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序 序

昨3

昭
和
十
九
年
夏
に
は
我
が
国
運
い
よ
い
よ
傾
き
国
力
益
々
蹙
ま
り
て
、
外
敵
の
侵
撃
来
襲
日
に
急
を
告
ぐ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
政
渋
滞

し
て
当
局
の
為
す
所
全
く
状
勢
に
副
わ
ず
、
必
要
な
る
革
新
を
断
行
し
て
狂
瀾
を
既
倒
に
返
す
力
無
き
政
府
は
、
か
え
っ
て
そ
の
責
任
を
蔽
わ
ん

が
た
め
に
、
真
実
を
隠
し
て
国
民
に
知
ら
し
め
ず
、
そ
の
政
策
施
設
に
対
す
る
一
切
の
批
評
を
封
じ
、
た
だ
政
府
を
謳
歌
し
て
そ
の
宣
伝
を
勤
む

る
者
を
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
言
論
を
禁
止
し
、
右
翼
以
外
の
思
想
に
対
す
る
抑
圧
苛
酷
を
極
め
、
我
々
国
民
は
極
度
に
緊
迫
せ
る
生
活
の
中
に
不
安

を
懐
き
国
家
の
前
途
を
憂
う
る
も
、
こ
れ
を
訴
う
る
に
所
無
く
告
ぐ
る
に
人
無
き
苦
悩
の
状
態
に
置
か
れ
た
。
ま
ず
何
よ
り
も
、
内
閣
の
更
送
を

求
む
る
情
は
期
せ
ず
し
て
国
民
一
般
の
胸
裏
に
漲
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
民
意
を
発
表
す
る
途
は
全
く
杜
絶
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
私

も
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
一
般
国
民
的
苦
悩
を
嘗
め
る
と
同
時
に
、
更
に
思
想
に
携
わ
る
者
と
し
て
特
別
の
悩
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
、
い
や
し
く
も
哲
学
を
学
び
思
想
を
以
て
国
に
報
ず
べ
き
身
で
あ
る
以
上
は
、
た
と
い
現
在
の
政
府
の
忌
諱
に
触
る

る
も
、
な
お
国
家
の
思
想
学
問
に
関
す
る
政
策
に
対
し
て
は
直
言
以
て
政
府
を
反
省
せ
し
む
べ
き
で
は
な
い
か
、
今
一
日
の
猶
予
を
許
さ
な
い
危

急
の
時
に
際
し
、
国
政
の
釐
革
に
関
し
て
い
や
し
く
も
言
う
べ
き
も
の
あ
る
な
ら
ば
、
た
だ
沈
黙
す
る
の
は
国
家
に
対
す
る
不
忠
実
で
は
な
い
か
、

と
い
う
念
慮
と
、
他
方
に
お
い
て
は
、
平
時
な
ら
ば
当
然
な
る
か
か
る
行
動
も
、
戦
時
敵
前
に
国
内
思
想
の
分
裂
を
暴
露
す
る
恐
あ
る
以
上
は
、

許
さ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
自
制
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
、
い
ず
れ
に
も
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
苦
し
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
こ
の
板
挟
み
の

境
地
に
あ
っ
て
更
に
私
の
強
く
悩
ま
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
程
度
の
困
難
を
迷
う
所
な
く
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
私
は
哲
学
に
従
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 E1 l–lii
 E2 53–6
 I 38–40
 K 10–13
 S 62–5
 

事
す
る
資
格
は
無
い
、
い
わ
ん
や
哲
学
教
師
と
し
て
人
を
導
く
こ
と
な
ど
思
も
寄
ら
な
い
、
当
に
私
は
哲
学
を
廃
し
哲
学
教
師
を
辞
任
す
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
よ
う
な
幾
重
に
も
重
な
る
内
外
の
苦
に
悩
ま
さ
れ
て
日
を
過
し
、
そ4

の
極
私
は
も
は
や
気
根
が
尽

き
果
て
る
思
を
な
し
、
哲
学
の
如
き
高
い
仕
事
は
、
天
稟
の
卑
い
私
の
よ
う
な
者
の
為
す
べ
き
所
で
な
い
、
と
い
う
絶
望
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
し
か
る
に
何
と
い
う
不
可
思
議
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
絶
体
絶
命
の
境
地
に
落
込
ん
で
自
ら
を
放
棄
し
た
私
の
懺
悔
は
、
意
外
に
も
私
を
向

け
変
え
、
今
や
他
を
導
き
他
を
正
す
な
ど
と
い
う
事
は
全
く
私
に
と
っ
て
問
題
と
は
な
ら
ぬ
、
自
己
の
正
し
き
行
動
さ
え
も
自
由
に
任
せ
ぬ
私
な

の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
ま
ず
あ
く
ま
で
懺
悔
し
て
素
直
に
私
自
身
を
直
視
し
、
外
一
切
に
向
う
眼
を
内
に
転
じ
て
、
自
己
の
無
力
不
自
由
を
徹
底

的
に
見
極
め
よ
う
、
こ
れ
こ
そ
今
ま
で
の
哲
学
に
代
る
私
の
仕
事
で
は
な
い
か
、
と
い
う
新
し
き
決
意
に
達
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
哲
学

す
る
能
力
も
資
格
も
な
い
私
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
哲
学
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
、
た
だ
当
面
為
す
べ
く
私
に
課
せ
ら
れ
た
思
想
的

仕
事
で
あ
る
以
上
は
、
私
の
力
の
許
す
限
り
そ
れ
を
し
よ
う
と
い
う
決
心
が
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
を
懺
悔
の
自
覚
と
し
て
私
に

課
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
今
や
私
自
身
が
哲
学
す
る
の
で
は
な
い
、
懺
悔
が
哲
学
す
る
の
で
あ
る
。
懺
悔
が
私
の
自
覚
を
懺
悔
の
行
そ
の
も

の
に
お
い
て
課
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
従
来
の
哲
学
の
否
定
せ
ら
れ
た
跡
に
、
新
し
く
生
れ
て
来
た
、
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
で
あ
る
。
哲
学
な
ら

ぬ
哲
学
と
い
う
訳
は
、
哲
学
が
一
た
び
絶
望
的
に
抛
棄
せ
ら
れ
そ
れ
の
死
滅
し
た
跡
へ
代
に
現
れ
て
、
し
か
も
哲
学
の
目
的
と
し
た
窮
極
の
思
索
、

徹
底
的
自
覚
と
い
う
要
求
を
満
た
さ
ん
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
無
力
一
た
び
自
ら
を
抛
ち
棄
て
た
私
の
、
自
力
を
以
て

為
す
所
の
哲
学
で
は
な
い
。
私
を
私
の
懺
悔
に
お
い
て
向
け
変
え
、
こ
の
無
力
の
自
覚
に
新
し
く
再
出
発
せ
し
め
た
他
力
が
、
私
を
し
て
そ
れ
を

行
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
懺
悔
と
は
、
私
の
為
せ
る
所
の
過
て
る
を
悔
い
、
そ
の
悪
の
償
い
難
き
罪
を
身
に
負
い
て
悩
み
、
自
ら
の
無
力
不
能
を

慚
じ
、
絶
望
的
に
自
ら
を
抛
ち
棄
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
私
を
否
定
す
る
行
で
あ
る
か
ら
、
私
の
行
に
し
て
同
時
に
私
の
行
で
は
な
い
。

私
な
ら
ぬ
他
者
が
こ
れ
を
催
起
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
他
者
が
か
え
っ
て
私
を
転
換
的
に
向
け
変
え
、
従
来
と
異
な
る
新
し
き
道
に
再
出
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発
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
懺
悔
は
他
力
の
行
に
外
な
ら
ぬ
。
私
を
促
し
て
私
に
哲
学
へ
の
再
出
発
を
な
さ
し
め
る
他
力
は
、
私
の
懺
悔
に

お
い
て
は
た
ら
く
。
私
は
他
力
の
催
起
に
身
を
任
せ
て
懺
悔
を
行
じ
、
他
力
に
信
頼
し
て
自
ら
の
転
換
復
活
を
証
せ
し
め
ら
れ
る
。
か
く
て
こ
の

懺
悔
の
行
信
証
が5

、
す
な
わ
ち
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
私
の
哲
学
と
な
る
。
こ
れ
は
懺
悔
道M

etanoetik

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
正
に
他
力

哲
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
た
び
哲
学
に
死
ん
だ
私
は
、
再
び
懺
悔
道
に
お
い
て
哲
学
に
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
。
但
し
、
復
活
と
い
う
も
、

そ
れ
は
一
度
絶
望
抛
棄
せ
ら
れ
た
哲
学
を
再
び
取
上
げ
て
そ
の
道
に
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
か
か
る
否
定
も
な
く
転
換
も

な
き
自
同
反
復
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
反
復
は
超
越
で
あ
り
、
復
活
は
新
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
は
や
自

ら
生
き
る
の
で
な
く
、
生
で
も
死
で
も
な
い
絶
対
的
な
る
も
の
か
ら
超
越
的
に
私
は
生
か
さ
れ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
絶
対
は
斯
様
に
相
対
の
否

定
で
あ
り
転
換
で
あ
る
か
ら
絶
対
無
と
規
定
せ
ら
れ
る
。
そ
の
無
が
私
を
復
活
せ
し
め
る
に
よ
り
、
私
に
は
無
即
愛
と
し
て
体
験
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
絶
対
否
定
の
大
非
即
大
悲
と
し
て
証
せ
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
私
は
か
く
し
て
懺
悔
の
行
信
に
お
い
て
絶
対
の
他
力
に
依

る
転
換
復
活
を
証
す
る
。
懺
悔
道
が
懺
悔
の
行
信
証
と
し
て
他
力
哲
学
の
途
と
な
る
こ
と
も
は
や
疑
が
無
い
。
も
ち
ろ
ん
有
限
不
完
全
な
る
私
の

行
う
懺
悔
で
あ
る
以
上
は
、
そ
れ
が
不
純
で
あ
り
不
真
実
で
あ
る
こ
と
も
免
れ
ざ
る
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
自
ら
は
懺
悔
を
行
じ
た
つ
も
り

で
も
、
真
に
復
活
が
証
せ
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
、
ま
た
一
た
び
復
活
し
て
も
懺
悔
か
ら
遊
離
し
て
再
自
力
に
帰
り
、
自
賢
自
負
し
て
一
度
達
せ

る
所
に
止
住
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
現
実
と
背
馳
し
矛
盾
し
て
、
再
び
絶
体
絶
命
の
窮
地
に
陥
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
た
だ
不
断
の
懺
悔
の
み
不
断

の
復
活
を
信
証
せ
し
め
る
。
こ
の
循
環
を
現
実
の
進
展
と
相
即
し
て
行
証
せ
し
む
る
こ
と
に
お
い
て
、
懺
悔
は
そ
の
無
限
性
永
遠
性
を
現
わ
し
、

絶
対
即
相
対
な
る
こ
と
を
証
す
る
。
そ
れ
は
原
理
的
に
は
正
に
歴
史
の
形
成
に
外
な
ら
ぬ
。
懺
悔
道
は
内
容
的
具
体
的
に
い
え
ば
、
徹
底
的
歴
史

主
義
で
あ
っ
て
、
不
断
の
懺
悔
が
歴
史
の
循
環
的
発
展
を
原
理
附
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
懺
悔
に
お
け
る
転
換
復
活
は
、
正
に
親
鸞
が
そ
の
他
力
法
門
に
お
い
て
浄
土
真
宗
を
建
立
し
た
径
路
に
外
な
ら
な
い
。
私
は
親
鸞
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が
仏
教
に
お
い
て
進
ん
だ
途
を
、偶
然
に
も
哲
学
に
お
い
て
蹈
ま
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
想
到
す
る
と
同
時
に
、

私
は
彼
の
教
行
信
証
を
懺
悔
道
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
。
従
来
も
私
は
全
く
親
鸞
に
触
れ
る
所
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特

に
歎
異
鈔
や
正
像
末
和
讃
中
の
悲
歎
述
懐
な
ど
は
、
そ
の
懺
悔
の
基
調
に
お
い
て
私
を
動
か
す
こ
と
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で6

あ
る
。
親
鸞
の

他
力
念
仏
門
が
易
行
道
と
標
榜
せ
ら
る
る
に
よ
っ
て
動
も
す
れ
ば
人
に
安
易
の
感
を
懐
か
せ
、
人
間
が
大
悲
の
絶
対
転
換
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
に

救
済
せ
ら
れ
る
と
い
う
超
越
的
境
地
を
、
誤
っ
て
相
対
的
自
然
の
無
道
徳
的
立
場
と
混
同
し
、
そ
の
結
果
、
教
義
が
無
慙
の
悪
行
亡
状
に
対
す
る

弁
護
に
利
用
せ
ら
れ
る
と
い
う
如
き
弊
害
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
鸞
の
信
仰
が
全
く
悲
痛
な
る
懺
悔
を
基
調
と
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
従

来
と
い
え
ど
も
私
の
固
く
信
ず
る
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
教
行
信
証
が
懺
悔
道
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
私
は
全
く
想
到
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
事
実
懺
悔
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
高
い
調
子
で
こ
れ
を
讃
歎
す
る
以
外
、
内
容
的
に
は
僅
に
三
品
懺
悔
の
分
類
の
如
き
も
の
を
説

く
に
止
ま
り
、
教
行
信
証
の
中
心
と
し
て
懺
悔
の
概
念
を
見
出
す
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
曽
我
量
深
氏
の
如
き
す
ぐ
れ
た
宗
門
学
者
に
し
て

懺
悔
の
基
調
を
捉
え
、
こ
れ
に
重
き
を
置
い
た
人
は
あ
る
に
は
あ
る
。
私
は
氏
の
解
釈
に
啓
発
せ
ら
れ
た
こ
と
多
大
で
あ
り
、
深
く
こ
れ
を
感
謝

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
教
行
信
証
を
仏
教
の
懺
悔
道
的
展
開
と
し
て
領
解
す
る
と
い
う
如
き
こ
と
は
、
一
般
の
真
宗
解
釈
と
し
て
認
め
ら
れ

て
居
る
と
は
い
え
な
い
。
少
な
く
と
も
従
来
私
は
、
か
か
る
角
度
か
ら
こ
れ
に
触
れ
て
は
居
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
否
、
生
来
自
力
主
義
に
傾
い

た
私
は
、
親
鸞
の
他
力
念
仏
門
に
親
し
み
を
感
ず
る
よ
り
も
、
よ
り
多
く
禅
に
親
し
み
、
僧
堂
の
修
業
を
し
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
語
録
に

親
近
す
る
こ
と
は
久
し
き
に
及
ん
で
居
る
。
天
資
庸
劣
未
だ
そ
の
門
内
を
窺
う
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
は
真
に
慚
ず
か
し
い
限
り
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
れ
で
も
真
宗
よ
り
は
自
己
に
近
い
こ
と
を
感
じ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
か
っ
た
。
教
行
信
証
は
そ
の
程
度
に
私
に
対
し
親
し
み
薄
き
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
教
室
で
私
と
共
に
へ
ー
ゲ
ル
を
読
み
、
彼
に
依
っ
て
養
わ
れ
た
思
索
力
を
も
っ
て
立
派
な
『
教
行
信
証
の
哲
学
』
を

著
し
た
武
内
義
範
君
の
如
き
人
が
あ
っ
て
、
私
は
こ
の
書
か
ら
教
え
ら
れ
る
所
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
教
行
信
証
の
思
想
を
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自
ら
の
哲
学
と
す
る
如
き
は
、
私
に
は
全
く
思
も
寄
ら
な
い
所
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
今
や
私
は
自
ら
懺
悔
道
と
し
て
哲
学
を
他
力
的
に
踏
み
直

す
機
会
に
、
教
行
信
証
を
精
読
し
て
、
始
め
て
そ
れ
に
対
す
る
理
解
の
途
を
開
か
れ
た
こ
と
を
感
じ
、
偉
大
な
る
先
達
と
し
て
親
鸞
に
対
す
る
感

謝
と
仰
慕
と
を
新
に
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
本
書
の
第
六
章
、
第
七
章
に
解
釈
を
試
み
た
三
願
転
入
や
三
心
釈
な
ど
は
、
救
済
の
構
造
を
究
明
し

た
宗
教
哲
学
的
思
想
と
し
て7

殆
ど
無
比
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
私
は
今
や
親
鸞
の
指
導
に
信
頼
し
て
懺
悔
道
を
推
進
せ
し
め
ら

れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
、
他
力
の
恩
寵
と
し
て
感
謝
せ
ず
に
居
ら
れ
ぬ
。
し
か
も
甚
だ
意
外
な
こ
と
は
、
私
が
こ
の
よ
う
に
他
力
信
仰
に
対
し
眼

が
開
か
れ
る
と
同
時
に
、
普
通
自
力
門
と
し
て
そ
れ
に
対
蹠
的
と
せ
ら
れ
る
禅
に
、
従
来
よ
り
も
な
お
一
歩
を
近
づ
け
し
め
ら
れ
た
感
が
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
一
見
極
め
て
縁
遠
い
数
理
哲
学
の
問
題
と
し
て
久
し
く
私
の
頭
を
悩
ま
し
た
無
限
集
合
論
に
対
す

る
態
度
な
ど
が
、
他
力
哲
学
の
行
信
証
に
よ
っ
て
新
し
い
方
向
に
決
定
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
兆
候
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
歴
史
哲
学
が
懺
悔
道
に

根
柢
附
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
懺
悔
道
が
内
容
的
に
は
徹
底
的
歴
史
主
義
に
外
な
ら
ざ
る
こ
と
に
依
っ
て
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て

私
は
懺
悔
道
が
一
見
甚
だ
狭
小
な
る
偏
局
的
立
場
な
る
如
く
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
広
い
展
望
を
有
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
信
ぜ
し
め
ら
れ
悦
に

充
た
さ
れ
た
。

あ
る
い
は
懺
悔
な
ど
と
い
え
ば
、
特
異
な
現
象
で
あ
っ
て
哲
学
に
途
を
開
く
如
き
汎
通
性
を
有
す
る
も
の
で
な
い
、
と
い
う
疑
も
あ
る
で
あ
ろ

う
が
、
私
は
自
己
の
懺
悔
道
が
広
く
社
会
性
を
帯
び
る
こ
と
を
初
か
ら
感
じ
て
居
た
の
で
、
社
会
連
帯
と
い
う
見
地
か
ら
い
え
ば
、
我
々
は
誰
で

も
不
断
に
懺
悔
を
行
じ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
こ
と
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
私
の
こ
の
度
の
懺
悔
は
さ
き
に
述
べ
た
如
く
、
悲
観
的
な
る
国
家
状

勢
に
お
け
る
私
の
哲
学
思
想
の
行
詰
ま
り
に
促
さ
れ
て
起
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
絶
体
絶
命
の
窘
窮
は
た
だ
私
一
個
の
思
想
者
と
し
て
の
責

任
に
関
す
る
悩
み
に
の
み
因
由
す
る
の
で
は
な
い
。
私
は
こ
の
数
年
来
軍
部
を
始
め
支
配
階
級
が
国
民
を
愚
に
し
て
理
性
を
抑
え
、
道
理
を
無
視

し
て
極
度
に
非
合
理
な
る
政
策
を
強
行
し
、
そ
の
極
国
際
道
義
に
背
馳
し
て
国
の
信
義
を
失
墜
せ
し
め
た
こ
と
に
対
し
、
極
度
に
憤
慨
を
感
ず
る
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こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
責
任
は
単
に
そ
れ
を
敢
て
し
た
特
殊
の
部
面
に
の
み
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
、
窮
極
に

お
い
て
は
こ
れ
を
抑
え
得
な
か
っ
た
国
民
の
全
部
が
負
う
ベ
き
連
帯
責
任
で
あ
り
、
就
中
政
治
と
思
想
と
に
お
け
る
指
導
層
が
、
直
接
当
事
者
に

次
い
で
最
も
大
な
る
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
痛
感
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
知
識
人
の
傍
観
者
的
態
度
と
い
う
も
の
が
決
し

て
承
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
、我
々
は
畢
竟
連
帯
的
な
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
は
、強
く
私8

を
支
配
し
た
。こ
の
連
帯
観
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、

懺
悔
道
は
何
人
に
と
っ
て
も
何
時
に
お
い
て
も
必
然
に
要
求
せ
ら
れ
る
も
の
な
る
こ
と
疑
問
の
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
懺
悔
道
を
哲
学
と
す

る
こ
と
は
、
倫
理
を
哲
学
の
通
路
と
す
る
と
同
じ
く
、
一
般
性
を
要
求
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
更
に
懺
悔
道
が
親
鸞
の
教
行
信
証
に
指
導
せ

ら
れ
る
に
及
び
、
そ
れ
は
後
者
の
還
相
廻
向
な
る
深
き
思
想
に
導
か
れ
て
、
特
異
の
宗
教
的
社
会
思
想
を
示
唆
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教

的
隣
人
愛
の
平
等
と
異
な
る
、
先
後
の
秩
序
あ
る
平
等
と
し
て
の
兄
弟
性
に
外
な
ら
な
い
。
今
日
民
主
主
義
の
自
由
は
不
平
等
を
将
来
し
、
社
会

主
義
の
平
等
は
自
由
を
阻
礙
す
る
こ
と
隠
れ
も
な
い
。
自
由
平
等
は
決
し
て
与
え
ら
れ
た
安
易
な
統
一
な
の
で
は
な
く
、
困
難
な
る
課
題
た
る
こ

と
明
白
で
あ
る
。
そ
の
課
題
を
解
く
に
は
、
普
通
に
自
由
、
平
等
、
友
愛
と
並
列
せ
ら
れ
る
友
愛
が
、
原
の
意
味
た
る
兄
弟
性
の
具
体
相
に
お
い

て
、
自
由
と
平
等
と
を
媒
介
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
大
乗
仏
教
の
菩
薩
道
を
他
力
信
仰
の
上
か
ら
対
自
化
し
た
真
宗
の
還
相
観
は
、
具
体
的
な

る
社
会
構
造
論
を
示
唆
し
て
、
新
し
き
歴
史
哲
学
に
展
望
を
開
く
。
果
し
て
し
か
ら
ば
懺
悔
道
は
決
し
て
思
想
の
不
生
産
的
空
転
で
は
な
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
て
私
は
去
年
秋
に
な
る
と
共
に
、
真
剣
に
懺
悔
道
を
哲
学
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
懺
悔
道
は
そ
れ
の
成
立
上
懺
悔
道
的
に
展

開
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
懺
悔
を
対
象
と
す
る
「
懺
悔
の
哲
学
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
成
の
哲
学
的
方
法
を
提
げ
て
懺
悔
の

解
釈
を
す
る
現
象
学
な
い
し
生
哲
学
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
立
場
と
方
法
と
が
無
力
と
し
て
掃
蕩
せ
ら
れ
る
そ
の
廃
墟
に
復

興
せ
ら
れ
る
の
が
懺
悔
道
で
あ
る
。
か
の
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
よ
り
も
一
層
徹
底
せ
る
哲
学
的
掃
蕩
の
方
法
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
一
た
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び
死
し
て
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
哲
学
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
既
成
哲
学
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
正
に
死
し

て
蘇
る
転
換
を
行
じ
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
行
証
な
の
で
あ
る
。
自
ら
懺
悔
を
行
ず
る
こ
と
な
く
し
て
懺
悔
を
語
る
の
は
懺
悔
道
で
は
な
い
。
た
だ
他

力
行
と
し
て
自
ら
こ
れ
を
行
信
す
る
者
の
み
こ
れ
を
証
し
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て
懺
悔
道
を
行
証
し
懺
悔
の
自

覚
を
深
め
た
。
そ
の
間
に
私
が
懺
悔
道
の
汎
通
な
る
論
理
と
し
て
発
見
し
た
も
の
は
、
私
が
絶
対
批
判
と
呼
ぶ
所
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
力

的
な
る
理
性
の
哲
学
が
、
現
実
と
の
対
決
に
お
い
て
避
け
難
き
二
律
背
反
に
陥
り
、
カ
ン
ト
の9

理
性
批
判
が
示
し
た
、
知
識
を
制
限
し
て
信
仰
の

立
場
に
立
つ
、
と
い
う
如
き
自
力
の
処
理
を
容
さ
な
い
よ
う
な
絶
体
絶
命
の
窮
地
に
お
い
て
、
支
離
滅
裂
、
七
花
八
裂
の
絶
対
の
分
裂
に
、
進
ん

で
身
を
任
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
理
性
批
判
の
主
た
る
理
性
は
、
批
判
を
通
じ
て
自
ら
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
思
想
の
絶

対
分
裂
に
自
ら
全
く
引
裂
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
分
裂
す
な
わ
ち
絶
対
批
判
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
正
に
理
性
批
判
の
徹
底
に

外
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
絶
対
の
分
裂
矛
盾
が
矛
盾
を
も
矛
盾
的
に
否
定
す
る
所
に
、
絶
対
の
転
換
が
行
わ
れ
、
哲
学
が
哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
と

し
て
超
越
的
に
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
の
が
懺
悔
道
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
論
理
は
絶
対
批
判
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
科
学
と
倫
理
と
に

お
け
る
理
性
の
批
判
は
、
そ
の
徹
底
の
帰
結
と
し
て
懺
悔
道
に
至
る
。
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
が
へ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
に
発
展
し
、
前
者
の
弁

証
論
が
後
者
の
弁
証
法
に
転
換
せ
ら
れ
た
の
も
実
は
こ
の
途
に
外
な
ら
ぬ
。
た
だ
へ
ー
ゲ
ル
は
理
性
の
七
花
八
裂
が
、
依
然
と
し
て
理
性
に
統
一

せ
ら
れ
従
っ
て
理
性
と
し
て
復
興
せ
ら
れ
、
理
性
は
そ
の
無
限
の
思
惟
に
お
い
て
自
ら
の
死
復
活
を
概
念
に
包
み
て
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
た
。
す
な
わ
ち
死
し
て
蘇
る
の
は
も
は
や
も
と
の
生
で
は
な
く
、
生
で
も
な
い
死
で
も
な
い
絶
対
の
転
換
す
な
わ
ち
無
の
行
で
あ
り
、
そ
の

自
覚
は
主
体
的
中
心
に
お
け
る
行
信
証
に
止
ま
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
が
行
信
証
を
超
え
て
概
念
的
に
思
惟
せ
ら
れ
、
無
限

の
円
環
に
統
一
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
の
理
性
が
依
然
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
同
一
性
論
理
の
樊
籠
を
破
り
切
ら
な
か
っ
た
点

が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
実
は
弁
証
法
の
否
定
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
自
己
の
行
的
転
換
の
中
心
が
解
消
せ
ら
れ
て
、
客
観
的
な
る
概
念
が
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支
配
す
る
。
故
に
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
概
念
が
実
体
と
な
り
絶
対
観
念
論
が
唯
物
論
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
如
何
に
す
る
も
客
観
化
し
物
質
化

す
る
能
わ
ざ
る
主
体
的
自
己
な
る
も
の
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
行
的
転
換
に
お
い
て
そ
れ
に
媒
介
せ
ら
る
べ
き
通
路
の
な
い
非
実

存
主
義
に
外
な
ら
な
い
。
行
的
自
己
の
無
の
自
覚
の
代
に
、
有
の
実
体
が
登
場
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
通
じ
て
へ
ー
ゲ
ル
が

マ
ル
ク
ス
に
転
化
し
た
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
懺
悔
道
は
あ
く
ま
で
行
の
転
換
に
大
非
即
大
悲
を
証
し
、
大
行
に
媒
介
せ
ら
る
る
自
己
の
死

復
活
の
転
換
的
統
一
を
行
証
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
他
力
の
転
換
に
ま
で
批
判
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正10

に
カ
ン
ト
の
理
性

批
判
を
最
後
の
帰
結
に
導
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
意
図
し
て
達
し
な
か
っ
た
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を
、
彼
の
如
く
理
性
の
観
想
に
お

い
て
で
な
く
行
信
に
お
い
て
貫
徹
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
理
性
主
義
に
反
対
し
て
カ
ン
ト
の
根
原
悪
の
思
想
を
深
く
追
究
し
た

シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
論
に
通
ず
る
所
が
あ
り
、
ま
た
同
様
に
へ
ー
ゲ
ル
の
知
性
に
反
対
し
て
あ
く
ま
で
自
己
の
実
存
を
実
践
的
転
換
の
中
心
と
し

て
確
保
し
よ
う
と
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
る
現
代
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
に
、
呼
応
す
る
所
が
少
な
く
な
い
の
は
当
然
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
懺
悔
道
は
前
者
の
思
弁
的
構
成
に
反
対
し
て
あ
く
ま
で
絶
対
媒
介
の
自
覚
的
立
場
に
立
ち
、
後
者
の
実
存
主
義
の
自
立

的
立
場
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
よ
り
離
れ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に
共
鳴
す
る
に
反
し
て
、
他
力
行
信
の
立
場
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
り
絶
対
と
自

己
と
の
転
換
媒
介
を
確
保
し
、
な
お
自
己
の
相
対
が
他
の
相
対
と
媒
介
せ
ら
る
る
そ
の
媒
介
に
、
絶
対
が
絶
対
媒
介
と
し
て
現
成
す
る
こ
と
を
自

覚
す
る
に
よ
っ
て
、
自
由
論
に
も
実
存
哲
学
に
も
共
通
な
る
限
界
と
認
め
ら
れ
る
所
の
個
人
主
義
を
、
社
会
的
協
同
の
立
場
に
具
体
化
す
る
。
そ

の
社
会
的
協
同
体
が
前
に
述
べ
た
還
相
観
念
に
指
導
せ
ら
れ
て
、
従
来
私
の
唱
え
来
っ
た
「
種
の
論
理
」
に
基
く
社
会
存
在
論
に
新
し
き
根
拠
を

与
え
る
こ
と
は
、
懺
悔
道
が
哲
学
と
し
て
十
分
具
体
的
な
る
展
望
を
有
す
る
こ
と
を
私
に
確
信
せ
し
め
る
に
足
り
た
。
今
や
私
は
新
し
き
安
心
を

以
て
再
び
哲
学
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
こ
の
哲
学
へ
の
復
活
の
思
想
内
容
を
以
て
、
私
の
京
都
大
学
在
任
中
の
最
後
の
講

義
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
か
ね
て
希
望
し
た
内
閣
更
迭
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
継
ま
た
無
能
徒
為
に
し
て
状
勢
改
ま
る
所
な
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く
、
国
民
の
憂
慮
不
安
、
窮
乏
災
害
日
に
甚
だ
し
く
い
よ
い
よ
悲
観
の
濃
厚
な
る
中
に
、
い
さ
さ
か
自
ら
慰
め
自
ら
励
ま
す
に
足
る
も
の
が
あ
っ

た
。
私
は
感
謝
と
信
頼
と
を
以
て
懺
悔
道
と
い
う
題
目
の
下
に
、
十
月
講
義
を
始
め
十
二
月
に
そ
れ
を
終
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
京
都
哲
学
会

公
開
講
演
会
に
も
同
じ
題
目
を
掲
げ
て
懺
悔
道
の
要
旨
を
語
っ
た
。
こ
れ
が
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
の
由
来
で
あ
る
。

私
は
最
後
の
講
義
の
準
備
を
し
な
が
ら
、
今
述
べ
た
絶
対
批
判
の
論
理
を
展
開
し
、
私
の
従
来
そ
れ
に
養
わ
れ
た
西
洋
哲
学
に
批
判
解
体
を
施

し
て
こ
れ
を
懺
悔
道
的
に
再
興
発
展
せ
し
め
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
パ
ス
カ
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
に
も
自
己
の
立
場
か
ら
新
し
い
解
釈
を11

加
え
て
、

従
来
透
り
得
な
か
っ
た
点
を
自
分
な
り
に
通
る
こ
と
が
で
き
る
悦
を
感
じ
た
。
更
に
教
行
信
証
の
懺
悔
道
的
解
釈
に
は
最
も
力
を
注
い
だ
こ
と
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
結
果
を
書
綴
っ
て
幾
つ
か
の
草
稿
を
作
り
、
そ
の
要
領
を
一
貫
し
た
講
義
に
纏
め
て
話
し
た
の
で
あ
る
。
三
箇
月
の

一
学
期
は
も
と
よ
り
こ
の
講
義
に
対
し
短
過
ぎ
た
。
一
学
期
で
な
く
一
学
年
を
こ
れ
に
充
て
て
も
な
お
足
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
の

停
年
期
日
が
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
平
生
か
ら
弱
体
の
私
は
十
一
月
か
ら
健
康
に
故
障
を
現
わ
し
、
私
は
不
自
由
な
体
を
病
床

か
ら
教
室
に
運
ん
で
帰
宅
す
れ
ば
直
ち
に
病
床
に
横
わ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
ど
う
か
し
て
予
定
の
講
義
だ
け
は
済

ま
せ
た
い
と
い
う
の
が
私
の
切
な
る
願
で
あ
っ
た
の
で
、
十
二
月
最
後
の
講
義
を
終
っ
た
時
に
は
全
く
ホ
ッ
と
す
る
思
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
私

は
ず
っ
と
病
床
に
臥
し
て
年
を
越
え
冬
を
過
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
学
生
諸
君
、
卒
業
生
諸
君
、
友
人
諸
君
の
私
に
注
が
れ
た
好
意
は
、
全
く

言
葉
に
尽
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
に
対
し
如
何
に
感
謝
し
て
も
感
謝
し
足
り
な
い
思
が
す
る
。
か
く
て
本
年
二
月
初
に

退
官
し
た
時
に
は
、
私
は
二
十
五
年
に
余
る
大
学
生
活
に
顧
み
て
、
無
力
為
す
所
も
な
く
過
ぎ
た
こ
と
を
慚
ず
る
と
同
時
に
、
病
弱
の
身
を
以
て

と
に
か
く
も
任
期
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
恵
を
天
に
向
い
人
に
対
し
て
感
謝
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
私
個
人
の
事
か
ら

国
の
運
命
に
一
た
び
思
を
転
ず
れ
ば
、
痛
恨
極
ま
り
な
く
悲
哀
限
が
な
い
。
内
閣
は
再
度
更
迭
し
て
も
状
勢
は
好
転
す
る
こ
と
全
然
な
く
、
本
土

侵
害
せ
ら
れ
て
惨
禍
は
全
く
言
語
に
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
私
は
絶
望
せ
ず
、
当
面
必
要
な
る
問
題
の
研
究
に
注
意
を
怠
ら



12

 E2 lix–lx
 E2 65–8
 I 48–50
K 21–4
 S 73–5

な
か
っ
た
。
か
く
の
如
き
は
懺
悔
道
と
し
て
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
哲
学
が
、
も
は
や
そ
の
転
換
の
動
機
と
な
っ
た
曩
時
の
絶
望
を
再
び
絶
望
に
終

ら
し
め
ず
、
絶
対
に
転
換
せ
ら
れ
て
無
執
無
着
な
る
立
場
に
立
つ
結
果
で
あ
る
と
私
に
は
信
ぜ
ら
れ
る
。
私
は
い
よ
い
よ
懺
悔
道
の
、
弱
き
が
故

の
強
さ
、
無
力
の
謙
虚
な
る
自
覚
に
徹
す
る
が
故
に
他
力
の
大
悲
に
活
か
さ
る
る
恵
、
を
感
じ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
か
っ
た
。
た
だ
空
襲
の
激
化

は
、
防
空
能
力
を
欠
く
私
如
き
者
の
都
市
に
留
ま
る
こ
と
を
、
国
防
の
妨
碍
と
し
て
警
告
せ
し
む
る
こ
と
頻
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
遂
に
七
月

下
旬
私
は
京
都
を
去
っ
て
こ
の
地
に
移
住
す
る
こ
と
を
決
行
し
た
の
で
あ
る
。
無
事
に
そ
れ
が
果
た
せ
た
の
は
固
よ
り
人
々
の
好
意
に
依
る
。
し

か
る
に
こ
の
地
の
静
閑
爽
涼
は
故
障
依12

然
た
る
私
の
気
力
を
引
立
て
、
以
来
二
ヶ
月
余
専
心
に
筆
を
執
っ
て
、
昨
秋
講
義
の
準
備
中
作
っ
た
覚
書

を
一
篇
の
論
文
に
書
改
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
小
著
の
内
容
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
発
表
に
つ
い
て
は
初
は
私
に
確

た
る
予
定
も
な
く
、
た
だ
従
来
の
関
係
上
雑
誌
『
哲
学
研
究
』
に
掲
載
し
よ
う
か
と
考
え
て
居
た
。
と
こ
ろ
が
八
月
半
の
大
変
が
起
り
、
敗
戦
国

と
し
て
無
条
件
降
伏
の
悲
境
に
我
国
は
顚
落
し
た
の
で
あ
る
。
悲
痛
言
う
所
を
知
ら
な
い
の
は
、
も
と
よ
り
私
一
人
で
は
な
い
。
国
民
の
全
体
で

あ
る
。
し
か
も
国
民
と
し
て
事
こ
こ
に
至
れ
る
由
来
を
顧
み
る
と
き
、
た
だ
懺
悔
よ
り
外
に
な
す
所
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
真
実
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
に
至
っ
て
考
え
る
と
、
私
の
懺
悔
道
は
一
年
前
に
、
国
家
国
民
に
対
し
讖
を
な
し
た
と
い
う
不
思
議
な
廻
合
せ
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
私
は
こ
れ
を
思
う
と
き
痛
恨
限
無
き
思
が
す
る
。
固
よ
り
私
は
、
今
日
自
己
の
責
任
を
回
避
せ
ん
が
た
め
に
国
民
に
総
懺
悔
を
勧
む
る
指

導
層
の
無
恥
厚
顔
を
憎
む
者
で
あ
る
。
連
帯
責
任
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
懺
悔
は
ま
ず
自
ら
行
ぜ
ず
し
て
人
に
勧
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
今
こ
の
悲
運
に
陥
っ
て
見
れ
ば
、
我
国
が
全
体
と
し
て
懺
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
瞭
々
と
し
て
火
を
見
る
よ
り
も
明
で
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
国
民
の
連
帯
責
任
を
信
ず
る
私
に
と
っ
て
は
、
文
字
通
り
の
総
懺
悔
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
私
は
懺
悔
道
が
私
一
人

の
道
で
な
く
し
て
我
国
民
の
哲
学
す
る
道
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
懺
悔
は
、
親
鸞
に
お
い
て
悲
痛
を
含
意
し
慚
愧
を
伴

う
如
く
、
西
洋
語
に
お
い
てpaenitentia

は
本
来
苦
痛
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
苦
痛
な
き
懺
悔
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
懺
悔
の
核
心
は
転
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換
に
あ
る
。
苦
痛
が
歓
喜
に
転
じ
、
慚
愧
が
感
謝
に
換
る
こ
と
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
我
国
が
懺
悔
の
外
に
今
行
く
べ
き
途
が
無
い
と
い
う
こ
と

は
、
単
な
る
絶
望
を
意
味
せ
ず
し
て
、
同
時
に
復
活
へ
の
転
換
の
希
望
を
意
味
す
る
。
斯
様
に
懺
悔
が
他
力
転
換
の
行
で
あ
る
こ
と
私
の
信
証
す

る
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
を
国
民
諸
君
に
告
げ
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
懺
悔
道
を
以
て
私
一
人
の
哲
学
と

す
る
の
み
な
ら
ず
、
諸
君
の
哲
学
と
し
て
そ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
私
の
報
恩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
考
え
て
私
は
で
き
得
る
限
り
速
に

こ
の
小
著
を
一
巻
と
し
て
世
に
公
に
す
る
決
心
を
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
は
懺
悔
が
我
国
民
の
行
く
べ
き
途
で
あ
る
こ
と
を
唱
え
て
も
、

決
し
て
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
を
他
に
強
ゆ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
現
在13

の
日
本
人
と
し
て
哲
学
を
求
む
る
国
民
諸
君
に
、
こ
れ
を
そ
の
自
由

な
る
取
捨
に
向
っ
て
提
供
す
る
の
は
私
の
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
所
た
る
の
で
あ
る
。
今
日
敗
戦
の
悲
運
と
共
に
多
年
我
々
を
抑
圧
し
た
思
想
の
重

圧
が
、
外
国
の
力
に
よ
っ
て
取
除
か
れ
、
思
想
の
自
由
が
国
民
転
向
の
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
居
る
。
し
か
し
て
国
家
の
強
制
か
ら
解
放
せ
ら

れ
た
文
化
の
建
設
が
、
我
国
の
再
建
の
方
途
と
し
て
し
き
り
に
提
唱
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
は
現
に
我
々
の
見
る
如
く
で
あ
る
。
知
識
人
が
文
化
主

義
を
標
榜
し
て
自
由
活
動
に
明
朗
な
る
気
分
を
漂
わ
せ
て
居
る
こ
と
は
、
実
際
敗
戦
国
の
一
見
甚
だ
不
思
議
な
る
現
象
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

ぬ
。
私
と
い
え
ど
も
ま
た
こ
の
気
分
の
誘
惑
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
程
に
も
我
々
の
多
年
蒙
っ
た
重
圧
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
ら
犠
牲
を
払
っ
て
圧
迫
を
押
除
け
自
由
を
贏
ち
取
っ
た
の
で
な
く
し
て
、
無
条
件
降
伏
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

戦
敗
国
と
し
て
自
由
主
義
を
強
制
せ
ら
れ
文
化
主
義
を
課
せ
ら
れ
る
の
で
は
、
た
と
い
従
来
の
抑
圧
勢
力
が
取
除
か
れ
て
も
積
極
的
に
新
し
く
文

化
を
創
造
す
る
気
力
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
新
し
き
文
化
の
花
が
咲
か
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
強
い
根
の
な
い
、
一
見
美
し
く
は
あ
っ

て
も
弱
々
し
い
温
室
咲
の
花
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
真
に
生
命
あ
る
文
化
は
文
化
主
義
の
産
物
で
は
な
い
、
文
化
主
義
は
か
え
っ
て

文
化
頹
廃
の
産
物
で
あ
る
、
と
い
う
一
見
逆
説
と
思
わ
れ
る
所
に
真
実
は
あ
る
。
と
に
か
く
私
は
一
般
に
文
化
主
義
の
抽
象
性
に
慊
ら
ざ
る
も
の

で
あ
る
が
、
別
し
て
今
日
の
文
化
主
義
の
前
途
に
は
大
な
る
希
望
を
懐
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
満
足
し
て
明
朗
な
る
気
分
を
漂
わ
す
如
き
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傍
観
者
的
態
度
は
、
全
く
国
民
の
連
帯
性
を
知
ら
ざ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
在
食
糧
物
資
の
欠
乏
と
偏
在
、
産
業
の
停
頓
禁
止
と

復
員
失
業
の
矛
盾
、
と
い
う
如
き
社
会
問
題
の
逼
迫
は
、
国
家
再
建
の
如
何
に
困
難
な
る
か
を
思
わ
し
め
る
。
も
し
一
歩
を
誤
り
一
刻
を
忽
せ
に

す
る
な
ら
ば
、
亡
国
の
悲
運
も
ま
た
避
け
難
き
恐
が
十
分
に
あ
る
。
我
々
は
国
を
挙
げ
て
懺
悔
に
道
を
新
し
く
し
、
旧
来
の
制
度
組
織
に
執
わ
る

る
こ
と
な
く
、
如
何
な
る
革
新
と
い
え
ど
も
国
家
再
建
の
途
に
現
在
絶
対
に
必
然
な
る
も
の
と
し
て
促
さ
る
る
な
ら
ば
、
相
協
力
し
て
こ
れ
を
遂

行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
国
家
の
再
興
は
期
し
難
い
。
今
日
我
国
思
想
家
の
行
く
べ
き
途
は
、
文
化
主
義
の
宣
伝
よ
り
も
前
に
懺
悔
道
の
提
唱
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
旧
約
の
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
こ
そ
、
我
々
の
途
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
更
に14

真
実
を
い
え
ば
、
我
国
に
国
家
主
義
の

清
算
を
課
す
る
聯
合
国
間
に
も
、
民
主
主
義
と
社
会
主
義
と
の
協
調
は
決
し
て
解
決
せ
ら
れ
た
事
実
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
後
に
課
せ
ら
れ
た
問

題
た
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
満
足
の
解
決
に
達
せ
ざ
る
限
り
、
多
く
の
矛
盾
が
内
外
か
ら
こ
れ
ら
の
国
々
を
悩
ま
す
こ
と
も
避
け
難
い
。
民
主

主
義
国
も
社
会
主
義
国
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
懺
悔
す
べ
き
も
の
を
も
つ
の
で
あ
る
。
も
し
我
国
が
復
興
の
世
界
歴
史
的
使
命
を
担
う
も
の
あ
り

と
す
れ
ば
、
こ
の
両
主
義
の
い
ず
れ
で
も
な
く
し
て
、
し
か
も
両
者
に
自
由
に
出
入
す
る
第
三
の
道
を
発
見
し
実
践
す
る
に
あ
る
と
考
う
べ
き
で

は
な
い
か
。
果
し
て
し
か
ら
ば
懺
悔
道
は
ひ
と
り
我
国
民
の
哲
学
た
る
の
み
な
ら
ず
、
人
類
の
哲
学
で
も
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
類
は

総
に
懺
悔
を
行
じ
て
、
争
闘
の
因
た
る
我
性
の
肯
定
主
張
を
絶
対
無
の
媒
介
に
転
じ
、
宥
和
協
力
し
て
解
脱
救
済
へ
相
互
を
推
進
す
る
絶
対
平
和

に
お
い
て
、兄
弟
愛
の
歓
喜
を
競
い
高
め
る
生
活
に
こ
そ
、存
在
の
意
味
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
。世
界
歴
史
の
転
換
期
た
る
現
代
の
哲
学
は
、

特
に
懺
悔
道
で
あ
る
べ
き
理
由
を
も
つ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
我
田
引
水
で
は
あ
る
ま
い
。
固
よ
り
私
は
こ
れ
を
以
て
世
界
を
指
導
し

よ
う
な
ど
と
考
え
る
も
の
で
は
な
い
。
懺
悔
道
は
か
か
る
考
を
許
さ
な
い
。「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
と
い
う
同
行
意
識
こ
そ
、
懺
悔
道

の
非
特
権
者
的
平
等
主
義
で
あ
る
。
し
か
も
更
に
歎
異
鈔
に
は
、「
こ
の
う
へ
は
、念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、ま
た
す
て
ん
と
も
、

面
々
の
御
計
な
り
」
と
い
っ
て
あ
る
。
私
も
ま
た
懺
悔
道
に
つ
い
て
同
じ
事
を
い
う
外
な
い
。
か
く
の
如
き
自
由
平
等
の
精
神
こ
そ
、
懺
悔
道
が
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序

民
衆
の
哲
学
た
る
べ
き
所
以
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。

こ
の
書
の
成
っ
た
に
つ
い
て
は
、
上
に
述
ぶ
る
如
く
、
昨
夏
以
来
私
を
養
護
せ
ら
れ
た
諸
君
に
対
し
て
、
ま
ず
、
衷
心
よ
り
深
厚
な
る
感
謝
の

意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
こ
の
書
の
存
す
る
限
り
諸
君
の
好
意
を
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
尫
弱
の
一
身
を
多
年
私
の
研

究
生
活
に
捧
げ
る
妻
に
対
し
て
、
こ
こ
に
慰
労
の
言
葉
を
記
す
こ
と
を
容
さ
れ
た
い
。
最
後
に
私
は
こ
の
非
常
に
冗
長
な
る
序
文
を
以
て
読
者
を

累
し
た
こ
と
を
謝
す
る
者
で
あ
る
。

昭15

和
二
十
年
十
月

北
軽
井
沢
に
て

著

者




