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在
米
日
本
人
の
精
神
構
造

ー
「
一
世
」
へ
の
道
程
|

竹

歳

達

也

lま

じ

め

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
多
く
の
日
本
人
が
「
出
稼
ぎ
」
を
目
的
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
渡
っ
た
。
彼

ら
は
ヨ

I
ロ
V

パ
な
ど
か
ら
の
移
民
と
は
違
っ
て
、
出
国
当
初
か
ら
永
住
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
成
功
し
帰
国
で
き
た
者

も
い
た
が
、
様
々
な
理
由
で
ア
メ
リ
カ
永
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
人
々
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に

は
、
後
か
ら
入
っ
て
く
る
移
民
集
団
に
対
す
る
排
斥
、
差
別
が
あ
っ
て
、
特
に
中
国
人
、
日
本
人
に
対
し
て
は
激
し
か
っ
た
。

現
在
ま
で
に
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
日
本
人
移
住
者
の
豊
富
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
に
彼
ら
の
本
質
に
関
わ
る
大
き

な
問
題
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、

阪
国
安
雄
氏
が

「
不
平
等
条
約
と
ア
メ
リ
カ
出
稼
ぎ
」

の
中
で
指
摘
し
た
、

移
民

(
生
国
で
な
い
固
に
永
住
を
目
的
と
し
て
入
国
す
る
こ
と
)
と
出
稼
ぎ
(
一
時
目
的
地
に
行
き
そ
れ
か
ら
ま
た
出
発
点
に
戻
る
と
い
う
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「
帰
巣
的
移
動
」
)
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ
目
的
と
パ
タ
l
γ
が
異
な
る
移
住
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

従
来
の
研
究
で
は
同
義
的
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に
扱
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
氏
は
在
米
日
本
人
が
当
初
出
稼
ぎ
者
と
し
て
渡
米
し
、

ア
メ
リ
カ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
で
出
稼
ぎ
を
延
期
あ
る
い
は
定

住
す
る
決
心
を
し
、
徐
々
に
出
稼
ぎ
者
か
ら
永
住
者
へ
と
変
容
し
た
と
い
う
歴
史
的
経
過
を
踏
ま
え
、

日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住

史
は
、

「
出
稼
ぎ
期
」
、

出
稼
ぎ
者
か
ら
移
民
へ
と
変
容
す
る
「
過
渡
期
」
、

移
民
と
し
て
定
住
す
る
「
移
民
期
」
の
三
つ
の
時
期
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
、
全
体
を
「
移
民
史
」
と
い
う
枠
内
で
ひ
と
し
な
み
に
取
り
扱
う
こ

と
は
、
各
段
階
の
特
徴
の
分
析
に
不
適
合
で
あ
る
と
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
阪
田
氏
の
問
題
提
起
の
出
発
点
が
、

日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
渡
航
時
の
時
点
に
お
け
る
「
出
稼
ぎ
」
と
「
移
民
」
の
混
同
だ
っ

た
事
も
あ
り
、

「
過
渡
期
」
に
お
け
る
そ
の
問
題
に
関
し
て
は
十
分
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
当
初
日
本
人
移
住
者
が
「
出
稼
ぎ
」

で
あ
っ
た
と
い
う
特
性
を
考
え
る
と
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
移
住
史
に
お
け
る
「
過
渡
期
」
の
存
在
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
の
だ
が
、

阪
田
氏
に
お
い
て
も
そ
の
空
白
は
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
出
稼
ぎ
者
」
と
「
永
住
者
」
と
で
は
自
ら
の
生
き
る
目
標
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
で
当
然
、
そ
の
内
面
性
も
決
定
的
に
呉
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、

日
本
人
に
対
す
る
人
種
差
別
の
激
し
い
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

「
出
稼
ぎ
」
と
「
永
住
」
と
は
排
日
運
動
が
真

に
自
ら
の
問
題
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
大
き
な
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
永
住
者
」
に
と
っ
て
の
排
日
運
動
は
、

「
出
稼
ぎ
者
」

に
と
っ
て
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
く
、
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
厳
し
い
生
を
前
に
し
て
彼
ら
は
何
を
精
神
的
な

よ
り
所
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
社
会
で
の
永
住
を
決
意
し
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
研
究
に
は
「
出
稜
ぎ
」
か
ら
「
永
住
者
」
へ
の
変
化
を
注
視
し
た
も
の
が
少
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
在
米
日
本
人
」
と
「
一

世
」
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
初
期
の
在
米
日
本
人
は
自
ら
を
「
一
世
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。

「
一
世
」
と
自
己
認



識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
も
は
や
「
出
稼
ぎ
」
で
は
な
く
「
永
住
」
を
決
意
し
た
り
、
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
情
が
関
連
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
移
住
者
個
人
の
人
生
に
と
っ
て
も
在
米
日
本
人
社
会
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
大
な
転
換

点
で
あ
っ
た
「
過
渡
期
」
に
焦
点
を
当
て
、

「
在
米
日
本
人
」
か
ら
「
一
世
」
へ
と

ア
メ
リ
カ
社
会
で
永
住
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
り
、

変
化
し
た
人
々
の
精
神
的
な
よ
り
所
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
中
で
も
、
排
日
運
動
の
一
つ
の
極
で
あ
り
、
同
時
に
在
米
日
本
人
に

永
住
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
最
終
的
に
突
き
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
二
四
年
の
移
民
法
制
定
期
に
絞
っ
て
検
証
す
る
こ
と
を
本

在米日本人の精神構造

稿
の
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
精
神
構
造
の
分
析
が
、
三

0
年
代
、

日
中
戦
争
の
開
始
と
と
も
に
、
在
米
日
本
人
が
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ク
な
態
度
を
取
っ
た
こ
と
に
対
す
る
新
た
な
視
野
を
聞
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
一
章

一
九
二
四
年
移
民
法
の
成
立
と
在
米
日
本
人

一
九
二
四
年
以
前
に
、
在
米
日
本
人
社
会
は
す
で
に
永
住
化
の
方
向
へ
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。

一
九
一

0
年
代
か
ら
、
在
米
日
本
人

の
経
済
的
上
昇
が
見
ら
れ
、
妻
子
の
呼
び
寄
せ
や
写
真
結
婚
が
盛
ん
に
な
り
、
結
婚
に
よ
る
新
家
族
の
形
成
と
子
女
の
出
生
に
よ
っ
て

定
住
化
が
強
ま
っ
た
。
同
時
に
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
宗
教
的
組
織
・
団
体
の
結
成
な
ど
一
時
定
住
の
た
め
の
在
米
日
本
人
社

会
の
基
盤
も
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
。
出
稼
ぎ
者
か
ら
徐
々
に
永
住
者
へ
と
変
容
し
て
い
く
「
過
渡
期
」
で
あ
る
。
子
供
が
成
育
す
る

に
つ
れ
て
永
住
志
向
の
ウ
ェ
イ
ト
は
ま
ず
ま
ず
強
く
な
っ
た
。
二
世
は
一
九
一
一
一
年
頃
に
多
く
生
ま
れ
て
い
る
。
二
世
が
日
本
国
籍
を

放
棄
し
な
い
な
ら
市
民
権
を
剥
奪
す
る
と
い
う
攻
撃
を
排
日
派
が
始
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
在
米
日
本
人
は
子
供
を
ア
メ
リ
カ
市
民
と

27 

し
て
育
て
て
行
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
在
米
日
本
人
が
永
住
を
決
意
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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在
米
日
本
人
の
定
住
化
と
平
行
し
て
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
定
住
を
嫌
う
排
日
運
動
も
激
化
し
て
い
っ
た
。

一
九
一
一
一
一
年
に
土
地
所
有

権
が
奪
わ
れ
、

一
九
年
に
、
排
日
運
動
の
激
化
を
恐
れ
た
日
本
政
府
に
よ
っ
て
写
真
結
婚
が
禁
止
さ
れ
、
二

O
年
に
は
借
地
を
禁
止
さ

れ
、
ニ
二
年
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
日
本
人
の
帰
化
権
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
二
四
年
に
、
日
本
人
に
対
す
る
人
種
的
差
別
の
総
決
算
と
位
置
付
け
ら
れ
る
移
民
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
出

身
国
に
基
づ
く
移
民
数
割
り
当
て
制
度
を
定
め
て
合
衆
国
へ
の
全
て
の
移
民
を
制
限
し
た
も
の
で
あ
る
。
帰
化
不
能
外
国
人
は
移
民
と

し
て
入
国
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う
排
斥
条
項
が
含
ま
れ
て
い
た
。
割
り
当
て
制
度
は
西
欧
、
北
欧
諸
国
に
便
宜
が
図
ら
れ
、

方
東
欧
、
南
欧
諸
国
へ
の
割
り
当
て
は
少
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
一
七
年
移
民
法
で
の
禁
止
規

定
で
日
本
人
以
外
の
ア
ジ
ア
移
民
の
入
国
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
前
述
の
排
斥
条
項
は
実
質
的
に
は
日
本
人
移
住
者
だ
け
に
適

用
さ
れ
た
。

こ
の
人
種
差
別
的
な
法
律
制
定
に
対
し
て
日
本
国
内
で
は
、
法
律
発
効
の
七
月
一
日
を
国
辱
日
と
呼
ぶ
な
ど
世
論
は
激
し
い
怒
り
を

表
し
、
反
米
感
情
が
急
速
に
高
ま
っ
た
。
こ
の
反
米
感
情
は
、
世
界
の
第
一
等
国
と
自
負
し
て
い
た
日
本
の
「
国
家
の
名
挙
己
が
傷
つ

け
ら
れ
た
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
排
斥
の
憂
き
目
を
実
際
に
被
っ
て
い
る
在
米
日
本
人
の
こ
と
を
考
え
た
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
圏
内
の
日
本
人
以
上
に
在
米
日
本
人
が
受
け
た
打
撃
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
法
に
よ
っ
て
、
帰
国
し
て
結
婚
の
上
再
渡
米
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
し
、

日
本
に
住
ん
で
い
る
親
や
日
本
生
ま
れ
の
子

供
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
た
。
阪
田
・
田
村
氏
に
よ
れ
ば
多
く
の
知
識
層
は
帰
国
し
た
が
、
労
働
者
、
農
民
、
小
商
庖
主
等

の
民
衆
は
ア
メ
リ
カ
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
灯
w

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
永
住
す
る
し
か
な
い
独
身
者
に
と
っ
て
は
写
真

結
婚
が
禁
止
さ
れ
た
今
、
永
久
に
独
身
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
な
ど
、
家
族
の
形
成
に
厳
し
い
打
撃
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。



第
二
章

在
米
日
本
人
の
精
神
的
よ
り
所
と
し
て
の
帝
国
意
識

こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
時
の
在
米
日
本
人
の
反
応
に
つ
い
て
は
す
で
に
田
村
紀
雄
・
有
山
輝
雄
「
一
九
二
四
年
移
民
法
と
日
系
新

聞
」
が
精
撤
な
分
析
を
し
て
い
訂
w

そ
こ
で
、
在
米
日
本
人
の
意
識
・
思
想
等
を
検
証
す
る
史
料
と
し
て
日
本
語
新
聞
(
主
に
『
羅
府

新
報
』
)
を
使
用
す
る
同
じ
分
析
方
法
に
よ
っ
て
、

在
米
日
本
人
の
精
神
的
よ
り
所
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

ア
メ
リ
カ
で
の
日
本
語

新
聞
は
在
米
日
本
人
社
会
の
世
論
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

『
羅
府
新
報
』
は
一
九

O
三
年
に
創
刊
さ
れ
た
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
在
米

在米日本人の精神構造

「
報
道
主
義
」
を
掲
げ
た
一
般
商
業
新
聞
で
あ
っ
た
た
め
、
強
い
主
張

日
本
人
社
会
で
初
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
-
ペ
ー
パ
ー
で
あ
る
。

性
を
前
面
に
出
す
こ
と
の
少
な
い
特
質
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
異
な
る
思
潮
の
記
事
や
、
相
反
す
る
考
え
方
を
も
っ
記
者
の
記
事

が
混
在
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
幻
w

そ
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ
た
『
羅
府
新
報
』
の
分
析
は
在
米
日
本
人
の
幅
広
い
意
識
を
探
る

一
九
二
六
年
の
「
英
文
欄
」
の
創
設
前
は
在
米
日
本
人
第
一
世
代
を
読
者
層
と
し
て
い
た
。

部
数
は
約
七
四

O
O部
で
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
日
本
語
新
聞
で
は
最
大
で
あ
る
。

一
九
二
四
年
の
発
行

の
に
最
適
で
あ
る
。

さ
て
、
移
民
法
制
定
に
対
す
る
在
米
日
本
人
の
反
応
だ
が
、

日
本
圏
内
の
反
応
と
同
様
に
、
彼
ら
も
日
本
国
家
の
体
面
を
傷
つ
け
ら

れ
た
こ
と
を
問
題
と
し
、
ま
た
そ
れ
が
精
神
的
な
打
撃
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
吾
等
が
排
日
の
諸
法
律
に
反
対
所
以
の
も
の
は
一
面

に
於
て
我
等
白
か
ら
の
権
利
々
益
の
擁
護
伸
展
を
欲
す
る
の
は
否
認
し
難
き
も
、
市
か
も
又
他
の
一
面
に
於
て
は
、

日
本
民
族
全
体
と

し
て
の
名
誉
と
面
目
と
利
権
と
を
顧
慮
す
る
か
ら
で
あ
る
。
忌
惇
な
く
言
へ
ば
国
家
的
名
誉
を
第
一
と
し
、
我
等
自
身
の
便
益
は
第
二

で
あ
る
」
と
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
の
体
面
維
持
が
自
ら
の
生
活
の
保
全
よ
り
も
重
大
だ
と
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

29 

移
民
法
制
定
が
彼
ら
に
与
え
た
精
神
的
打
撃
は
、

日
本
の
国
際
的
な
地
位
に
対
し
て
彼
ら
が
抱
い
て
い
た
意
識
に
由
来
す
る
。
そ
れ
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は
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

一
つ
は
日
本
は
西
欧
諸
国
と
同
等
で
あ
り
、
世
界
の
第
一
等
国
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
日
本
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
唯
一
の
文
明
国
で
あ
っ
て
、
優
越
し
た
国
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
中
国
、

朝
鮮
に
対
す
る
蔑
視
観
も
生
ま
れ
、

ま
た
、

日
本
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
考
え
も
生
ま
れ
て
い
た
。
典
型
的
な
帝
国
意
識
で
あ

る
が
、
圏
内
の
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
外
国
に
い
る
日
本
人
も
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
側
か
ら
の
ア
ジ
ア
人
に

対
す
る
差
別
の
ま
な
ざ
し
の
中
で
日
常
的
に
生
活
し
て
い
る
だ
け
に
一
層
シ
ビ
ア
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

さ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
一
九
二
四
年
以
前
は
、

日
本
は
ア
ジ
ア
で
唯
一
、
移
民
を
許
さ
れ
た
国
だ
っ
た
。
こ
の
移
民
法
制
定
に
よ

って、

日
本
は
「
欧
州
諸
国
」
と
差
別
的
に
待
遇
さ
れ
た
訳
だ
が
、
同
時
に
、
そ
の
ア
ジ
ア
で
の
「
優
越
性
」
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
排
日
運
動
の
日
本
に
対
す
る
差
別
的
待
遇
を
問
題
に
す
る
核
心
に
は
、
中
国
等
の
「
劣
等
国
」
と
の
差
別
的
待
遇
を
望
む
在
米
日

本
人
の
意
識
が
あ
っ
た
。
在
米
日
本
人
指
導
者
が
最
も
憂
慮
し
て
い
た
こ
と
が
、

日
本
人
よ
り
も
先
に
排
斥
さ
れ
た
中
国
人
と
同
等
の

扱
い
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
イ
チ
オ
カ
氏
は
指
摘
し
た
。

東
洋
諸
国
中
に
は
未
だ
文
明
先
進
の
列
強
と
伍
す
る
能
は
ざ
る
も
の
あ
れ
ば
米
国
移
民
法
が
斯
る
劣
等
国
に
対
し
て
区
別
的
待

遇
を
為
す
は
止
む
を
得
ざ
る
次
第
な
れ
ど
も
既
に
文
明
先
進
国
の
伍
班
に
入
れ
る
日
本
を
待
つ
に
他
の
劣
等
国
を
待
つ
と
異
な
る

処
無
き
は
決
し
て
公
平
の
処
置
に
非
す
是
れ
不
肖
等
の
黙
過
す
る
能
は
ざ
る
所
以
な
り

こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
者
に
と
っ
て
一
九
二
四
年
移
民
法
は
、
①
日
本
は
西
欧
諸
国
と
同
格
で
は
な
い
。
②
自
ら
が
劣
等

だ
と
判
断
し
た
人
々
と
同
じ
低
い
レ
ベ
ル
に
位
置
付
け
ら
れ
た
、
と
い
う
二
重
の
屈
辱
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
脱
亜
意
識
か
ら
生
ま
れ
た

ア
ジ
ア
蔑
視
観
が
自
ら
の
内
に
優
劣
を
設
定
し
て
い
た
分
だ
け
一
層
被
差
別
感
が
増
幅
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



ま
た
、
日
本
の
優
越
性
か
ら
日
本
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
考
え
も
生
ま
れ
て
い
た
。

「
日
韓
併
合
以
来
、
韓
人
は
我
が
国
民

と
し
て
平
等
待
遇
を
受
け
て
い
る
し
、
ま
た
支
那
人
に
対
し
て
も
、
他
の
英
米
仏
独
伊
等
の
諸
邦
民
と
何
等
異
な
る
待
遇
を
為
し
て
い

な
い
:
:
:
日
本
の
諸
法
律
は
一
視
同
仁
の
大
義
を
基
準
と
し
て
制
定
さ
れ
、
自
国
民
の
権
利
を
擁
護
す
る
と
同
時
に
外
人
の
権
利
を
も

充
分
之
れ
を
尊
重
し
、
そ
の
間
竃
も
懸
隔
差
別
が
無
い
の
で
あ
お
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
植
民
地
支
配
を
相
対
化
す
る
視
点
を
持

ち
得
な
か
っ
た
在
米
日
本
人
は
、
植
民
地
支
配
が
生
ん
だ
在
日
の
朝
鮮
人
、
中
国
人
に
対
す
る
日
本
国
内
で
の
差
別
が
十
分
見
え
て
い

な
か
っ
た
。

在米日本人の精神構造

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
国
家
に
対
す
る
意
識
そ
の
も
の
が
彼
ら
を
精
神
的
に
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
日
本
政
府
が
、

「
公
正
待
遇
」
を
強
硬
に
ア
メ
リ
カ
政
府
に
要
求
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
田
村
・
有
山
氏
に
よ
れ
ば
、
在
米
日
本
人
は
日
本
政
府
の
日

米
交
渉
で
事
態
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
諦
め
を
抱
き
つ
つ
も
「
誰
か
が
人
種
的
差
別
に
対
し
て
正
論

公
山
〉

を
保
持
し
て
く
れ
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
存
在
証
明
に
な
り
得
る
」
か
ら
「
そ
の
役
目
を
日
本
政
府
に
期
待
し
た
」
の
で
あ
る
。

勿
論
、

「
公
正
待
遇
」
も
「
正
論
」
も
在
米
日
本
人
に
と
っ
て
の
も
の
で
括
弧
付
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
が
、
移
民
法
が
制
定
さ
れ
る
と
、

日
本
へ
精
神
的
援
助
を
求
め
る
声
が
一
段
と
高
ま
っ
た
。
そ
れ
は
「
痩
せ
て
も
枯
れ
て
も
、
世

界
五
大
強
国
の
一
つ
に
列
す
る
我
が
日
本
の
国
家
を
、
背
景
と
す
る
吾
等
」
や
「
強
き
健
全
な
る
国
論
を
背
後
に
擁
す
る
こ
と
は
圏
外

の
地
に
於
て
活
動
す
る
同
胞
に
取
っ
て
無
上
の
激
励
と
な
り
勇
気
百
倍
す
る
の
感
が
あ
泊
〕
と
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
在
米
日
本
人

の
信
じ
た
「
国
家
的
名
誉
」
を
日
本
が
保
持
す
る
こ
と
が
彼
ら
を
精
神
的
に
援
助
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
国
家
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全
体
、
同
胞
一
般
の
為
め
に
は
、
従
来
吾
人
は
甘
ん
じ
て
屈
辱
に
忍
び
、
迫
害
に
堪
へ
て
来
た
現
在
は
勿
論
、
将
来
と
て
も
更
ら
に
隠

【盟】

忍
し
自
重
す
る
だ
け
の
覚
悟
は
充
分
に
も
っ
て
い
る
」
と
「
帝
国
の
威
光
」

「
国
家
的
名
誉
」
を
精
神
的
よ
り
所
と
し
、

日
本
「
国
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家
」
と
結
び
付
い
た
「
帝
国
臣
民
」
意
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
帝
国
臣
民
意
識
を
在
米
日
本
人
は
確
か
に
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
圏
内
の
日
本
人
の
意
識
と
は
質
的
に
全
く
同
じ
も
の
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

一
九
二
四
年
移
民
法
が
西
欧
諸
国
に
最
も
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
で
の
人
種
差
別
自
体
が
母
国
の
国
際
社
会
で
の
地
位
を
反
映
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
地
に
永
住
す
る
し
か
な
い
在
米

日
本
人
が
、
帝
国
の
威
光
に
よ
り
す
が
っ
た
時
、
日
本
の
国
際
的
地
位
の
向
上
が
ア
メ
リ
カ
社
会
で
の
日
本
人
の
地
位
向
上
に
つ
な
が

る
と
信
じ
て
い
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
三
章

「
一
世
」
に
な
る
と
い
う
こ
と

永
住
者
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
在
米
日
本
人
は
「
帝
国
の
威
光
」
を
精
神
的
よ
り
所
と
し
、

「
国
家
的
名
挙
己
の
維
持
を
望
む

「
帝
国
臣
民
」
意
識
を
持
っ
て
い
る
な
ど
、
心
理
的
距
離
は
日
本
と
近
か
っ
た
。
し
か
し
、
在
米
日
本
人
は
土
地
所
有
権
も
借
地
権
も

な
い
国
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
故
国
の
日
本
人
と
は
違
う
自
分
の
立
場
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
メ
リ

カ
で
生
き
て
い
く
し
か
な
い
人
々
に
と
っ
て
「
帝
国
の
威
光
」
は
永
住
の
た
め
の
十
分
な
精
神
的
よ
り
所
と
は
な
ら
ず
、
別
の
よ
り
所

も
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
彼
ら
は
「
二
世
の
将
来
」
を
精
神
的
な
支
え
と
し
た
。
在
米
日
本
人
は
帰
化
不
能
外
国
人
と
い
う
不
利
な
立
場
か

ら
逃
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
二
世
は
ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
り
、
輝
か
し
い
未
来
を
持
っ
て
い
た
。
移
民
法
に
よ
っ
て
「
新
し

い
移
民
が
絶
対
渡
来
し
得
な
い
と
し
て
も
、
我
が
第
二
世
の
活
動
に
依
て
米
国
に
於
け
る
我
が
民
族
の
将
来
の
発
展
が
期
待
さ
れ
な
い

こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
た
り
、

「
吾
人
は
米
国
に
於
け
る
排
日
気
勢
が
日
増
に
蟻
烈
に
な
り
行
く
の
傾
向
あ
る
を
認
め
、
深
き
思
ひ
を
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我
が
第
二
世
の
将
来
に
馳
ら
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
二
世
の
将
来
に
在
米
日
本
人
の
希
望
が
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
「
子
供

の
成
長
を
楽
み
て
永
住
す
る
と
な
れ
ば
生
活
方
式
の
向
上
も
佳
良
と
な
る
べ
き
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
」
と
二
世
の
将
来
を
期
待
し
つ
つ

永
住
す
る
こ
と
の
良
さ
を
認
識
し
、
永
住
の
決
意
を
囲
め
て
い
っ
た
。

「
偉
大
な
る
子
女
の
培
養
を
目
標
と
す
る
所
に
、
大
い
な
る
名
誉
と
、
力
あ
る
意
義
と
が
生
ま
れ
て
く
る
」
と
あ
る
よ
う
に
子
女
を

「
偉
大
」
に
育
て
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
で
の
生
の
目
標
に
定
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
偉
大
な
る
第
二
世
の
母
及
び
父
と
し
て
、
彼

在米日本人の精神構造

文
之
を
行
使
す
る
に
極
め
て
適
当
な
る
境
遇
に
あ
る
」

「
偉
大
な
る
第
二
世
」
の
父
母
と
し
て
の
存
在
意
義
を
確
認
し
、
こ
こ
で
自
ら
を
「
第
一
世
」
と
呼
ぶ
に
至
る
の
で
あ
る
。

と

等
第
二
世
に
対
し
て
奨
励
と
援
助
と
を
与
ふ
る
に
足
る
可
能
性
を
も
ち
、

「
二
世
の

将
来
」
を
永
住
の
た
め
の
精
神
的
よ
り
所
と
し
た
「
二
世
」
の
父
母
と
し
て
の
「
一
世
」
意
識
が
誕
生
し
た
時
、
彼
ら
は
も
は
や
「
在

米
日
本
人
」
で
は
な
く
、

「
日
系
人
一
世
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ご
世
」
が
精
神
的
よ
り
所
と
し
た
「
二
世
の
将
来
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

一
つ
に
は
二
世
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
の
成
功
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

「
一
世
」
は
教
育
に
情
熱
を
注
い
だ
。
先
に
み
た
子
女
の
教

育
目
標
の
「
偉
大
」
も
、

ア
メ
リ
カ
で
の
社
会
的
成
功
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
社
会
的
成
功
と
は
、

「
一
世
」
が

親
と
し
て
、
子
女
に
対
し
て
自
然
に
持
つ
希
望
で
あ
り
、
個
人
的
で
具
体
的
な
成
功
と
い
う
意
味
合
い
が
か
な
り
強
い
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
日
系
人
の
社
会
進
出
に
対
し
て
厳
し
い
差
別
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

日
系
人
全
体
の
地
位
向
上
と
い
う
全
体
的
で
抽
象

的
な
意
味
合
い
も
含
ん
で
い
た
。
日
系
人
全
体
の
地
位
向
上
は
、

日
系
人
に
対
す
る
差
別
の
緩
和
、
解
消
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
永
住

を
決
意
し
た
「
一
世
」
は
、

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
日
系
人
差
別
の
解
消
を
望
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
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だ
か
ら
、

「
一
世
」
は
排
斥
さ
れ
は
し
た
が
、
故
国
の
反
米
感
情
に
は
懸
念
を
表
明
し
た
し
、
過
激
な
反
米
行
動
に
は
抗
議
す
る
な
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ど
反
米
感
情
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

の
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
日
米
の
関
係
が
良
好
に
保
た
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
排
日
気
運
に
諦
め
を
見
せ
っ

「
一
世
」
は
「
一
日
も
速
か
に
日
米
の
国
交
旧
の
如
く
親
密
な
ら
ん
こ
と
を
祈
ら
ざ
る
も

つ
も
、
な
お
、
排
日
感
情
の
緩
和
に
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
人
の
日
本
や
日
本
人
へ
の
無
知
が
、
偏
見
や
誤
解
を
生
み
、
そ
の
誤
解
が
排
日
運

動
を
生
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
の
誤
解
を
解
く
努
力
を
す
れ
ば
、
排
日
運
動
は
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た
。

在
米
日
本
人
社
会
の
あ
る
指
導
者
は
、

『
羅
府
新
報
』
に

も
「
日
米
の
親
善
は
先
づ
両
国
民
が
双
方
の
国
情
に
通
暁
す
る
事
を
基
準
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
日
本
人
は
米
国
及
び
米
国
人
を
理

解
し
、
又
米
国
人
は
日
本
及
び
日
本
人
を
能
く
知
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
(
中
略
)
少
な
く
と
も
人
気
を
緩
和
し
、
国
論
を
正
導
す

(
却
〉

る
こ
と
が
出
来
る
と
信
ず
る
」
と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
「
一
世
」
は
日
本
へ
働
き
か
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
政
治

的
権
利
が
な
く
、
社
会
的
な
力
も
な
い
以
上
、

ア
メ
リ
カ
へ
働
き
か
け
る
の
は
難
し
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
二
世
の
存
在
が
浮
か
び

上
が
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
、
そ
れ
を
精
神
的
よ
り
所
と
し
て
「
一
世
」
が
永
住
を
決
意
し
た
「
二
世
の
将
来
」
と
は
二
世
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
の

成
功
を
意
味
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
ま
で
発
展
し
て
い
く
。

「
一
世
」
が
最
も
希
望
を
寄
せ
て
い
た
「
二
世
の
将
来
」
と
は
、
二
世
が
日
米
間
の
相
互
理
解
を
深
め
る
「
懸
け
橋
」
と
な
っ
て
く

れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
人
が
日
本
人
移
民
や
日
本
に
つ
い
て
抱
い
て
い
る
偏
見
や
誤
解
を
二
世
が
正
し
て
く
れ
れ
ば
、
排
日
運

且
初
土

E
く
王
り
、

需
用
車
島
町
，
V
J
!
ノ
、
手
J

t

J

か
つ
て
信
じ
て
い
た
「
よ
き
ア
メ
リ
カ
」
が
匙
り
、

日
本
の
反
米
感
情
も
な
く
な
り
、

「
一
世
」
が
望
ん
で
い
た
日

米
の
友
好
は
保
た
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
た
。
そ
し
て
「
一
世
」
自
ら
も
排
日
運
動
を
な
く
し
、

日
米
親
善
を
守
る
た
め
に
努
力
し
た
。

そ
の
努
力
は
排
斥
さ
れ
て
い
る
自
分
達
の
側
に
も
向
け
ら
れ
て
い
き
、

「
一
世
」
は
自
ら
を
反
省
し
、
内
攻
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ



る
。
自
己
へ
の
深
い
反
省
は
、
日
系
社
会
の
風
紀
の
乱
れ
の
反
省
、
公
共
の
場
で
の
行
儀
作
法
の
反
省
と
い
っ
た
も
の
か
ら
「
我
が
同

胞
聞
の
通
幣
と
認
む
べ
き
は
、
利
己
的
観
念
の
余
り
に
強
烈
な
事
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
精
神
的
な
も
の
に
ま
で
到
達
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
反
省
が
最
終
的
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
利
己
的
観
念
を
排
し
「
人
類
の
共
助
共
存
共
栄
を
目
標
と
し
て
、
吾
等
は
目
前
に

(
包
)

横
は
る
万
障
を
排
し
、
前
途
に
光
り
輝
く
光
明
を
認
め
て
向
上
の
一
路
を
遁
進
す
べ
き
」
と
い
う
よ
う
な
生
き
方
で
あ
っ
た
。

先
に
「
懸
け
橋
」
と
い
っ
た
が
、

「
一
世
」
が
望
ん
で
い
た
「
懸
け
橋
」
と
は
そ
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
決
し
て
二
世
が

日
本
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
押
し
殺
し
て
ア
メ
リ
カ
に
「
同
化
」
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

「
一
世
」
は
二
世
に
関
し
て

在米日本人の精神構造

「
吾
等
の
子
孫
は
純
然
た
る
米
国
市
民
と
し
て
飽
く
ま
で
米
国
に
対
し
て
忠
誠
を
捧
ぐ
る
こ
と
を
善
良
な
る
市
民
の
第
一
条
件
と
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
し
な
が
ら
も
「
而
し
て
之
れ
に
加
う
る
に
其
の
民
族
固
有
の
美
点
長
所
を
発
揮
し
て
、
米
国
の
国
民
性
に
錦
上
更
ら
に

(

沼

〉

花
を
添
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
考
え
た
。
彼
ら
は
違
い
を
違
い
と
認
め
た
う
え
で
異
民
族
が
共
存
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
、

「
人
類
の
共
助
共
存
共
栄
」
を
理
想
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
人
類
の
共
助
共
存
共
栄
」
と
い
う
目
標
は
、
多
民
族
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
い
う
環
境
で
生
き
抜
く
こ
と
を
決
意
し
た
人
だ
っ

た
か
ら
こ
そ
、

た
ど
り
着
い
た
高
き
目
標
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
認
め
た
「
前
途
に
光
り
輝
く
光
明
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
日
系
人
」
が
差
別
を
克
服
し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
異
民
族
同
士
が
共
に
助
け
、
共
に
在
り
、
共
に
栄
え
る
、
そ
ん

な
「
異
民
族
・
異
文
化
の
平
和
的
共
存
」
の
理
念
が
実
現
さ
れ
た
理
想
郷
を
夢
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「
(
日
本
人
へ
の
差
別
が
戦
争
直
前
に
ひ
ど
く
な
っ
た
が
)
こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
、

(
叫
晶
)

が
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
現
在
ア
メ
リ
カ
に
い
る
私
た
ち
日
系
一
世
な
の
で
す
」
と
あ
る
「
一
世
」
が
語
っ
た
よ
う
に
、

反
日
の
動
き
と
戦
お
う
、

と
決
意
し
た
人
た
ち

「
一
世
」
に

35 

な
る
と
い
う
こ
と
は
自
ら
の
被
差
別
体
験
か
ら
、

日
米
の
親
善
を
願
い
、
差
別
の
な
い
世
界
を
求
め
て
生
き
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
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だ
か
ら
、

「
一
世
」
が
精
神
的
よ
り
所
と
し
た
「
二
世
の
将
来
」
は
、
自
ら
が
生
き
て
い
る
聞
に
は
実
現
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
二
世
が
か
な
え
て
く
れ
る
と
信
じ
た
「
異
民
族
・
異
文
化
の
平
和
的
共
存
」
の
理
念
の
実
現
に
ま
で
昇
華
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
は

そ
の
崇
高
な
理
念
に
自
ら
を
投
企
し
て
生
き
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
以
上
の
よ
う
な
、

「
異
民
族
・
異
文
化
の
平
和
的
共
存
」
の
理
念
が
、
日
系
人
全
体
の
理
念
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
い

が
た
い
。
数
の
上
で
は
「
二
世
の
将
来
」
に
そ
こ
ま
で
の
意
味
を
込
め
ず
、
社
会
的
成
功
を
意
味
し
て
い
た
「
一
世
」
が
多
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
在
米
日
本
人
は
「
二
世
の
将
来
」
に
多
様
な
意
味
を
込
め
、
多
様
な
形
で
ご
世
」
に
な
っ
た
と
い
う
方
が
む

し
ろ
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
少
数
で
あ
り
、
あ
る
い
は
先
端
的
な
突
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「異

民
族
・
異
文
化
の
平
和
的
共
存
」
の
理
念
の
実
現
を
願
っ
て
「
一
世
」
に
な
っ
て
い
っ
た
人
々
が
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
よ
う
な
ご
世
」
が
現
代
の
我
々
に
投
げ
か
け
る
も
の
は
非
常
に
大
き
い
と
考
え
る
。

お

わ

り

今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
在
米
日
本
人
は
「
二
世
の
将
来
」
を
精
神
的
よ
り
所
と
し
て
、
厳
し
い
生
を
意
味
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ

永
住
を
決
意
し
、

「
一
世
」
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
二
世
の
将
来
」
は
単
に
二
世
の
社
会
的
成
功
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
世

の
活
躍
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
差
別
が
な
く
な
り
、

コ
世
」
が
自
ら
の
被
差
別
体
験
か
ら
持
つ
に
至
っ
た
「
異
民
族
・
異
文
化
の

平
和
的
共
存
」
の
理
念
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
ま
で
昇
華
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、

「
国
家
の
名
誉
」
に
精
神
的
よ
り
所
を
求

め
、
日
本
「
国
家
」
を
誇
ら
し
く
思
う
意
識
も
持
ち
続
け
た
。

一
九
二

0
年
代
の
時
点
で
は
両
者
は
「
一
世
」
の
精
神
世
界
の
中
で
共

存
し
得
た
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
が
、

一
九
三

0
年
代
に
な
る
と
両
者
の
桔
抗
が
崩
れ
始
め
る
。

一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
以
後
、
日
本
が
大
陸
へ
進
出
す
る

と
、
「
一
世
」
は
日
本
の
軍
事
的
成
功
は
人
種
的
尊
敬
を
勝
ち
取
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
種
差
別
が
是
正
さ
れ
る
と

【

お

)

(

世

酎

〉

考
え
、
中
国
に
お
け
る
日
本
軍
の
行
動
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
日
本
軍
支
持
は
、
日
本
「
国
家
」
を
誇
ら

し
く
思
う
意
識
だ
け
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
へ
の
差
別
が
な
く
な
る
「
異
民
族
・
異
文
化
の
平
和
的
共
存
」
の
理
念
の
実

現
を
願
う
気
持
ち
か
ら
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
日
本
軍
支
持
は
単
に
彼
ら
が
「
日
本
人
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
の

二
つ
の
よ
り
所
か
ら
の
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

在米日本人の精神構造

日
米
関
係
が
緊
迫
す
る
と
排
日
気
運
は
一
層
高
ま
っ
た
が
、

日
本
「
国
家
」
を
誇
ら
し
く
思
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
て
、

日
本
の

軍
事
的
進
出
へ
の
批
判
の
視
点
を
持
て
な
か
っ
た
「
一
世
」
に
と
っ
て
は
、
排
日
が
た
だ
「
異
民
族
・
異
文
化
の
平
和
的
共
存
」
の
理

つ
ま
り
よ
り
所
の
喪
失
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、

念
の
実
現
を
み
な
い
ア
メ
リ
カ
へ
の
失
望
、

日
本
「
国
家
」

を
誇
ら
し
く
思
う
意
識
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
勃
発
と
共
に
多
く
の
ご
世
」
は
日
本
の
軍

事
行
動
を
支
持
す
る
集
会
を
開
く
な
ど
愛
国
運
動
へ
と
走
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
一
世
」
の
日
本
国
家
へ
の
忠
誠
は
「
日
本
人
」
だ
か
ら
と
い
う
血
族
的
原
因
で
は
な
く
、
二

0
年
代
の
苦
闘
の
中
で
追
求
し

て
来
た
精
神
的
よ
り
所
の
大
き
な
一
極
が
、
日
米
関
係
の
変
化
に
伴
い
、

ア
メ
リ
カ
の
「
民
主
主
義
」
に
よ
っ
て
崩
れ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
本
稿
の
目
指
し
た
、

「
一
世
」
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
在
米
日
本
人
の
精
神
構
造
の
分
析
は
、
国
家
や
民

族
と
い
う
枠
に
し
ば
ら
れ
な
い
ア
イ
デ

γ
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
三
一

0
年
代
の
日
系
人
一
世
の
愛
国
運
動
に
新

た
な
視
点
を
導
入
す
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
本
稿
で
そ
の
点
に
十
分
に
論
及
し
得
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
問
い
を
深
め
る
こ
と
は
今

37 

後
の
課
題
と
し
た
い
。
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i主
(
1
)
 

資
料
の
引
用
の
際
は
、
表
記
を
現
代
式
に
改
め
、
原
文
が
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
の
場
合
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。

阪
国
安
雄
「
不
平
等
条
約
と
ア
メ
リ
カ
出
稼
ぎ
」
『
北
米
日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
運
動
史
』
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
「
海
外
移
民
と

キ
リ
ス
ト
教
会
」
研
究
会
編
、

P
M
C
出
版
、
一
九
九
一
、
六
八
一

j
六
八
五
頁
。

田
村
紀
雄
・
白
水
繁
彦
「
在
米
日
系
新
聞
の
発
達
史
研
究
序
説
」
『
東
京
経
済
大
学
人
文
科
学
論
集
』
六
一
、
一
九
八
二
、
五
一
頁
。

阪
国
安
雄
・
田
村
紀
雄
「
『
一
炉
端
話
』
で
農
民
の
心
を
つ
か
む
藤
井
整
|
『
加
州
毎
日
新
聞
』
を
通
じ
て
垣
間
見
る
一
九
三
七
年
の
日
系

入
社
会
1

」
『
東
京
経
大
学
会
誌
』
一
四
六
、
一
九
八
六
、
五
八
二
頁
。

田
村
紀
雄
・
有
山
輝
雄
「
在
米
日
系
新
聞
の
発
達
史
研
究
(
一

O
)
一
九
二
四
年
移
民
法
と
日
系
新
聞
」
『
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科

学
論
集
』
一
九
八
七
、
七
五
号
、
一
四
四
頁
。

田
村
紀
雄
・
ハ
ヤ
シ
カ
オ
リ
「
『
羅
府
新
報
』
の
英
文
欄
」
『
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論
集
』
八
七
、
一
九
九
一
、
三
四

3
一一一五

頁。田
村
・
有
山
前
掲
論
文
、
一
四
五
頁
。

「
陳
情
す
べ
き
諸
事
項
」
『
羅
府
新
報
』
一
九
二
四
年
九
月
一

O
目
。
以
下
、
『
羅
府
新
報
』
の
記
事
の
引
用
の
際
に
は
、
新
聞
名
を
省

略
す
る
。

ュ
l
ジ
・
イ
チ
オ
カ
(
富
田
虎
男
・
粂
米
輝
子
・
篠
田
左
田
江
訳
〉
『
一
世
1
1
察
明
期
ア
メ
リ
カ
移
民
の
物
語
』
万
水
書
一
房
一
、
一
九
九

二
、
二
七
六

1
二
七
七
頁
。
原
史
料
は
、
一
九
一
三
年
二
一
月
一
二
日
付
け
で
、
在
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
日
本
人
会
会
長
等
、
在
米
日
本

人
社
会
指
導
者
よ
り
珍
田
大
使
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
。

「
一
視
同
仁
の
我
国
法
」
一
九
二
四
年
八
月
三
日
。

田
村
・
有
山
前
掲
論
文
、
一
五

O
頁。

「
不
可
頼
故
国
の
援
助
」
一
九
二
四
年
七
月
一
一
一

O
目。

「
故
国
派
遣
の
陳
情
員
」
一
九
二
四
年
九
月
四
日
。

「
民
族
発
展
の
一
転
機
」
一
九
二
四
年
四
月
二
二
目
。

「
職
業
教
育
と
第
二
世
」
一
九
二
四
年
四
月
一
一
一
目
。

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(

5

)

 

(

6

)

 

(

7

)

 

(

8

)

 

(
9〉

(
印
)

(

日

)
(ロ)

(
日
)

(
M
)
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「
第
二
世
の
培
養
気
骨
あ
る
偉
人
を
続
出
せ
し
め
よ
(
一
)
」
一
九
二
四
年
一
月
二
七
日
。

「
第
二
世
の
培
養
気
骨
あ
る
偉
人
を
続
出
せ
し
め
よ
ハ
ニ
)
」
一
九
二
四
年
一
月
二
九
日
。

「
第
二
世
の
培
養
気
骨
あ
る
偉
人
を
続
出
せ
し
め
よ
(
一
ニ
)
」
一
九
二
四
年
一
月
三

O
目。

「
在
留
同
胞
と
故
国
の
排
米
騒
ぎ
」
『
大
北
日
報
』
一
九
二
四
年
六
月
五
日
。

ユ

1
ジ
・
イ
チ
オ
カ
「
安
孫
子
久
太
郎
|
|
永
住
を
提
唱
し
た
在
米
日
本
人
先
駆
者

l
i
」
田
村
紀
雄
・
白
水
繁
彦
編
『
米
国
初
期
の
日

本
語
新
開
』
勤
草
書
一
房
一
、
一
九
八
六
、
二
二
五
頁
。

「

努

力

す

べ

き

三

要

点

」

一

九

二

四

年

三

月

一

入

目

。

-

ユ
l
ジ
・
イ
チ
オ
カ
「
『
第
二
世
問
題
』
一
九

O
二
年
|
|
一
九
四
一
年
l
l
二
世
の
将
来
と
教
育
に
関
し
て
変
換
す
る
一
世
の
展
望
と

見
解
の
歴
史
的
考
察
」
前
掲
『
北
米
日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
運
動
史
』
七
五

0
1七
五
二
頁
。

「
同
胞
社
会
の
内
箇
観
」
一
九
二
四
年
一
月
二
五
日
。

「
外
国
系
市
民
と
其
覚
悟
」
一
九
二
四
年
一

O
月
一
一
一
目
。

ア
イ
リ
l
ン
・
ス
ナ
ダ
・
サ
ラ
ソ
!
ン
編
(
南
条
俊
二
訳
)

三
頁
。
ジ
ュ
ヘ
イ
・
コ
ウ
ノ
氏
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l
o

田
村
・
ハ
ヤ
シ
前
掲
論
文
、
四
八
頁
。
阪
国
・
田
村

田
村
・
ハ
ヤ
シ
前
掲
論
文
、
五
二

1
五
三
頁
。

(

日

)

(

日

山

)

(
げ
)

(

叩

同

)

(
m
M
)
 

(

却

)

(

幻

)

(

幻

)

(

幻

)

(

剖

)

『

T
h
e

世

パ
イ
オ
ニ
ア
の
肖
像
』
読
売
新
聞
社
、

(

お

)

(
お
)

前
掲
論
文
、
五
八
六

1
五
八
七
頁
。

一
九
九
一
、
入

(
平
成
五
年
度
卒
業
生
)


