の
法
則
に
し
、
ロ
シ
ア
認
識
の
背
後
に
適

用
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ロ
シ
ア
は
「
因
襲
的
外
観
」
に
よ
り
保
守
的
に
な

り
、
法
則
が
栄
え
既
に
新
し
い
声
が
起
こ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
な
っ
て
は
生

命
は
死
滅
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
破
壊
し
て
出
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
い
わ
ば
国
家
を
生
命
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
か

ら
日
露
戦
争
も
正
当
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
上
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
日
本
の
ロ

シ
ア
へ
の
戦
争
行
為
が
、
専
制
政
治
の
暴
圧
に
苦
し
む
ロ
シ
ア
の
民
衆
を
解
放
す
る

正
義
の
戦
争
で
あ
る
と
す
る
『
戦
雲
余
録
』
全
体
の
主
題
」
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

っ
た
。

一
方
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
対
し
て
も
、
こ
の
判
断
基
準
に
近
い
も
の
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
先
程
も
記
し
た
澤
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
明
治
三
十

九
年
（
一
九
〇
六
）
十
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
日
本
人
学
童
隔
離
問
題
が
起
こ

っ
て
か
ら
日
米
紳
士
協
約
の
交
渉
が
終
了
し
た
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
至

る
ま
で
の
期
間
は
、『
第
一
次
日
米
危
機
の
時
代
』
と
さ
れ
、
欧
米
で
黄
禍
論
的
な

日
米
開
戦
説
が
出
現
し
た
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
、
満
州
の
権
益
を
め
ぐ

り
日
米
で
激
し
い
衝
突
が
お
き
、「
日
米
開
戦
論
が
ア
メ
リ
カ
で
再
び
盛
ん
に
な
っ

た
『
一
九
一
〇
年
代
の
日
米
危
機
』
の
時
代
」
が
訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

木
は
こ
の
満
州
問
題
を
め
ぐ
っ
て
「
百
回
通
信
」（
明
四
二
）
の
中
で
、「
◎
米

国
政
府
が
、
満
州
諸
懸
案
に
関
す
る
過
日
の
日
清
協
約
を
以
て
、
門
戸
開
放
主
義
及

び
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
を
無
視
す
る
も
の
と
し
、
帝
国
に
向
か
つ
て
抗
議
を
持
込
ま
ん

と
す
る
意
思
あ
り
と
の
こ
と
は
」
云
々
と
事
実
を
記
し
た
後
で
、「
◎
小
生
は
寧
ろ

噂
の
如
く
米
国
よ
り
抗
議
の
来
ら
ん
事
を
願
ふ
。
そ
の
抗
議
の
飽
迄
強
硬
な
ら
ん
事

を
願
ふ
。」
と
記
し
て
い
る
。
普
通
の
日
本
人
な
ら
日
本
の
肩
を
持
ち
、
ア
メ
リ
カ

の
抗
議
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、

木
は
反
対
に
抗
議
が
来
る
こ
と
を
望

む
と
い
う
。
何
か
不
思
議
な
意
見
で
あ
る
。

実
は
こ
の
日
米
関
係
に
、
次
に
続
く
文
章
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

先
ほ
ど
ロ
シ
ア
に
も
見
ら
れ
た
論
理
が
適
応
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
世
界
を
挙

げ
て
終
局
な
き
戦
ふ
の
日
の
一
日
も
早
く
来
た
ら
ん
事
を
願
ふ
。
然
る
後
に
現
在
の

人
間
生
活
が
多
少
改
ま
る
事
も
あ
ら
ん
」
と
。
こ
こ
に
は
「
事
相
発
展
の
理
法
」
と

い
う
よ
う
な
言
葉
は
な
い
が
、
先
程
の
「
戦
雲
余
録
」
の
「
生
命
の
死
滅
を
防
ぐ
に

は
、
革
命
と
戦
争
の
興
奮
剤
を
投
ず
る
に
限
る
」
と
い
う
言
葉
が
当
て
は
ま
る
こ
と
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が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
戦
争
」
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

理
由
は
「
戦
雲
余
録
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で

木
は
ま
ず
ゴ
ビ
ノ
ウ
の
文

明
論
を
引
用
し
て
い
る
。「
一
つ
の
文
明
が
発
達
し
て
最
早

も
は
や

展
開
の
余
地
な
き
に
至

る
と
、
向
上
の
精
神
が
滅
す
る
。
今
迄
に
●か

ち
得
た
所
を
失
ふ
ま
い
と
す
る
、
即
ち

保
守
的
に
な
る
と
断
じ
た
。
自
分
の
見
る
所
に
よ
る
と
、
此
文
明
の
保
守
的
に
傾
く

第
一
歩
は
、
同
時
に
其
文
明
の
破
滅
の
第
一
歩
で
あ
る
。」
と
、
そ
の
上
で
平
和
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

◎
平
和
と
云
ふ
現
象
も
亦
完
た
く
文
明
と
性
質
を
同
じ
く
し
て
居
る
。
世
界
史

の
何ど

の
頁
を
探
し
て
も
、
進
歩
的
な
平
和
の
時
代
は
見
付
け
る
事
が
出
来
な
い
。

又
平
和
の
頁
の
次
に
は
、
戦
争
か
、
然
ら
ず
ん
ば
堕
落
の
頁
が
来
る
、
世
界
に

は
永
遠
の
理
想
が
あ
る
の
で
、
決
し
て
一
時
の
文
明
や
平
和
に
安
ん
ず
る
事
が

出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
一
路
精
進
の
念
の
消
え
失
せ
た
文
明
や
平

和
の
廃
頽
を
救
ふ
に
は
、
唯
革
命
．
．

と
戦
争
．
．

の
二
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て

此
二
つ
は
、
永
久
に
世
界
文
化
の
行
程
に
新
ら
し
い
勢
力
と
局
面
と
を
導
き
来

る
関
門
で
あ
る
の
だ
、
平
和
と
云
ふ
語

、
、
、
、
、
、

は
、
沈
滞
や
屈
辱
と
意
味
が
同
じ
で
な

い
。

と
い
う
よ
う
に
、「
一
路
精
進
の
念
の
消
え
失
せ
た
文
明
や
平
和
の
廃
頽
を
救
ふ
」

た
め
に
、「
革
命
と
戦
争
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
確
か
に
比
喩
的

に
で
あ
れ
、
閉
塞
的
な
現
状
を
打
開
す
る
た
め
の

木
独
自
の
論
理
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
や
は
り
言
葉
が
少
し
不
足
し
て
い
る
た
め
に
、
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い

表
現
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

木
の
ロ
シ
ア
観
と
ア
メ
リ
カ
観
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
人
種
問
題

と
い
う
点
で
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
日
露
戦
争
や
日
米
関
係
に
、
樗

牛
の
「
法
則
と
生
命
」
を
も
と
に
し
た
事
物
進
化
の
当
然
な
る
理
法
と
い
う
よ
う
な

考
え
が
適
応
さ
れ
て
い
る
点
で
、
大
き
な
認
識
と
し
て
み
た
と
き
に
は
共
通
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
ロ
シ
ア
と
ア
メ
リ
カ

に
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
認
識
の
仕
方
が
、
日
露
戦
争
を
め
ぐ
る
言
説
の
中
に
も
あ

る
。

２

日
露
戦
争
は
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
二
月
八
、
九
日
の
旅
順
の
奇
襲
攻
撃
に

よ
り
開
戦
し
た
。
無
邪
気
な
ま
で
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た

木
は
、
迷
う
こ

と
な
く
民
心
と
共
に
開
戦
に
興
奮
し
た
。

「
号
外
と
び
、
車
か
け
る
」
て
ふ
都
の
空
、（
中
略
）
戦
の
一
語
は
我
ら
に

取
り
て
実
に
天
籟
の
如
く
鳴
り
ひ
ゞ
き
候
。
急
電
直
下
し
て
民
心
怒
濤
の
如
し
。

（
中
略
）
そ
こ
の
辻
、
こ
ゝ
の
軒
端
に
は
、
農
人
眉
を
あ
げ
て
胸
を
張
り
、
氷

を
踏
み
な
ら
し
、
相
賀
し
て
、h

ey!
h

o!

の
野
語
勇
ま
し
く
も
語
る
。
酔
漢
樽

を
ひ
つ
さ
げ
て
ザ
ー
ル
の
首
級
に
擬
し
、
村
児
群
呼
し
て
、「
万
歳
」
の
土
音

雷
の
如
し
。（
中
略
）
飛
報
あ
り
、
露
艦
二
隻
仁
川
に
封
鎖
せ
ら
る
と
。
肉
踊

り
骨
鳴
る
。（
中
略
）
小
生
は
近
く
「
愛
国
の
詩
」
を
賦
し
て
、
唱
へ
ん
と
し

て
歌
な
き
民
衆
に
そ
な
へ
ん
と
存
じ
候
。（
明
三
七
・
二
・
一
〇
・
野
村
長
一
宛
）

と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
露
戦
争
に
お
け
る
陸
軍
の
兵
員
動
員
は
八
七
万

人
に
も
上
り
、
そ
の
約
八
〇
％
の
六
九
万
人
が
実
際
に
戦
場
に
送
ら
れ
る
と
い
う
未

曾
有
の
大
戦
争
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
そ
の
年
九
月
か
ら
一
二
月
ま
で
続
い
た
二
〇

三
高
地
攻
略
は
、
ロ
シ
ア
軍
の
猛
反
撃
を
受
け
て
死
傷
者
五
万
九
四
〇
八
人
、
う
ち

死
亡
一
万
五
四
〇
〇
人
を
だ
し
て
陥
落
さ
せ
、
旅
順
を
制
圧
し
た
。
し
か
し
、「
日

本
は
戦
争
を
続
行
さ
せ
て
い
く
に
足
る
人
も
金
も
物
も
尽
き
て
い
た
。（
中
略
）
戦

321

三
一

石
川

木
の
国
家
認
識



争
が
継
続
す
れ
ば
逆
転
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
え
た
。」!0

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

講
和
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
。
つ
い
に
一
九
〇
五
年
（
明
三
八
）
六
月
一
〇
日
に
、

ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
講
和
勧
告
に
応
ず
る
こ
と
を
回
答
し
た
の
で

あ
っ
た
。

木
は
さ
っ
そ
く
こ
の
こ
と
に
言
及
す
る
。

吾
人
の
尊
敬
す
る
偉
人
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
、
両
国
交
戦
国
に
与
へ
た
る
平
和

談
判
開
始
の
警
告
也
。（「
閑
天
地
」
明
三
八
・
六
、
七
）、

ブ
ラ
イ
ア
ン
氏
日
本
に
遊
び
、
叫
ん
で
曰
く
、
人
道
と
世
界
の
平
和
の
為
に

尽
し
た
る
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
功
績
に
比
し
て
は
、
両
交
戦
国
の
何い

づ

れ
か
よ
く
永

久
の
功
績
あ
る
、
と
。
吾
人
亦
ブ
ラ
イ
ア
ン
に
和
し
て
、
全
米
国
の
国
民
的
精

神
を
代
表
す
る
真
骨
頂
児
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
た
め
に
祝
盃
を
あ
ぐ
。
彼
あ
り

て
今
、
北
米
合
衆
国
は
そ
の
存
在
の
価
値
と
意
義
と
を
昇
天
の
勢
を
以
て
増
進

し
つ
ゝ
あ
る
に
非
ず
や
。（「
古
酒
新
酒
」
明
三
九
・
一
）

と
い
う
調
子
で
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
偉
大
性
を
称
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の

新
聞
の
見
出
し
に
も
、「
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
米
大
統
領
、
調
停
を
準
備
」（
明
三
八
・
六
・

二
「
大
阪
毎
日
」）
な
ど
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
名
が
大
き
く
書
か
れ
て
お
り
当
然
の
こ

と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

木
の
認
識
は
国
家
と
い
う
よ
り
も
、「
全

米
国
の
国
民
的
精
神
を
代
表
す
る
真
骨
頂
児
」、「
彼
あ
り
て
今
、
北
米
合
衆
国
は
そ

の
存
在
の
価
値
と
…
…
」
云
々
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
偉
大
な
る
個
人
の
方
に
関
心

が
向
い
て
い
る
。

さ
ら
に
同
じ
事
は
、
少
し
前
の
「
秋
草
一
束
」（
明
三
七
・
一
一
）
に
、「
北
米
合

衆
国
の
建
設
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
正
義
と
自
由
に
対
す
る
憧
憬
、
乃
ち
其
時
代
の
状

態
の
反
抗
に
よ
ら
ざ
り
し
か
。」
と
い
う
よ
う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
代
表
さ
せ
て
し

ま
う
言
説
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
偉
人
や
英
雄
の
存
在
に
そ
れ
が
集
約
さ
れ
、
国
家

の
判
断
基
準
に
も
適
用
さ
れ
評
価
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
個
人

崇
拝
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
判
断
基
準
の
モ
ノ
サ
シ
の
一
つ
に
さ
れ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
様
な
こ
と
が
、
ロ
シ
ア
に
も
な
さ
れ
て
い
る
。「
林
中
書
」（
明
四

〇
・
三
）
で

木
は
、
日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
り
日
本
が
一
等
国
に
な
っ
た
こ
と
を

認
め
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、「
日
本
の
軍
隊
は
確
か
に
露
西
亜
の
軍

隊
に
勝
つ
た
」
た
め
、「
兵
卒
が
露
西
亜
の
兵
卒
と
競
争
し
て
優
勝
旗
を
獲
た
為
」

で
あ
っ
て
、「
軍
事
な
ら
ざ
る
他
の
一
切
の
事
ま
で
も
世
界
一
」
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
、「
日
本
の
文
明
が
露
西
亜
の
文
明
に
勝
つ
た
の
で
は
な
」
い
と
、
た
し
な

め
る
。
そ
の
上
で
、

革
命
の
健
児
の
陣
頭
に
立
つ
て
聖
架
を

さ
さ

げ
た
る
唯
一
の
ガ
ボ
ン
僧
正
を
有

す
る
露
西
亜
人
の
方
が
、
却
つ
て
天
の
寵
児
で
は
あ
る
ま
い
か
…
…
今
年
の
夏
、

ゴ
ル
キ
イ
氏
が
北
米
の
新
聞
記
者
に
語
つ
た
所
に
よ
る
と
、
カ
ン
と
い
ふ
露
西

亜
の
一
地
方
の
農
民
共
は
、
飢
饉
救
助
の
為
に
政
府
で
与
へ
た
若
干
宛
の
金
を

以
て
、
麺
麭

パ

ン

を
買
は
ず
衣
を
需も
と

め
ず
、
皆
挙こ
ぞ

つ
て
銃
と
弾
丸
と
を
購
あ
が
な
つ
た
と
云

ふ
で
は
な
い
か
。
…
…
彼
等
の
奪
は
れ
た
る
自
由
を
取
り
戻
す
べ
き
武
器
で
あ

る
の
だ
。
露
国
の
農
民
は
実
に
「
自
由
の
民
」
で
あ
る
。

と
、
ガ
ボ
ン
僧
正
や
ロ
シ
ア
の
農
民
の
自
由
を
求
め
た
行
動
、
闘
い
の
方
を
評
価

し
、「
日
本
人
は
近
代
の
文
明
を
衣
服
に
し
て
纏
ふ
て
居
る
。
露
人
は
之
を
深
く
腹

中
に
蔵
し
て
居
る
。
…
…
ト
ル
ス
ト
イ
伯
は
何
故
日
本
に
生
れ
ず
し
て
露
西
亜
に
生

れ
た
の
で
あ
ら
う
か
？
」
と
、
む
し
ろ
ロ
シ
ア
の
方
の
肩
を
持
つ
の
で
あ
る
。
同
じ

よ
う
な
こ
と
は
「
古
酒
新
酒
」
に
も
あ
る
。

軍
事
を
外
に
し
て
は
、
我
が
大
和
民
族
は
未
だ
決
し
て
大
な
る
国
民
に
非
ず
、
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て
ふ
経
験
は
、
吾
人
の
尤
も
悲
し
む
べ
し
と
す
る
過
去
の
教
訓
の
第
一
也
。
何

が
故
に
然し

か
曰
ふ
や
、
答
へ
て
曰
く
、
帝
国
は
未
だ
一
の
民
族
的
代
表
者
、
天

才
的
一
大
人
格
者
を
有
せ
ざ
れ
ば
也
。
…
…
自
覚
を
体
得
し
色
読
し
た
る
活
人

格
者
乃
ち
民
族
的
大
天
才
の
一
人
を
欠
け
り
。

と
い
う
具
合
に
、「
天
才
」
と
い
う
表
現
で
は
あ
る
が
国
民
を
代
表
す
る
偉
大
な
る

存
在
に
よ
り
、
国
家
や
民
族
が
評
価
さ
れ
る
と
記
し
て
い
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
小

説
「
雲
は
天
才
で
あ
る
」（
明
三
九
稿
）
に
も
、「
ト
ル
ス
ト
イ
は
生
き
て
居
る
。
ゴ

ル
キ
ー
が
以
前

も

と

放
浪
者

ご

ろ

つ

き

で
、
今
肺
病
患
者
で
あ
る
。
露
西
亜

ロ

シ

ア

は
日
本
よ
り
豪
い
。」

と
記
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に

木
の
ア
メ
リ
カ
観
と
ロ
シ
ア
観
に
、
多
少
な
り
と
も
共
通
す
る
見

方
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
国
の
中
に
ど
の
く
ら
い
の
偉
人
や
天
才
あ
る
い
は
自
由
の

た
め
に
闘
争
す
る
人
た
ち
が
い
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
判
断
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
と
り
わ
け
日
露
戦
争
後
の
時
代
に
、
軍
事
力
や
兵
隊
の
強
さ
だ
け
で
は
駄

目
で
あ
る
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の

近
代
は
ま
さ
に
「
富
国
強
兵
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
一
等
国
に
な
ろ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、

木
は
こ
の
考
え
を
あ
っ
さ
り
と
否
定
し
、
真
の
偉
大
な
る
国
家

は
文
明
を
「
深
く
腹
中
に
蔵
し
」
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
偉
大
な
る
存
在
や
自
由
の
た
め
に
闘
争
す
る
人
た
ち
に
よ
り
、
国
家

や
民
族
を
判
断
す
る
と
い
う
認
識
の
仕
方
は
、
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
ば
か
り
で
は
な

く
、
実
は
中
国
に
対
し
て
も
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
拙
稿
「
石
川

木
の
中

国
認
識
│
『
哥
老
会
』
と
『
辛
亥
革
命
』
を
め
ぐ
っ
て
│
」!1

に
も
記
し
た
が
、
少
し

指
摘
し
て
お
こ
う
。

木
は
「
空
中
書
」（
明
四
一
・
一
〇
）
で
、
ロ
シ
ア
と
中
国
と
の
同
意
性
を
指
摘

す
る
と
共
に
そ
の
魅
力
も
指
摘
し
て
い
る
。

◎
世
界
に
二
大
伏
魔
殿
あ
り
。
一
は
即
ち
ザ
ー
ル
の
天
下
に
し
て
、
他
は
即

ち
愛
親
覚
羅
氏
の
国
。
◎
境
土
の
広
袤

く
わ
う
ぼ
う
な
る
、
雑
多
の
民
族
を
含
み
て
其
蒼
生

の
無
数
な
る
、
国
富
の
未
だ
全
く
開
拓
せ
ら
れ
ざ
る
、
専
制
君
主
国
た
る
、
両

者

悉
こ
と
ご
と

く
相
似
た
り
。
而
し
て
、
其
治
お
よ

ば
ず
、
其
化
洽
あ
ま
ね

か
ら
ず
、
所
在
不

平
の
党
あ
り
て
、
禍
根
深
く
民
心
に
潜
め
る
事
、
両
国
ま
た
偶

た
ま
た
ま
其
軌
を
一
に

す
。
◎
両
国
共
に
嘗
て
一
度
帝
国
と
兵
を
交
へ
て
敗
る
。
…
…
帝
国
は
未
だ
嘗か

つ

て
清
露
両
国
に
勝
た
ざ
る
な
り
。
敗
れ
た
る
も
の
は
、
清
国
に
非
ず
し
て
北
京

政
府
と
其
軍
隊
の
み
。
露
国
に
非
ず
し
て
ザ
ー
ル
の
政
府
と
其
軍
隊
の
み
。

と
、

木
な
り
の
判
断
を
し
、
そ
の
理
由
を
両
国
の
「
国
民
の
潜
勢
力
は
世
界
現

局
の
未
知
数
」
で
あ
る
か
ら
と
す
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
、
ロ
シ
ア
に
あ
っ

て
は
「
◎
ザ
ー
ル
の
輦れ

ん

下か

に
睡
虎
あ
り
、
仮
に
呼
ん
で
虚
無
党
と
い
ふ
。
人
未
だ
其

正
体
を
知
ら
ず
。」
で
あ
り
、
清
国
に
つ
い
て
は
、

◎
揚
子
江
畔
に
伏
竜
あ
り
。
其
数
を
知
ら
ず
、
就
中
大
な
る
を
哥
老
会
と
称

す
。
…
…
◎
ビ
ス
マ
ー
ク
嘗
て
世
界
の
三
大
怪
物
を
数
ふ
。
虚
無
党
は
其
一
に

し
て
哥
老
会
は
其
二
な
り
き
。
…
…
◎
聞
説

き
く
な
ら
く
、
哥
老
会
、
常
に
人
材
を
擢
ぬ
き
ん
でて

海
外
に
学
ば
し
め
、
資
金
幾
億
、
…
…
恰
も
一
大
国
家
の
如
し
と
。
◎
茲こ

こ

に
於

て
か
、
北
京
政
府
憂
倶
措お

く
能あ
た

は
ず
。
…
…
哥
老
会
孰
い
づ
く
んぞ
然
く
軽
挙
に
出
で

む
や
。
時○

未○

だ○

至○

ら○

ざ○

る○

也○

。

云
々
と
、
反
政
府
勢
力
の
存
在
が
あ
る
た
め
に
、
日
本
は
ロ
シ
ア
や
清
国
に
勝
っ

て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
空
中
書
」
の
最
後
を
、「
古
羅
馬

こ

ロ

ー

マ

の○

大○

業○

は○

之○

を○

支○

那○

の○

将○

来○

に○

待○

た○

む○

乎○

。
世
界
第
二
十
一
世
紀
の
劈
頭
へ
き
と
う

に
大
呼
す
る
も
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の
、
夫
れ
李
杜
二
聖
を
出
せ
る
の
民
乎
。」
と
、
李
白
や
杜
甫
と
い
う
偉
大
な
文
学

者
を
出
し
た
国
で
あ
る
が
故
に
、
支
那
の
将
来
に
期
待
で
き
る
と
結
ん
で
い
る
。
ロ

シ
ア
も
清
も
ど
ち
ら
も
未
知
数
で
、
な
お
か
つ
政
府
権
力
を
お
び
や
か
す
虚
無
党
と

哥
老
会
と
い
う
存
在
の
あ
る
こ
と
が
、

木
に
と
っ
て
魅
力
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、

木
の
大
国
に
対
す
る
認
識
は
、
国
家
の
政
治
や
経
済
あ
る
い
は
軍
事

的
な
規
模
な
ど
に
よ
り
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
偉
大
な
る
政
治
家
や
宗
教
家
や
文
化
人
と
い
っ
た
存
在
に
よ
り
、
ま
た
名
も
無
き

権
力
に
反
抗
す
る
民
衆
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
評
価
に
よ
っ
て

為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
国
に
対
し
て
、
相
対
的
な
視
点
を
得
る
モ
ノ

サ
シ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に

木
の
ア
メ
リ
カ
観
と
ロ
シ
ア
観
に
、
多
少
な
り
と
も
共
通
し
た

認
識
を
二
つ
指
摘
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
つ
は
社
会
進
化
論
を
も
と
に

し
た
樗
牛
の
「
法
則
と
生
命
」
か
ら
生
ま
れ
た
、

木
な
り
の
判
断
基
準
で
あ
る
。

こ
れ
は
国
家
を
生
命
体
と
し
て
と
ら
え
、
老
化
し
保
守
化
し
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た

ら
お
し
ま
い
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
刺
激
し
も
う
一
回
若
返
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
判
断
基
準
で
あ
っ
た
。

こ
の
判
断
基
準
は

木
の
生
涯
を
貫
く
大
き
な
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
我
々
は

「
時
代
閉
塞
の
現
状
」（
明
四
三
・
八
稿
）
の
、
次
の
部
分
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が

で
き
る
。我

々
青
年
を
囲ゐ

繞ぜ
う

す
る
空
気
は
、
今
や
も
う
少
し
も
流
動
し
な
く
な
つ
た
。

強
権
の
勢
力
は
普

あ
ま
ね
く
国
内
に
行
亘
つ
て
ゐ
る
。
現
代
社
会
組
織
は
其
隅
々
ま
で

発
達
し
て
ゐ
る
。

│
さ
う
し
て
其
発
達
が
最
早
完
成
に
近
い
程
度
ま
で
進
ん

で
ゐ
る
事
は
、
其
制
度
の
有
す
る
欠
陥
の
日
一
日
明
白
に
な
つ
て
ゐ
る
事
に
よ

つ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
戦
争
と
か
豊
作
と
か
飢
饉
と
か
、
す
べ
て
或
偶
然

の
出
来
事
の
発
生
す
る
で
な
け
れ
ば
振
興
す
る
見
込
の
無
い
一
般
経
済
界
の
状

態
は
何
を
語
る
か
。

と
い
う
具
合
に
、
ず
っ
と

木
の
中
に
あ
っ
た
国
家
認
識
が
、
日
本
国
家
に
向
け

ら
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
日
本
は
既
に
発
達
が
完
成
に
ま

で
近
い
程
度
に
達
し
て
、
閉
塞
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
現
状
認
識
を
す
る
。
そ
の
打

開
の
仕
方
に
従
来
の
よ
う
に
「
戦
争
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
論
理
の
方
が
先
行
し
て
い
る
。

木
は
も
っ
と
違
っ
た

打
開
の
仕
方
を
提
案
す
る
。

斯
く
て
今
や
我
々
青
年
は
、
此
自
滅
の
状
態
か
ら
脱
出
す
る
為
に
、
遂
に
其

「
敵
」
の
存
在
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
期
に
到
達
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
我
々
の
希
望
や
乃
至
其
他
の
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
実
に
必
至
で

あ
る
。
我
々
は
一
斉せ

い

に
起た

つ
て
先
ず
此
時
代
閉
塞
の
現
状
に
宣
戦
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
自
然
主
義
を
捨
て
、
盲
目
的
反
抗
と
元
禄
の
回
顧
と
を
罷や

め
て
全
精

神
を
明
日
の
考
察

│
我
々
自
身
の
時
代
に
対
す
る
組
織
的
考
察
に
傾
注
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

と
い
う
具
合
に
、「
明
日
の
考
察
」
を
し
て
打
開
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
、
よ
り
現
実
的
で
成
長
し
た

木
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
国
家
認
識
は
、
軍
事
力
や
兵
隊
の
力
で
は
な
く
、
国
家
の
中

に
ど
の
く
ら
い
の
潜
在
的
な
力
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
引
っ
張
る
こ
と
の
で
き
る
偉
人

や
英
雄
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
判
断
で
あ
る
。
な
お
こ
の
二

つ
は
全
く
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
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で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の
中
の
偉
人
や
英
雄
や
潜
在
的
な
民
衆
の
力
こ
そ
、
保

守
化
し
形
骸
化
し
た
国
家
を
打
開
す
る
存
在
者
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
だ
け
か
ら

木
が
ロ
シ
ア
や
ア
メ
リ
カ
を
認
識
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
語
学
の
勉
強
と
、
文
学
へ
の
関
心
、
そ

し
て
さ
ら
に
そ
の
国
に
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
、
憧
れ
を
示
す
渡
航
熱
な
ど
か
ら
も

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
別
稿
に
記
し
た!2

。

最
後
に
一
言
付
け
加
え
た
い
の
は
、
そ
れ
で
は
小
国
、
あ
る
い
は
社
会
進
化
論
の

「
弱
肉
強
食
」「
適
者
生
存
」
の
法
則
に
よ
り
、
大
国
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
弱
国
に

対
し
て

木
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
稿
で
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
拙
稿
「
石
川

木
に
お
け
る
朝

鮮
」!3

や
「
敗
者
へ
の
憐
憫
」!4

で
記
し
た
よ
う
に
、「
亡
国
」
と
し
て
の
「
憐
憫
の
情
」

が
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注q

吉
田
孤
羊
『

木
と
ロ
シ
ア
』
・
洋
々
社
・
一
九
七
三
年
四
月
。

w

志
水
速
雄
『
日
本
人
は
な
ぜ
ロ
シ
ア
が
嫌
い
か
』
・
山
手
書
房
新
社
・
一
九
九
二

年
三
月
。

e

草
鹿
外
吉
「

木
と
ロ
シ
ア
文
学
」
・
季
刊
「
ピ
エ
タ
ロ
」
一
二
号
・
一
九
七
一

年
秋
。

r

森
一
『

木
の
思
想
と
英
文
学
』
・
洋
々
社
・
昭
和
五
七
年
一
二
月
。

t

「
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
」
第
一
集
・
一
九
八
〇
年
。

y

上
田
博
『
石
川

木
の
文
学
』
桜
楓
社
・
昭
和
六
二
年
四
月
。

u

澤
田
次
郎
『
近
代
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
観
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
・
一
九
九
九

年
一
一
月
。

i

鈴
木
貞
美
編
『
雑
誌
「
太
陽
」
と
国
民
文
化
の
形
成
』
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
一

年
七
月
。

o

「
石
川

木
│
社
会
進
化
論
の
影
響
（
一
）」
・
「
明
治
大
学
日
本
文
学
」
第
一
三

号
、
一
九
八
五
年
七
月
、「
石
川

木
│
社
会
進
化
論
の
影
響
（
二
）」
・
「
明
治
大

学
大
学
院
紀
要
」
第
二
三
集
・
一
九
八
六
年
二
月
。

!0

海
野
福
寿
『
日
本
の
歴
史
!8

日
清
・
日
露
戦
争
』
集
英
社
・
一
九
九
二
年
一
一

月
。

!1

「
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
」
第
三
七
冊
・
一
九
九
五
年
三
月
。

!2

拙
著
『
石
川

木
│
国
際
性
へ
の
視
座
』
お
う
ふ
う
・
二
〇
〇
六
年
三
月
。
第
二

章
「
西
欧
へ
の
視
座
」
の
「
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
へ
の
接
近
と
相
違
」。

!3

「
石
川

木
に
お
け
る
朝
鮮
」「
明
治
大
学
文
学
部
紀
要
『
文
芸
研
究
』」
六
七

号
・
一
九
九
二
年
二
月
。

!4

国
際

木
学
会
編
『
石
川

木
事
典
』
お
う
ふ
う
・
二
〇
〇
一
年
九
月
の
キ
ー
ワ

ー
ド
項
目
。

（
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授
）

325

三
五

石
川

木
の
国
家
認
識


