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時
代
は
行
動
を
必
要
と
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
政
治
的
で
あ
る
こ
と
を

要
求
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
し
か
し
、
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
よ
そ

人
間
の
生
存
理
由
も
し
く
は
意
義
を
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
「
レ

エ
ゾ
ン
・
デ
エ
ト
ル
」
と
し
て
、
哲
学
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
哲
学
者
に
と
っ
て
、
最
も
切

実
な
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
が
学
問
と
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
、
か
よ
う
な
レ
エ
ゾ
ン
・
デ
エ
ト
ル
と
し
て
の
哲

学
の
問
題
に
従
属
し
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
初
め
て
具
体
的
に
答
え
ら

れ
得
る
は
ず
だ
。

　
し
か
る
に
わ
が
国
の
哲
学
は
今
に
至
る
ま
で
か
く
の
ご
と
き
問
題
を
あ
か
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ら
さ
ま
に
問
題
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
「
哲
学
的
精
神
」

の
根
本
的
な
窮
乏
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
日
本
の
哲
学
は
、
知

識
と
し
て
は
十
年
前
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
く
ら
い
発
達
し
た
。
け
れ
ど
今
日
、

哲
学
に
従
事
す
る
者
自
身
で
す
ら
誰
も
、
哲
学
が
隆
盛
だ
と
は
信
じ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
悪
い
こ
と
に
は
、
な
ま
じ
っ
か
哲
学
的
知
識
が
殖
え
た
た
め

に
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
哲
学
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
危
機
に
あ
る
の
で
な

い
か
ど
う
か
、
を
真
面
目
に
考
え
る
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　
一
方
で
は
す
べ
て
が
ル
ー
テ
ィ
ヌ
に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
は
教

授
用
の
も
の
と
な
り
、
あ
る
い
は
単
に
教
授
に
な
る
た
め
の
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
哲
学
は
今
日
人
間
の
可
能
な
る
生
存
理
由
と
し
て
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
は
根
源
的
に
問
お
う
と
は
し
な
い
。
他
方
講
壇
哲
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学
を
見
捨
て
た
者
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
知
識
社
会
学
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
、

等
々
、
に
赴
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
者
も
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
、

等
々
が
果
た
し
て
本
来
の
哲
学
で
あ
り
得
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に

単
純
に
考
え
、
も
し
く
は
少
し
も
考
え
て
み
な
い
。

　
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
イ
ー
ジ
ー
に
行
な
わ
れ
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
問
題

は
社
会
だ
と
い
え
ば
、
社
会
の
概
念
が
、
問
題
は
歴
史
だ
と
い
え
ば
、
歴
史

の
概
念
が
、
問
題
は
唯
物
論
だ
と
い
え
ば
、
唯
物
論
的
見
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ

哲
学
の
中
へ
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
す
べ
て
は
滑
な
め
らか
に
、
多
少
の 

喧  

噪 

け
ん
そ
う

が
あ

っ
た
に
し
て
も
根
本
に
お
い
て
は
何
事
も
起
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
取
り

行
な
わ
れ
た
。

　
文
壇
に
お
い
て
は
事
情
は
多
少
異
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
純
文
学
の
危

5



機
と
し
て
提
出
さ
れ
、
討
論
さ
れ
た
問
題
を
通
じ
て
、
こ
の
時
代
に
お
け
る

人
間
の
レ
エ
ゾ
ン
・
デ
エ
ト
ル
と
し
て
の
文
学
の
問
題
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
自
覚
的
に
さ
れ
た
。
し
か
る
に
最
も
ラ
ジ
カ
ル
で
あ
る
べ
き
哲
学
の
領
域

に
お
い
て
は
、
何
事
も
あ
ま
り
に
無
感
覚
に
、
安
易
に
、
妥
協
的
に
片
づ
け

ら
れ
て
来
た
。
何
よ
り
も
「
問
の
情
熱
」
、
こ
の
哲
学
的
情
熱
が
喪
失
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
誰
も
語
学
者
と
文
学
者
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
学
校
に
お

い
て
文
学
の
代
り
に
語
学
の
講
義
を
聞
か
さ
れ
て
憤
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、

い
わ
ゆ
る
哲
学
者
の
間
に
も
同
様
の
区
別
の
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
だ
。

　
現
代
に
お
い
て
、
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
生
存
理
由
の
い
か
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な
る
も
の
で
あ
り
得
る
か
、
こ
の
根
源
的
な
問
に
対
す
る
情
熱
が
哲
学
者
と

い
わ
れ
る
者
の
倫
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
と
し
て
の
哲
学
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
の
哲
学
、
等
々
の
問
題
も
、
こ
の
問
に
比
し
て
は
従
属
的
で

あ
り
、
皮
相
的
で
す
ら
あ
ろ
う
。
生
存
理
由
と
し
て
の
哲
学
の
問
題
と
の
関

係
に
お
い
て
哲
学
の
方
法
も
、
対
象
も
、
形
態
も
現
実
的
に
決
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
な
問
の
生
き
て
い
る
場
合
初
め
て
、
哲
学
の
言
葉
、

そ
の
面
倒
な
術
語
で
す
ら
も
が
、
「
具
体
性
」
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
或

る
哲
学
が
具
体
的
で
あ
る
か
抽
象
的
で
あ
る
か
は
、
主
と
し
て
、
こ
の
点
に

か
か
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
認
識
の
問
題
を
取
扱
う
か
社
会
の
問
題
を
取

扱
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

　
知
識
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
教
養
と
し
て
の
、
文
化
と
し
て
の
、
も
し
く
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は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
哲
学
の
問
題
に
先
立
っ
て
、
現
代
の
社
会
的
精

神
的
情
況
の
う
ち
に
お
け
る
人
間
の
可
能
な
る
生
存
理
由
と
し
て
の
哲
学
が

問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
す
る
こ
と
の
倫
理
に
つ
い
て
、
哲
学
者
が

根
源
的
に
問
う
こ
と
が
何
よ
り
も
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
読
売
新
聞
』
一
九
三
三
年
四
月
十
九
日
）
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