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今
日
、
私
た
ち
の
精
神
に
は
、
人
間
性
の
復
活
と
芸
術
再
興
の
欲
求
が
つ
よ
く
お
こ
っ
て
い
る
。
日
本

の
未
来
の
た
め
に
、
そ
れ
は
重
大
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
し
、
私
た
ち
日
本
人
の
一
人
一
人
が
、
人
間
と

し
て
充
実
し
た
自
分
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
十
数
年
の
間
、
自
然
な
形
で
日
本
の
文
学
活
動
は
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
文
学

的
な
独
自
性
を
も
つ
創
作
が
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
と
と
も
に
、
文
学
理
論
の
発
展
も
阻
害
さ
れ
つ
づ
け
て

き
た
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
小
説
も
文
芸
評
論
も
な
か
っ
た
。
そ
の
中
を
、
不
具
に
さ
れ
た
日
本
の
文
学
と
そ

の
不
具
な
文
学
を
さ
え
な
お
愛
す
る
人
間
ら
し
い
精
神
の
人
々
が
手
さ
ぐ
り
足
さ
ぐ
り
で
、
去
年
の
八
月

十
五
日
ま
で
を
辿
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
い
う
惨
澹
た
る
日
本
の
現
実
は
、
十
何
年
か
の
昔
、
日
本
文
学
の
発
展
途
上
に
提
起
さ
れ
て
い
た

い
く
つ
か
の
重
要
な
課
題
に
つ
い
て
、
そ
の
後
今
日
ま
で
、
一
度
も
ま
と
も
に
と
り
あ
げ
話
し
あ
う
折
を

与
え
ず
に
き
た
。
研
究
し
、
討
議
さ
れ
、
な
っ
と
く
を
深
め
る
機
会
を
得
ず
に
き
て
い
る
。
日
本
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
兇
暴
な
嵐
に
吹
き
ち
ら
さ
れ
た
一
九
三
二
年
以
来
、
当
時
、
未
熟
な
ら
未
熟
な
り

の
誠
実
さ
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
諸
課
題
が
、
討
論
さ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
そ
の
姿
の
ま
ま
で
、
ち
り

ぢ
り
ば
ら
ば
ら
に
今
日
文
学
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
存
在
し
て
い
る
。
文
学
に
お
け
る
世
界
観
の
問
題
、
主
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題
の
積
極
性
の
問
題
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
な
ど
は
、
す
べ
て
以
上
の
よ
う
な
な
り
ゆ
き
に
置

か
れ
て
い
る
。

　
民
主
日
本
へ
の
歴
史
的
な
転
換
は
、
当
然
文
学
に
も
新
し
い
窓
を
ひ
ら
い
た
。
民
主
的
な
文
学
と
い
う

欲
求
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
ご
く
若
い
文
学
の
働
き
手
、
ま
た
は
今
日
読
者
で
あ
る
が
未
来
は
作
家

と
期
待
さ
れ
る
人
々
に
と
っ
て
、
民
主
の
文
学
と
い
っ
て
も
、
な
ん
と
な
し
い
き
な
り
つ
き
出
さ
れ
た
棒

の
よ
う
な
感
じ
を
与
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
若
い
世
代
は
、
そ
の
人
々
の
怠
慢
に
よ
っ
て
知
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
く
、
暴
力
に
よ
っ
て
現
実
か
ら
遮
断
さ
れ
、
学
ぶ
こ
と
を
奪
わ
れ
て
い
た
一
時
期
を
も

っ
て
い
る
。
人
生
に
つ
い
て
、
社
会
の
歴
史
の
動
き
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
時
期
は
、
文
学
に
つ

い
て
も
ま
た
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
の
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　
い
わ
ば
茫
然
と
し
て
新
し
い
文
学
と
い
う
、
そ
の
新
し
さ
さ
え
明
確
に
は
つ
か
め
な
い
よ
う
な
今
日
の

文
学
の
世
界
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
が
ん
こ
に
、
屹
立
し
て
、
世
界
観
そ
の
他
の
問
題
が
脈
絡
な
く
突
立

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
去
年
か
ら
民
主
的
な
文
学
の
翹
望
が
語
ら
れ
、
人
間
性
の
再
誕
が
よ
ろ
こ
び
を
も
っ
て
い
わ
れ
は
じ
め

た
と
き
、
こ
れ
ら
の
文
学
の
骨
格
に
は
進
転
の
た
め
の
歯
車
と
で
も
い
う
べ
き
諸
課
題
に
つ
い
て
、
も
っ

と
こ
ま
か
に
、
歴
史
的
に
話
し
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
う
い
う
努
力
が
さ
れ
て
い
れ
ば
、
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民
主
的
と
い
う
こ
と
の
文
学
に
お
け
る
今
日
の
現
実
が
、
も
っ
と
し
っ
く
り
文
学
自
身
の
内
の
こ
と
と
し

て
身
に
つ
い
た
で
あ
っ
た
ろ
う
。
文
学
の
上
に
、
民
主
的
と
か
民
主
主
義
と
か
い
う
字
が
、
た
だ
と
り
つ

け
ら
れ
た
ば
か
り
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
文
学
は
い
つ
だ
っ
て
文
学
で
い
い
の
だ
、
と
い
う
居
直
り
も
、

そ
の
感
情
の
根
源
に
主
観
的
な
必
然
を
主
張
し
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
新
し
き
民
主
主
義
文
学

　
今
年
の
は
じ
め
、
新
日
本
文
学
会
が
結
成
の
大
会
を
も
っ
た
。
そ
の
と
き
、
一
人
の
有
名
な
作
家
が
立

っ
て
発
言
し
た
。
今
日
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
た
め
の
集
団
と
い
わ
ず
に
、
な
ぜ
民
主
主
義
文
学
と
い

う
定
義
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
と
い
っ
て
し
ま
っ
た
ら
い
い
で
は

な
い
か
、
と
。
一
種
の
皮
肉
を
ふ
く
ま
せ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
い
わ
れ
た
。

　
日
本
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
起
り
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
ま
と
ま
り
整
理
さ
れ
て
世
界
的
な
動
き

の
水
準
に
接
近
し
た
の
は
、
一
九
二
八
年
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
の
発
生

の
本
質
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
既
成
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
な
か
で
の
一
流
派
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時

分
出
現
し
た
新
感
覚
派
と
称
す
る
流
派
と
並
ん
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
伝
統
と
そ
の
流
転
の
は
て
に
咲
き
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い
で
た
新
種
の
は
や
り
で
は
な
か
っ
た
。
文
学
の
う
ま
れ
る
母
胎
と
し
て
の
社
会
の
階
層
・
階
級
を
、
勤

労
す
る
よ
り
多
数
の
人
々
の
群
の
う
ち
に
見
い
だ
し
、
社
会
の
発
展
の
現
実
の
推
進
力
を
そ
れ
ら
の
勤
労

階
級
が
掌
握
し
て
い
る
と
お
り
、
未
来
の
文
化
発
展
も
、
そ
こ
に
大
き
い
決
定
的
な
可
能
と
し
て
潜
在
し

て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
世
界
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
、
世
界
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文

化
と
そ
の
文
学
の
創
造
能
力
の
矛
盾
と
限
界
を
見
い
だ
し
て
、
人
類
史
の
発
展
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
現
世

紀
に
登
場
し
て
い
る
勤
労
階
級
の
生
新
な
創
造
性
を
自
覚
し
た
と
こ
ろ
に
生
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
二
八
年
こ
ろ
、
日
本
の
進
歩
的
社
会
科
学
者
は
、
ま
だ
そ
の
研
究
の
集
積
に
お
い
て
豊
富
で
あ
る
と
は

い
え
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
社
会
科
学
そ
の
も
の
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
前
駆
的
な
運
動
と
と
も
に

う
ち
た
て
ら
れ
た
ば
か
り
の
時
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
の
社
会
発
展
の
歴
史
の
こ
ま

か
い
具
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
、
い
ち
ど
き
に
、
は
っ
き
り
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
と
お
り
、
日
本
も
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革

命
を
完
成
し
き
っ
た
近
代
市
民
社
会
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
大
論
争
が
行
わ
れ
て
い
た
。
山
川
均
を
中
心
と
す
る
労
農
派
は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
日
本
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
革
命
は
完
成
さ
れ
た
、
と
し
た
。
日
本
の
社
会
の
封
建
的
な
諸
要
素
は
消
滅
し
て
、
天
皇
制
は
本

質
的
に
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
た
。
こ
れ
と
は
反
対
に
『
無
産
者
新
聞
』
や
雑
誌
『
マ
ル
ク
ス
主
義
』
に
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よ
る
市
川
正
一
、
徳
田
球
一
そ
の
他
の
人
々
は
、
明
治
維
新
の
未
完
成
を
強
調
し
た
。
日
本
の
社
会
機
構

に
根
づ
よ
く
の
こ
っ
て
い
る
半
封
建
的
要
素
と
天
皇
制
支
配
の
非
近
代
性
を
指
摘
し
た
。

　
日
本
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
大
切
な
こ
の
論
争
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
て
、
ま
だ
一
定
の
決
定
を
見

な
い
う
ち
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
社
会
主
義
の
前
進
に
つ
れ
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
革
命

的
要
因
の
高
ま
る
に
つ
れ
て
ど
ん
ど
ん
進
む
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
理
論
が
、
日
本
へ
も
幅
ひ
ろ
い
潮
と

し
て
流
れ
こ
ん
だ
。
そ
れ
は
、
す
で
に
過
去
の
歴
史
の
な
か
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
完
成
し
て
、
明
瞭
に

ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
対
立
す
る
段
階
に
立
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
芸
術
理
論
で
あ
る
。
日
本
の
細
い
な
が

ら
雄
々
し
い
民
主
的
文
学
の
伝
統
は
、
こ
の
時
期
に
後
進
国
ら
し
い
飛
躍
を
し
て
、
先
進
世
界
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
理
論
を
う
け
入
れ
、
影
響
さ
れ
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
動
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
い
う
深
い
根
源
を
も
つ
日
本
文
化
・
文
学
の
後
進
性
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
当
時
さ
ほ
ど

注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
治
安
維
持
法
が
改
悪
さ
れ
、
日
本
の
侵
略
戦
争
が
着

手
さ
れ
、
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
社
会
波
瀾
の
裡
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
そ
の
理
論
と
が
め
ぐ
り
あ
っ
た

悲
劇
と
、
こ
の
後
進
性
と
は
き
わ
め
て
重
大
に
関
係
し
あ
っ
た
。
い
ま
わ
た
し
た
ち
は
、
は
っ
き
り
と
そ

れ
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
小
説
と
し
て
「
蟹
工
船
」
「
太
陽
の
な
い
街
」
「
三
・
一
五
」
「
鉄
の
話
」
「
キ
ャ
ラ
メ
ル
工
場
か
ら
」
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「
施
療
室
に
て
」
な
ど
が
生
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
理
論
は
、
当
時
国
際
的
な
革
命
的
文
学
運
動
の

課
題
と
な
っ
て
い
た
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
の
問
題
、
世
界
観
の
問
題
、
前
衛
の
文
学
の
問
題
な
ど
を

と
り
あ
げ
た
。

　
西
欧
の
諸
国
で
は
、
彼
ら
の
文
化
が
全
体
と
し
て
市
民
社
会
の
経
験
を
も
ち
、
自
身
の
発
展
の
推
移
に

お
い
て
、
封
建
的
文
学
と
た
た
か
い
、
そ
れ
を
克
服
し
て
き
て
い
る
。
文
学
の
社
会
性
に
つ
い
て
の
理
解

は
、
前
世
紀
に
お
い
て
そ
の
基
本
を
文
学
認
識
の
中
に
確
立
し
て
い
る
。
日
本
は
、
い
く
久
し
い
封
建
の

社
会
生
活
の
間
に
、
文
学
は
い
つ
も
あ
る
意
味
で
人
間
性
の
流
露
を
も
と
め
る
そ
の
本
質
に
し
た
が
っ
て
、

苦
し
い
現
実
か
ら
の
脱
出
で
あ
り
、
主
情
的
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
自
然
主
義
の
流
れ
さ
え
、
日
本

文
学
の
伝
統
の
岸
に
う
ち
よ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
変
化
し
て
、
次
の
世
代
へ
進
展
す
る
べ
き
最

も
つ
よ
い
要
因
で
あ
る
人
間
社
会
現
実
の
剔
抉
と
い
う
剛
情
な
き
っ
さ
き
を
失
っ
た
。
作
品
の
客
観
的
な

批
評
と
い
う
今
日
で
の
常
識
さ
え
、
そ
の
時
分
は
平
林
初
之
輔
に
よ
っ
て
「
外
在
批
評
」
と
い
う
よ
う
な

表
現
で
提
起
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
文
芸
批
評
は
そ
の
こ
ろ
す
べ
て
主
観
に
立
つ
印
象
批
評
で
あ

っ
た
か
ら
、
在
来
の
日
本
文
学
の
世
界
の
住
人
た
ち
の
感
情
に
と
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
と
そ

の
所
産
と
は
、
自
ら
も
住
む
文
学
の
領
域
内
で
の
新
発
生
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
に
う
け
と
ら
れ
ず
、
文
学

の
外
か
ら
押
し
よ
せ
て
き
て
、
文
学
に
わ
り
込
ん
で
き
た
も
の
の
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
た
傾
き
が
あ
る
。
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一
部
か
ら
侵
入
者
と
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
日
本
の
旧
来
の
文
学
者
た
ち
は
、
自
身
の
文
学
の
限
界
に

つ
い
て
自
覚
が
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
自
身
発
展
の
意
欲
を
欠
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
保
守
た
ら

ざ
る
を
え
な
い
。

　
一
九
三
二
年
に
、
国
際
情
勢
に
関
す
る
国
際
的
な
研
究
結
論
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
未
完
成
で
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
た
。
天
皇
制
支
配
、
土
地
関
係
そ
の
他
封
建
的

資
本
主
義
の
国
で
あ
る
日
本
は
、
明
治
維
新
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
を
確
立
し
え
て
い
な
い

こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
三
二
年
に
、
日
本
は
み
ず
か
ら
の
社
会
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
客
観
的
に
見
い
だ
し
た
と
同

時
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
に
よ
っ
て
自
然
ひ
き
出
さ
れ
て
き
た
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム

の
問
題
を
う
け
と
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
年
の
春
、
日
本
の
急
進
的
文
化
団
体
へ
の
大
規
模
の
暴
圧
が
あ

り
、
治
安
維
持
法
は
政
党
以
外
の
大
衆
的
な
団
体
も
同
列
に
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
錯
雑
し
た
諸
事
情
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
ど
ん
な
紛
糾
を
生
じ
た
か
は
誰
に
も
よ
く
想
像
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
そ
の
も
の
と
し
て
、
治
安
維
持
法
の
改
悪
か
ら
ひ
き

お
こ
さ
れ
た
さ
け
が
た
い
恐
慌
は
恐
慌
と
し
て
、
率
直
明
白
に
別
な
二
つ
の
問
題
と
し
て
取
扱
う
と
こ
ろ

ま
で
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
た
ち
は
社
会
人
と
し
て
、
理
論
的
に
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。
悪

9



法
に
よ
っ
て
恐
慌
す
る
人
間
の
自
然
な
こ
こ
ろ
を
、
そ
の
ま
ま
主
張
す
る
の
が
、
階
級
的
な
文
学
の
声
で

あ
る
と
知
る
と
こ
ろ
ま
で
、
文
学
的
に
成
長
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
勇
ま
し
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
恐
怖

を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
わ
い
、
い
や
だ
、
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、

と
い
う
声
々
を
治
安
維
持
法
に
向
っ
て
発
せ
ず
、
か
え
っ
て
、
緊
張
し
た
顔
を
わ
き
に
向
け
集
め
て
、
社

会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
、
文
学
指
導
の
政
治
的
偏
向
と
い
う
主
題
に
熱
中
し
た
。
文
学
理
論
は
、
そ
の

も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
ず
、
す
で
に
下
ゆ
く
水
の
流
れ
の
上
に
お
か
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た

か
ら
、
論
議
は
理
論
的
に
進
ま
ず
、
論
点
の   

転     

換     

点   

タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト

は
い
つ
も
心
理
的
な
動
因
に
立
っ
て
い
た
。

し
か
も
、
誰
一
人
（
文
学
者
で
あ
っ
た
の
に
！
）
そ
の
機
微
に
つ
き
入
る
親
切
も
、
辛
辣
さ
さ
え
も
も
た

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
お
さ
な
か
っ
た
。
稚
く
、
こ
わ
ば
っ
て
、
ま
じ
め
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
事
実
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
解
を
今
日
に
い
た
る
ま
で
ま
っ
た
く
歪

め
た
。
こ
の
理
論
か
ら
文
学
に
お
け
る
階
級
性
の
消
滅
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
自

分
の
歴
史
性
を
喪
っ
て
、
治
安
維
持
法
と
検
閲
の
枠
内
だ
け
に
棲
息
す
る
文
学
に
な
り
下
る
モ
メ
ン
ト
と

な
っ
た
。
三
二
年
に
国
際
的
決
定
を
見
た
日
本
の
半
封
建
社
会
は
、
そ
の
社
会
に
即
す
る
半
封
建
の
思
惟

力
と
文
学
の
よ
わ
い
脚
と
の
上
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
も
ろ
と
も
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い

う
、
未
来
に
わ
た
っ
て
展
望
の
長
い
、
興
味
ふ
か
い
国
際
的
な
文
学
課
題
ま
で
も
、
崩
れ
へ
た
ば
ら
せ
て
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し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
た
い
し
て
た
た
か
う
民
主
精
神
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
主
張
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
中
心

に
お
こ
っ
た
人
民
戦
線
の
運
動
が
、
こ
の
度
の
大
戦
中
、
ど
ん
な
に
社
会
的
・
文
学
的
に
高
貴
な
地
下
活

動
を
行
っ
た
か
は
、
今
日
私
た
ち
が
少
し
ず
つ
学
び
は
じ
め
て
い
る
。
同
じ
そ
の
時
期
、
日
本
で
の
人
民

戦
線
の
提
起
が
、
ど
ん
な
に
そ
の
枢
軸
た
る
社
会
性
・
政
治
性
を
抜
き
去
っ
た
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
か
。

階
級
性
ぬ
き
の
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
つ
い
に
能
動
精
神
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
に
お
ち
、
も
う
一
段
の
悪
情

勢
で
、
日
本
の
文
学
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
侵
略
戦
争
の
ロ
ー
ラ
ー
に
ひ
し
が
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
悲

傷
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
こ
ろ
、
文
学
の
純
粋
性
を
固

守
し
「
花
園
を
荒
す
も
の
は
誰
ぞ
」
と
書
い
た
中
村
武
羅
夫
や
、
文
学
の
芸
術
性
は
独
自
の
も
の
だ
と
社

会
性
と
き
り
は
な
し
て
主
張
し
た
菊
池
寛
が
、
戦
争
の
間
は
先
に
立
っ
て
、
そ
の
花
園
に
戦
車
を
案
内
し
、

そ
の
芸
術
性
を
、
戦
争
宣
伝
性
に
お
き
か
え
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
深
い
教
訓
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
あ
ら
ま
し
の
い
き
さ
つ
を
経
て
、
今
日
の
わ
た
し
た
ち
は
、
民
主
の
日
本
を
建
設
す
る
と
い

う
課
題
に
当
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
が
そ
の
半
封
建
性
と
た
た
か
う
必
然
は
、
も
う
今
日

で
は
万
人
の
目
に
は
っ
き
り
見
え
て
き
て
い
る
。
文
学
の
領
域
で
も
そ
れ
は
当
然
明
瞭
な
わ
け
な
の
だ
が
、

十
数
年
前
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
し
て
の
運
動
が
あ
っ
た
か
ら
、
今
日
民
主
主
義
の
文
学
と
い
う
と
、
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後
退
し
た
よ
う
な
感
じ
を
与
え
る
。
文
学
の
前
線
が
時
に
よ
っ
て
出
た
り
引
っ
こ
ん
だ
り
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
の
わ
た
し
た
ち
は
、
今
こ
そ
、
よ

か
れ
あ
し
か
れ
日
本
の
社
会
機
構
の
現
実
の
基
盤
と
ぴ
っ
た
り
結
合
し
た
文
化
・
文
学
の
理
論
を
も
っ
て
、

発
展
的
に
動
き
だ
せ
る
時
に
来
て
い
る
。
社
会
科
学
、
政
治
的
活
動
、
労
働
運
動
の
全
線
が
、
今
日
は
日

本
の
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
た
よ
り
も
正
常
な
関
係
を
も
っ
て
市
民
生
活
の
中
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
も
文
学
の
自
主
的
な
足
場
と
と
も
に
、
民
主
国
と
し
て
の
日
本
の
後
進
性
を
い

ま
や
十
分
自
覚
す
る
能
力
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
自
覚
に
立
っ
て
、
は
じ
め
て
と
っ
く
り
と
十
数
年
来
の
こ

と
の
な
り
ゆ
き
を
ふ
り
か
え
り
眺
め
わ
た
せ
る
時
期
に
な
っ
た
。

　
新
し
い
理
解
で
の
民
主
主
義
文
学
運
動
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
て
、
そ
の
最
も
推
進
的
部
分
を
な
す
の
が
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
。
半
封
建
的
な
も
の
と
の
た
た
か
い
が
、
日
本
に
お
い
て
ど
ん
な
に
重
大
で

あ
り
複
雑
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ん
ど
の
憲
法
一
つ
を
見
て
も
わ
か
る
。
民
法
が
改
正
さ
れ
た
だ

け
で
生
活
感
情
の
伝
統
の
相
剋
は
な
く
な
る
と
思
う
も
の
は
な
い
。
日
本
の
財
閥
が
外
見
上
解
体
さ
れ
た

と
し
て
、
ど
う
し
て
徒
弟
制
が
絶
滅
し
た
と
い
え
よ
う
。
バ
イ
ブ
ル
に
、
男
女
は
差
別
あ
る
賃
銀
を
、
と

書
い
て
は
な
か
ろ
う
が
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
日
本
の
文
相
は
、
そ
れ
ら
を
教
員
た
ち
と
の
係
争
点

に
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
半
封
建
的
な
も
の
か
ら
の
離
脱
を
努
力
し
て
い
る
と
き
、
文
学
も
ブ
ル
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ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
立
場
か
ら
の
面
を
も
た
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
人
間
性
の
確
保
、
個
性
の
確
立

は
、
こ
こ
に
根
を
お
い
て
文
学
の
上
に
主
張
さ
れ
う
る
。
け
れ
ど
も
、
後
進
の
日
本
は
、
民
法
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
民
法
と
し
て
の
改
訂
さ
え
や
っ
と
一
九
四
六
年
に
行
う
状
態
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
が
提
案
し
た
明
治

年
代
の
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
興
隆
期
に
は
そ
れ
を
行
わ
ず
、
半
封
建
憲
法
・
民
法
で
押
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
と
感
情
と
が
、
古
き
も
の
へ
の
た
た
か
い
と
同
じ

刹
那
に
、
帝
国
主
義
末
期
の
現
象
で
あ
る
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾
と
衝
突
し
、
そ
こ
か
ら
の
出
口
と
し
て
、
よ

り
進
ん
だ
民
主
主
義
　
　
社
会
主
義
的
民
主
主
義
を
見
わ
た
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

日
本
の
民
主
主
義
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
な
し
と
げ
な
が
ら
そ
の
過
程
で
社
会
主
義
的
な
民
主
主
義
に

う
つ
り
ゆ
く
新
民
主
主
義
で
あ
る
と
い
う
本
質
が
、
文
学
に
も
生
き
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
、
日
本
の
民
主
主
義
文
学
は
、
暗
い
旧
い
世
界
へ
た
た
か
い
を
挑
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
九
世
紀

末
の
精
神
か
ら
、
現
実
に
進
展
し
て
い
る
社
会
主
義
社
会
へ
の
展
望
ま
で
を
そ
の
領
域
に
ふ
く
む
も
の
で

あ
る
。
新
日
本
文
学
会
の
大
会
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
面
だ
け
を
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ

れ
で
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
さ
え
も
、
西
欧
的
な
意
味
で
は
結
実
し
て

い
な
か
っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
文
化
人
、
文
学
者
が
、
民
主
主
義
の
展
望
の
具
体
的
要
因
と
し
て
、
ど

う
し
て
今
日
の
よ
う
に
、
個
人
の
確
立
を
問
題
と
し
、
苦
悩
し
、
あ
る
意
味
で
混
乱
し
て
迷
路
に
さ
え
ひ
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き
こ
ま
れ
る
現
象
が
起
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
一
つ
の
文
学
に
お
け
る
基
本
的
な
課
題
に
し
て
も
、
人
間

ら
し
き
歴
史
性
は
、
わ
た
し
た
ち
に
、
独
特
な
日
本
の
解
き
か
た
を
求
め
て
い
る
。
一
人
の
市
民
が
勤
め

人
と
し
て
勤
め
先
の
機
械
性
、
非
人
間
的
仕
く
み
に
苦
し
み
、
人
間
と
し
て
自
分
の
一
生
を
し
み
じ
み
と

思
い
め
ぐ
ら
す
と
き
、
昨
日
ま
で
の
わ
た
し
た
ち
の
文
学
は
、
そ
の
苦
悶
を
限
度
と
し
て
止
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
今
日
、
そ
の
勤
人
は
お
そ
ら
く
組
合
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
組
合
を

も
と
う
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ
の
勤
人
は
、
勤
め
先
そ
の
も
の
の
機
械
性
、
冷
血

に
苦
し
む
苦
し
さ
を
、
組
合
と
し
て
の
要
求
の
中
に
一
部
吐
露
し
う
る
。
苦
し
む
市
民
的
自
分
は
そ
こ
で

複
雑
と
な
り
、
勤
労
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
と
い
う
表
現
を
と
る
。
昔
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
こ

で
ハ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
今
日
、
文
学
の
前
進
性
、
血
肉
性
　
　
よ
り
拡
大
さ
れ
聰
明
に
さ
れ
た

人
間
へ
の
理
解
は
、
そ
う
い
う
型
で
ハ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
に
な
る
ほ
ど
現
実
が
簡
単
で
あ
る
と
は
認
め
な
い
。

集
団
の
一
定
方
向
を
も
つ
行
動
と
の
関
係
の
中
で
個
人
は
ふ
た
た
び
見
な
お
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
組
合
や

政
党
な
ど
と
、
そ
こ
に
属
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
の
人
間
的
・
社
会
的
具
体
性
を
見
き
わ
め
、
歴
史
的
な

前
進
の
可
能
の
核
と
角
度
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
洞
察
し
、
当
然
の
摩
擦
も
見
解
の
相
違
も
予
見
し
て
、
さ
ら

に
そ
の
個
人
の
社
会
的
拡
大
の
道
ゆ
き
を
追
究
す
る
の
で
あ
る
。
個
性
の
確
立
の
道
程
さ
え
も
、
こ
ん
な

に
複
雑
に
二
重
の
歴
史
性
を
貫
き
、
質
の
変
化
を
予
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
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る
の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
あ
っ
た
こ
ろ
、
同
伴
者
作
家
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
画
然
た
る
主
流
に
流
れ
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
領
域
に
あ
り
つ
つ
進
歩
性
を

も
つ
作
家
を
、
パ
プ
ツ
チ
キ
（
同
伴
者
）
と
見
た
考
え
か
た
で
あ
る
。
併
行
し
て
流
れ
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
た
。
今
日
、
日
本
の
文
学
が
、
日
本
の
民
主
主
義
の
現
実
と
、
そ
の
特
徴
に
立
つ
独
自
の
機
能
を

会
得
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
同
伴
者
作
家
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
は
自
然
別
様
に
な
る
の
だ
ろ

う
。
並
ん
で
流
れ
つ
つ
、
そ
れ
は
別
な
河
、
と
い
う
存
在
で
は
な
く
て
、 

澎  

湃 

ほ
う
は
い

た
る
日
本
の
新
民
主
主

義
文
学
の
ゆ
た
か
に
ひ
ろ
い
幅
と
、
雄
大
な
そ
の
延
長
と
の
う
ち
に
と
け
入
り
、
包
括
さ
れ
る
は
ず
の
も

の
と
思
う
。
伸
び
る
芽
に
は
必
ず
き
っ
さ
き
が
あ
る
。
動
く
車
に
軸
が
あ
る
。
歴
史
の
前
進
の
主
軸
が
、

現
世
紀
に
お
い
て
は
勤
労
階
級
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
き
ょ
う
の
努
力
は
来
る
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

化
・
文
学
へ
の
展
開
で
あ
る
こ
と
を
不
自
然
と
す
る
こ
と
も
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
新
し
い
民
主
主
義
の

理
解
は
、
文
化
と
文
学
に
お
け
る
い
ら
ざ
る
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
わ
た
し
た
ち
を
自
由
に
す
る
で
あ

ろ
う
。
日
本
の
す
べ
て
の
条
理
あ
る
精
神
は
、
反
民
主
的
な
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も

闘
お
う
と
決
心
し
た
。
反
民
主
的
な
文
学
と
そ
の
作
家
た
ち
と
は
、
夜
も
昼
も
強
固
な
敵
を
も
た
ね
ば
な

る
ま
い
。
そ
う
い
う
人
々
に
と
っ
て
は
、
芸
術
そ
の
も
の
が
立
っ
て
刃
向
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
芸
術
、
そ
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し
て
文
学
は
、
そ
も
そ
も
の
本
質
が
、
人
生
を
愛
し
、
評
価
し
、
人
一
人
の
生
命
と
創
造
力
の
大
な
る
開

花
を
歴
史
の
う
ち
に
期
待
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
世
界
観
に
つ
い
て

　
文
学
作
品
の
批
評
が
、
ご
く
素
朴
な
、
自
然
発
生
的
な
主
観
の
印
象
に
立
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
時
代
か

ら
、
「
作
者
の
眼
」
と
い
う
表
現
が
存
在
し
た
。
作
者
の
眼
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
、

作
者
の
眼
光
は
い
ま
だ
そ
こ
に
達
し
な
い
の
で
あ
る
、
と
か
い
う
ふ
う
に
。
文
学
の
そ
と
の
世
界
で
も
、

東
洋
人
は
「
眼
」
と
い
う
字
を
意
味
ふ
か
く
扱
っ
て
き
て
い
る
。
眼
光
紙
背
に
徹
す
と
か
、
心
眼
と
か
。

あ
な
た
の
眼
力
に
は
恐
れ
い
っ
た
と 
叩  
頭 

こ
う
と
う

す
る
と
き
、
人
は
、
嘘
も
か
ら
く
り
も
見
と
お
し
だ
、
と
い

う
事
実
を
承
認
し
た
わ
け
に
な
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
理
論
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
、
文
学
と
そ
の
文
学
の
発
生
す
る
基
盤
と
し
て
の

社
会
と
の
さ
ま
ざ
ま
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
社
会
科
学
の
到
達
点
に
た
っ
て
客
観
的
に
明
ら
か
に
証

明
し
よ
う
と
し
た
。
文
学
的
直
観
の
表
現
で
は
な
く
、
か﹅
ん﹅
で
わ
か
る
表
現
で
な
く
、
文
学
の
そ
と
の
あ

ら
ゆ
る
市
民
に
、
社
会
現
象
の
一
つ
と
し
て
、
人
間
の
創
造
的
な
作
業
の
一
つ
の
発
露
と
し
て
、
文
学
現
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象
を
わ
か
ら
せ
る
た
め
の
努
力
を
し
た
。

　
そ
の
こ
と
で
は
、
う
ち
け
す
こ
と
の
で
き
な
い
貢
献
を
し
て
い
る
。
文
学
は
、
少
く
と
も
文
学
的
天
才

の
通
力
だ
け
に
よ
る
所
産
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
人
類
の
歴
史
に
数
多
い
文
学
の
傑
作
は
、
そ

の
当
時
の
歴
史
の
計
ら
ざ
る
鏡
と
し
て
ま
す
ま
す
愛
す
べ
き
こ
と
を
学
ん
だ
。
一
つ
の
小
説
を
、
最
も
ゆ

た
か
な
奥
行
き
と
、
人
間
生
活
の
最
も
綜
合
的
な
角
度
で
味
う
方
法
を
会
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
文
学
の
端
初
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
生
活
に
お
い
て
歌
謡
で
あ
っ
た
。
原
始
の
人
類
た
ち
は
、

彼
ら
の
よ
ろ
こ
び
、
悲
し
み
、
勇
躍
に
あ
た
っ
て
歌
い
、
踊
っ
た
。
文
字
は
あ
と
か
ら
、
歌
わ
れ
た
歌
を

記
録
し
た
。
だ
が
、
そ
の
歌
よ
り
も
さ
き
に
、
原
始
の
祖
先
た
ち
は
、
狩
猟
を
し
、
獣
の
皮
を
は
ぎ
、
火

を
お
こ
し
、
女
は
針
に
似
た
道
具
で
そ
の
獣
の
皮
や
粗
布
を
縫
い
合
わ
せ
た
。
酋
長
を
囲
ん
で
相
談
し
、

収
穫
と
生
産
と
に
つ
い
て
部
族
の
し
き
た
り
と
定
め
に
し
た
が
い
、
習
慣
を
も
っ
て
生
と
死
の
現
象
を
扱

っ
た
。
定
め
は
、
種
々
の
場
合
に
変
革
を
う
け
、
そ
こ
に
は
苛
酷
な
制
裁
や
、
意
外
の
寛
大
が
あ
っ
た
。

集
団
し
て
生
き
る
部
族
の
政
治
は
、
ひ
と
か
た
ま
り
に
生
き
て
ゆ
く
や
り
か
た
、
と
し
て
は
じ
ま
っ
て
、

や
が
て
階
級
分
化
を
行
っ
た
人
の
集
団
と
集
団
間
の
い
き
さ
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
。
生
き
て
ゆ
く
や
り
か

た
、
の
根
源
に
は
、
そ
の
集
団
の
定
着
し
た
地
域
の
自
然
的
条
件
が
重
大
に
関
係
し
た
。
そ
の
意
味
で
、

生
産
の
現
実
事
情
が
、
集
団
間
の
関
係
と
し
て
の
政
治
を
き
め
た
し
、
歌
う
こ
こ
ろ
も
ち
の
波
の
高
低
も
、
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お
の
ず
か
ら
、
そ
の
社
会
の
生
き
る
や
り
か
た
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ち
が
え
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。

人
間
社
会
で
は
、
自
覚
さ
れ
る
さ
れ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
の
事
実
と
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
生

産
と
政
治
が
、
文
学
に
先
行
し
た
。
そ
し
て
現
在
そ
う
で
あ
る
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
関
係
は
変
ら
な
い
。

　
過
去
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
理
論
は
、
そ
こ
ま
で
社
会
の
客
観
的
現
実
を
見
る
眼
を
開
い
た
。
い
わ

ば
そ
の
眼
は
見
開
か
れ
た
っ
ぱ
な
し
で
、
や
が
て
太
古
エ
ジ
プ
ト
の
護
符
の
「
眼
」
の
よ
う
に
呪
文
的
に

も
ち
扱
わ
れ
た
。
文
学
は
政
治
の
あ
と
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
固
有
の
狭
い
意
味
で
の
政

治
と
文
学
と
は
、
機
能
の
ま
っ
た
く
ち
が
う
人
間
精
神
の
二
つ
の
作
業
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
が
一
つ
に
従

属
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
社
会
に
あ
っ
て
文
学
が
政
治
と
と
も
に
経
済
の
上
部
構
造

で
あ
る
に
し
て
も
、
芸
術
の
よ
う
に
旺
盛
な
人
間
の
創
造
的
表
現
が
、
人
々
の
心
に
訴
え
、
語
り
か
け
る

以
上
、
そ
れ
が
ま
た
立
ち
か
え
っ
て
政
治
に
影
響
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
発

生
の
順
を
社
会
科
学
の
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
後
次
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
文
学
の
肉
体
に
即
し
て
感
じ
れ
ば
、

政
治
は
、
文
学
の
体
の
中
の
こ
と
で
あ
る
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
社
会
そ
の
も
の
が
、
文
学
の
肉
体
感

で
い
え
ば
、
自
分
の
な
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
個
人
と
し
て
、
ど
ん
な
形

か
で
、
今
日
の
社
会
の
動
き
か
た
、
ま
た
そ
の
動
か
し
か
た
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
「
文

学
は
政
治
に
従
属
す
る
」
と
い
わ
れ
る
場
合
、
私
た
ち
の
感
情
に
、
な
に
か
文
学
に
身
を
よ
せ
て
そ
れ
を
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か
ば
う
作
用
が
お
こ
り
や
す
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
こ
の
定
義
に
た
い
し
て
は
少
か
ら
ぬ
誤
解
と
反
撥
が
も

た
れ
た
。
そ
し
て
今
日
、
や
は
り
常
識
の
中
に
し
っ
く
り
と
う
け
い
れ
ら
れ
ず
に
い
る
。

　
文
学
と
の
関
係
で
政
治
が
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
政
治
は
、
け
っ
し
て
文
学
の
利
用
者
ま
た
悪
用
者
と

し
て
の
政
治
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
社
会
に
対
立
し
て
存
在
し
て
い
る
階
級
と
階
級
と
の
間
の
諸
経
緯
な

ら
び
に
そ
の
た
た
か
い
を
さ
し
て
い
る
。
一
人
の
人
と
い
え
ど
も
、
こ
の
社
会
で
は
階
級
に
属
さ
な
い
生

き
も
の
で
あ
り
え
な
い
。
人
間
が
階
級
社
会
に
生
活
す
る
か
ら
に
は
、
そ
の
文
学
も
当
然
階
級
性
を
も
た

な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
「
文
学
は
政
治
に
従
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
で
表
現

す
れ
ば
、
文
学
の
階
級
性
と
い
う
平
明
な
、
わ
か
り
や
す
い
事
実
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
社
会
が
単
純
な
時
代
、
私
た
ち
の
実
証
性
の
対
象
は
、
感
覚
で
確
か
め
ら
れ
る
世
界
の
実
在
で
あ
っ
た
。

今
日
、
わ
た
し
た
ち
が
日
々
の
悲
喜
の
源
泉
を
辿
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
呪
わ
し
い
ば
か
り
に
複
雑

で
あ
る
。
わ
が
心
に
銘
じ
る
悲
し
み
が
深
き
に
つ
れ
て
、
文
学
は
そ
の
悲
し
み
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
単
な
る
悲
し
み
か
ら
立
ち
上
っ
た
人
間
精
神
の
美
を
発
見
し
、
美
を
感
じ
生
み
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

個
体
の
経
験
を
社
会
の
富
に
転
化
し
て
、
そ
こ
か
ら
成
長
し
き
る
の
で
あ
る
。
が
、
一
つ
の
悲
し
み
、
一

つ
の
よ
ろ
こ
び
、
あ
る
い
は
憧
憬
を
、
独
自
で
あ
っ
て
普
遍
な
精
神
的
収
穫
と
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
わ
た

し
た
ち
の
眼
は
、
錯
雑
す
る
現
実
に
く
い
入
っ
て
、
交
錯
し
た
諸
関
係
、
そ
の
影
響
し
あ
う
利
害
、
心
理
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の
明
暗
を
抉
出
し
た
い
と
欲
す
る
。
芸
術
は
、
ま
す
ま
す
生
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
生
き
ん
と
す
る

お
さ
え
が
た
い
欲
望
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
欲
望
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
、
わ
が
心
、
ひ
と
の
心
、
そ
れ
ら

の
心
を
生
む
社
会
の
密
林
に
わ
け
入
る
の
だ
が
、
今
日
の
私
た
ち
は
、
少
く
と
も
、
自
分
の
諸
経
験
を
、

社
会
現
象
の
一
つ
と
し
て
感
じ
う
る
だ
け
の
能
力
は
備
え
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
う
も
辛
苦
で
あ
ろ
う
、

と
つ
き
つ
め
た
思
い
は
私
た
ち
に
、
ど
う
か
し
て
そ
の
わ
け
を
知
り
た
く
思
わ
せ
る
。

　
そ
の
わ
け
は
じ
つ
に
ど
っ
さ
り
あ
る
。
い
く
つ
か
の
わ
け
は
す
ぐ
見
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
う
い

う
事
情
の
湧
い
て
く
る
ま
た
そ
の
わ
け
は
、
私
た
ち
の
目
前
に
直
接
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
。
だ
が
、

小
さ
い
一
つ
の
現
象
の
切
り
角
は
、
キ
ラ
リ
と
鋭
く
覆
い
が
た
く
、
そ
の
現
象
の
本
質
を
ひ
ら
め
か
せ
て

い
る
。

　
私
た
ち
は
、
直
感
に
ひ
か
れ
、
情
に
つ
き
つ
め
て
、
現
象
の
ギ
リ
ギ
リ
の
か
ら
く
り
ま
で
を
発
見
し
な

く
て
は
、
芸
術
の
欲
望
が
し
ず
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
世
界
観
は
、
眼
と
い
う
表
現
で
い
わ
れ
て
き
た
、
そ
の
も
の
の
科
学
的
あ
ら
わ
し
か
た
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
社
会
と
そ
こ
に
起
伏
す
る
人
生
に
た
い
し
て
ど
う
い
う
眼
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
か
、
そ
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
つ
ま
り
は
往
来
い
っ
ぱ
い
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
「
小
説
の
種
」
か
ら
、
作
家
に
そ

の
人
の
題
材
と
い
う
も
の
を
選
択
さ
せ
る
。
そ
の
作
家
の
人
生
に
通
じ
る
テ
ー
マ
を
見
い
だ
し
た
と
き
、
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そ
の
作
家
の
全
存
在
を
集
中
す
る
精
気
の
こ
っ
た
活
動
と
し
て
モ
テ
ィ
ー
ヴ
が
は
っ
き
り
把
え
ら
れ
、
労

作
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
世
界
観
は
、
鋭
く
美
し
い
活
き
た
社
会
と
そ
の
歴
史
に
た
い
す
る
眼
と
し
て
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
。
日

本
の
主
情
的
な
文
学
伝
統
に
と
っ
て
は
、
よ
そ
の
言
葉
の
よ
う
な
言
葉
で
提
出
さ
れ
た
っ
ぱ
な
し
で
あ
っ

た
。

　
作
家
こ
そ
、
生
活
と
創
作
の
経
験
を
通
し
て
、
わ
が
身
、
わ
が
作
品
で
こ
な
し
た
世
界
観
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
あ
る
か
を
語
り
う
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
十
数
年
前
の
作
家
、
そ
れ
ら
の
諸
課
題
に

本
気
で
か
か
わ
り
あ
っ
た
作
家
た
ち
は
経
験
に
お
い
て
若
く
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
も
そ
れ
は
新
し

い
文
学
の
自
覚
で
あ
っ
た
。
こ
な
さ
れ
る
に
は
時
間
が
い
っ
た
。
か
さ
な
る
苦
労
が
い
っ
た
。
少
く
と
も
、

一
人
の
作
家
と
し
て
の
私
自
身
に
と
っ
て
は
そ
う
な
の
で
あ
っ
た
。

　
今
年
の
は
じ
め
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
か
ら
シ
ー
モ
ノ
フ
、
ゴ
ル
バ
ー
ト
フ
そ
の
他
四
人
ほ
ど
の
作
家
が
来
た
。

そ
の
と
き
、
い
ろ
い
ろ
の
作
家
が
こ
れ
ら
の
お
客
を
と
り
か
こ
ん
で
文
学
を
中
心
と
す
る
座
談
会
を
も
っ

た
。
そ
し
て
、
特
別
な
関
心
を
も
っ
て
、
現
在
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
に
行
わ
れ
て
い
る
芸
術
の
創
作
方
法
は
ど

う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
と
日
本
の
作
家
か
ら
質
問
を
出
さ
れ
て
い
る
。
シ
ー
モ
ノ
フ
は
、
て
い
ね
い
に
、

現
在
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
芸
術
創
作
方
法
は
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
答
え
た
。
そ
れ
に
つ
け
加
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え
て
、
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
一
定
の
グ
ル
ー
プ
が
自
説
を
押
し
つ
け
る
強
制
的
な
も

の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
現
実
に
即
し
て
、
人
民
が
人
民
の
た
め
の
文
学

を
つ
く
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
註
釈
を
く
り
か
え
し
た
。
質
問
者
は
、
シ
ー
モ
ノ
フ
が
ゆ
っ

た
り
し
た
様
子
で
坐
り
な
が
ら
自
明
な
こ
と
と
し
て
話
す
こ
れ
ら
の
説
明
に
満
足
し
た
ら
し
か
っ
た
。

　
傍
で
そ
れ
ら
の
問
答
を
き
い
て
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
感
想
に
う
た
れ
た
。
ソ
ヴ
ェ
ト
の
若
い
文
学
の
世
代
、

ピ
オ
ニ
ェ
ー
ル
か
ら
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
と
育
っ
て
き
た
世
代
の
若
い
作
家
シ
ー
モ
ノ
フ
は
、
日
本
の
文
学
者

た
ち
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
、
創
作
方
法
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
や
や
執
拗
に
き
く
の
か
、
一
九
三
二
年
こ

ろ
の
日
本
の
事
情
は
も
と
よ
り
知
っ
て
い
な
い
。
同
時
に
、
ま
だ
社
会
主
義
に
到
達
し
て
い
な
い
人
民
が
、

自
分
た
ち
の
重
圧
で
あ
る
半
封
建
的
な
も
の
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
資
本
主
義
勢
力
が
民
主

的
進
展
の
推
進
力
で
あ
る
よ
り
も
急
速
に
そ
の
歪
曲
作
用
を
与
え
て
い
る
と
き
、
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ

ム
の
課
題
は
、
も
う
一
度
歴
史
の
手
前
の
と
こ
ろ
か
ら
解
説
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
国
際
的

文
学
に
た
い
す
る
教
師
の
任
務
を
も
知
ら
な
い
無
邪
気
さ
で
育
っ
て
い
る
こ
と
を
お
ど
ろ
い
て
眺
め
た
の

で
あ
っ
た
。
階
級
の
対
立
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
国
で
は
、
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
創
作
方
法
の

問
題
は
、
ひ
と
く
ち
そ
れ
と
い
っ
た
だ
け
で
は
正
当
に
摂
取
さ
れ
な
い
。
ソ
ヴ
ェ
ト
が
一
九
一
七
年
か
ら

十
二
年
の
星
霜
を
経
て
、
そ
の
深
刻
な
根
本
的
改
変
と
建
設
と
の
成
果
に
立
っ
て
、
社
会
主
義
生
産
の
段
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階
に
到
達
し
、
生
産
の
全
面
と
文
化
の
全
部
門
か
ら
利
潤
追
求
の
企
業
性
を
排
除
し
え
た
と
き
、
国
内
的

に
勤
労
階
級
と
有
識
人
階
級
と
の
対
立
、
貧
農
と
富
農
と
の
対
立
が
消
え
た
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
理
解

で
き
る
。
国
内
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
権
が
統
一
確
立
さ
れ
、
ぐ
る
り
を
と
り
ま
く
資
本
主

義
国
間
の
矛
盾
に
面
し
て
社
会
主
義
人
民
政
権
と
し
て
独
自
の
立
場
か
ら
対
処
す
る
能
力
が
備
そ
な
わっ
た
。
芸

術
の
創
作
方
法
が
、
第
一
次
五
ヵ
年
計
画
を
境
と
し
て
、
初
期
の
、
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
か
ら
、
社

会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
進
展
し
た
根
拠
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
唯
物
弁
証
法

と
い
う
哲
学
上
の
概
念
と
、
文
学
の
方
法
と
が
機
械
的
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
不
十
分
さ
も
明

ら
か
に
さ
れ
た
。

　
日
本
が
、
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
を
う
け
と
っ
た
と
き
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
そ
れ
ら
の
歴
史

的
条
件
は
、
も
と
よ
り
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
な
壊
乱
的
状
況
と

こ
ん
ぐ
ら
か
っ
て
、
こ
の
理
論
が
こ
ね
ま
わ
さ
れ
た
た
め
に
、
客
観
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
り
も
、
当
時
の

心
理
に
便
宜
な
方
向
へ
の
解
釈
で
支
離
滅
裂
に
ち
ぎ
ら
れ
た
。
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
い
た
る
以
前

の
個
々
の
社
会
事
情
の
現
実
の
究
明
、
日
本
な
ら
ば
そ
こ
に
ま
す
ま
す
残
酷
な
暴
力
を
示
し
つ
つ
階
級
対

立
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
す
り
ぬ
け
て
通
る
役
に
立
て
ら
れ
た
。
社
会
主
義
そ
の
も
の
が
、
ま
だ
階
級

的
存
在
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
さ
え
認
め
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
世
界
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観
な
ど
を
と
や
か
く
い
わ
な
い
で
、
作
家
が
作
家
と
し
て
リ
ア
ル
に
こ
の
社
会
現
実
さ
え
描
け
ば
、
現
実

そ
の
も
の
が
歴
史
を
語
る
の
だ
と
い
う
主
張
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
王
権
主
義
者
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
作
品
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
発
展
の
く
ま
な
き
鏡
で
あ
る
、
と
マ

ル
ク
ス
も
い
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
な
説
明
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
き
ょ
う
も
ま
た
、
こ
の
古
き
地
点
か
ら
そ
の
ま
ま
ひ
き
う
つ
し
て
世
界
観
の
問
題
や
創
作
方
法
の
こ
と

を
語
る
若
い
人
々
が
あ
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
新
し
い
民
主
主
義
文
学
と
の
生
け
る
つ
な
が
り
が
明
ら
か
と
な
る
に
つ
れ
、
新

し
い
民
主
主
義
が
す
で
に
そ
の
前
脚
を
か
け
て
い
る
社
会
主
義
へ
の
道
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
わ
た
し
た

ち
の
今
日
の
創
作
方
法
と
し
て
、
い
き
な
り
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
け
を
と
り
た
て
る
こ
と
は
、
た

と
え
て
い
え
ば
、
や
が
て
摘
め
る
葡
萄
の
房
ば
か
り
を
話
す
よ
う
な
も
の
だ
と
思
え
る
。
そ
の
房
に
届
く

ま
で
に
脚
た
つ
が
い
る
の
か
踏
台
が
い
る
の
か
、
な
に
か
の
過
程
が
い
る
。
新
し
い
民
主
主
義
の
全
延
長

に
お
け
る
背
景
的
部
分
、
半
封
建
的
な
も
の
と
の
た
た
か
い
の
部
分
に
照
応
す
る
活
か
さ
れ
か
た
が
当
然

い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
な
ん
と
ま
と
め
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
現
実
を
発
展
の
過
程
に
お
い
て

理
解
し
、
描
き
、
か
ぎ
り
な
い
発
展
の
可
能
を
も
つ
民
主
主
義
の
前
途
に
期
待
す
る
意
味
で
、
私
た
ち
は
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進
歩
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
に
、
十
分
の
多
様
性
と
多
産
な
成
果
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
芸
術
の 

根  

蔕 

こ
ん
た
い

は
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
ど
ん
な
幻
想
的
創
作
で
さ
え
も
、
そ
れ
が
幻
想
と
し
て
あ
り

う
る
た
め
に
は
幻
想
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
欠
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
が
本
格
的
に

リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
り
、
芸
術
の
根
蔕
が
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
に
は
、
作
家
と
し
て
現
実
を
真
に
そ
の

活
き
動
く
関
係
の
ま
ま
に
把
握
し
う
る
眼
と
し
て
の
世
界
観
、
史
的
唯
物
論
に
立
つ
現
実
の
み
か
た
と
、

そ
こ
か
ら
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
現
実
を
、
そ
の
動
的
関
係
の
中
で
把
握
し
て
は
、
詩
と
し
て
の
美
が
失
わ
れ
る
の
だ
と
主
張
す
る
人
が

あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
？
　
ほ
ん
と
う
に
そ
う
思
う
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
一
九
四
五
年

の
春
、
世
界
を
ど
よ
も
し
た
叙
事
詩
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
美
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
愕
く
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
少
く
と
も
一
人
の
作
家
た
る
わ
た
し
は
、
四
五
年
の
四
月
、
五
月
に
お
い
て
、
現
世
紀
の
主
題
が
、

い
か
に
そ
の
積
極
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
腹
か
ら
諒
解
し
た
。
十
数
年
昔
か

ら
、
わ
か
っ
た
よ
う
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
文
学
に
お
け
る
主
題
の
積
極
性
の
問
題
は
、
女
と
し
て
妻
と
し

て
の
生
き
か
た
か
ら
い
く
ら
か
ず
つ
わ
か
っ
て
き
て
い
た
が
、
四
五
年
の
五
月
、
そ
れ
は
新
世
紀
の
勝
利

と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
七
年
一
月
〕
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