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絶
対
主
義
と
戦
争
熱
で
正
気
を
う
し
な
っ
て
い
た
日
本
の
政
府
が
無
条
件
降
伏
し
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

を
受
諾
し
た
の
は
つ
い
一
昨
昨
年
の
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
日
ま
で
に
、
ま
る
三
年
た
つ
か
た
た
ず
で

あ
る
。
そ
の
短
い
間
に
日
本
の
民
主
化
の
道
は
、
は
っ
き
り
と
三
つ
の
段
階
を
経
た
。

　
第
一
期
は
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
か
ら
次
の
年
の
春
ご
ろ
ま
で
。
こ
れ
は
国
の
内
外
に
お
い
て
、
日

本
の
民
主
化
と
い
う
こ
と
が
最
も
正
直
に
考
え
ら
れ
、
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
期
間
で
あ
っ
た
。
当
時
連

合
軍
総
司
令
部
か
ら
発
表
さ
れ
た
指
令
の
一
つ
一
つ
を
か
え
り
み
て
も
そ
れ
は
明
瞭
で
あ
る
し
、
日
本
政

府
も
、
こ
の
こ
と
を
好
ま
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
民
主
化
は
世
界
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
義
務
で

あ
る
と
理
解
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
ん
ち
ん
か
ん
な
こ
と
は
あ
っ
た
に
し
ろ
、
大
局
に
お
い
て
日
本
の
人
民

の
基
本
的
人
権
の
確
立
に
つ
い
て
の
土
台
石
は
こ
の
期
間
に
お
か
れ
た
。
言
論
・
出
版
・
集
会
の
自
由
、

良
心
と
身
体
の
自
由
。
治
安
維
持
法
が
廃
止
さ
れ
、
憲
兵
・
特
高
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

直
接
治
安
維
持
法
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
民
主
的
な
思
想
の
人
々
を
解
放
し
た
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

生
き
の
こ
っ
た
日
本
の
全
人
民
が
、
は
じ
め
て
幾
重
も
の
口
か
せ
、
手
か
せ
か
ら
と
き
は
な
さ
れ
た
こ
と

を
意
味
し
た
。
ニ
ッ
ポ
ン
・
ニ
ュ
ー
ス
が
こ
の
期
間
に
製
作
し
た
「
君
た
ち
は
話
す
こ
と
が
で
き
る
」
一

巻
は
、
日
本
の
民
主
化
の
過
程
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
記
念
品
と
な
っ
た
。
人
民
の
一
人
一
人
を
吊
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り
あ
げ
る
こ
と
も
出
来
る
と
威
嚇
し
た
人
権
蹂
躪
制
度
と
そ
の
施
設
が
無
力
な
も
の
と
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く

姿
を
う
つ
し
た
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
映
画
は
、
素
朴
な
描
写
の
う
ち
に
溢
れ
る
濤
の
よ
う
な
自
由
へ
の
渇
望
を

語
っ
て
い
た
。

　
そ
の
よ
う
な
新
し
い
潮
に
お
さ
れ
て
、
ま
だ
日
本
独
特
の
民
主
主
義
の
実
体
は
不
明
確
に
し
か
つ
か
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
人
民
が
人
民
の
幸
福
の
た
め
に
求
め
、
た
た
か
い
建
設
し
て
ゆ

く
こ
と
の
当
然
を
次
第
に
理
解
し
は
じ
め
て
あ
け
た
一
九
四
六
年
の
春
か
ら
一
九
四
七
年
の
二
月
ご
ろ
ま

で
の
ひ
と
区
切
り
が
、
日
本
民
主
化
の
第
二
段
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
性
格
は
き
わ
め
て
微
妙
で

あ
っ
た
。
日
本
の
人
民
的
民
主
化
の
意
欲
が
ど
の
よ
う
に
高
ま
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
規
模
の
大
衆

行
動
で
、
次
か
ら
次
へ
と
示
さ
れ
は
じ
め
た
。
民
主
的
な
人
民
の
文
化
運
動
が
急
速
に
芽
立
っ
て
き
て
、

新
日
本
文
学
会
の
誕
生
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
こ
の
期
間
は
、
呆
然
自
失
し
て
い
た

旧
権
力
が
お
の
れ
を
と
り
戻
し
、
そ
ろ
そ
ろ
周
囲
を
見
ま
わ
し
て
、
自
分
が
つ
か
ま
っ
て
再
び
立
ち
上
る

手
づ
る
は
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
実
体
を
発
見
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
資
本
の
利
害
と
打
算
は
国
際
的

で
あ
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
粉
砕
、
世
界
の
永
続
的
な
平
和
確
立
の
た
め
の
努
力
と
い
う
、
世
界
憲
章
の

た
て
ま
え
や
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
履
行
と
矛
盾
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
資
本
は
資
本
と
結
び
つ
き
得
る
本
質

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
利
害
に
は
道
義
を
つ
き
の
け
た
つ
よ
い
共
通
性
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
日
本
の
旧
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権
力
が
実
感
し
た
時
期
で
あ
る
。
吉
田
首
相
が
記
者
会
見
の
と
き
、
連
合
国
の
日
本
民
主
化
方
策
に
つ
い

て
、
は
じ
め
は
危
惧
の
念
を
抱
か
な
い
で
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
は
我
々
に
も
十
分
納
得
ゆ
く
よ
う
に

な
っ
て
欣
よ
ろ
こび
に
た
え
な
い
、
と
語
っ
た
こ
と
は
現
実
的
な
深
い
内
容
を
暗
示
し
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、
世

界
憲
章
の
人
類
的
な
道
義
の
道
は
そ
れ
と
し
て
虹
の
橋
の
よ
う
に
美
し
く
む
な
し
く
空
に
架
け
て
お
い
て
、

日
々
の
人
民
生
活
の
現
実
は
民
主
化
の
上
塗
り
の
か
げ
に
出
来
る
だ
け
発
言
の
よ
わ
い
、
依﹅
ら﹅
し﹅
む﹅
べ﹅
き﹅

民﹅
、
原
住
民
と
し
て
の
こ
し
て
お
こ
う
と
す
る
金
権
力
の
二
重
の
欲
望
が
あ
る
こ
と
を
、
日
本
の
人
民
は

こ
の
第
二
の
時
期
に
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
第
二
の
期
間
、
民
主
的
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
そ
の
文
字
の
正
当
な
意
味
で
扱
わ
れ
て
い

た
。
民
主
化
そ
う
と
す
る
日
本
の
人
民
の
心
と
、
そ
の
民
主
化
を
阻
も
う
と
す
る
権
力
的
な
意
志
の
表
現

と
は
、
対
立
す
る
も
の
と
し
て
文
字
の
上
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
一
九
四
七
年
の
春
以
来
日
本
民
主
化
の
第
三
の
段
階
に
入
っ
て
か
ら
、
と
く
に
、
一
九
四
八

年
に
入
っ
て
か
ら
、
猛
烈
な
戦
争
挑
発
と
並
行
し
て
、
日
本
の
内
外
で
民
主
的
と
い
う
表
現
が
、
そ
ろ
り

そ
ろ
り
と
さ
か
だ
ち
し
た
意
味
で
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
新
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
む
き
だ

し
な
フ
ァ
シ
ス
ト
た
ち
の
知
慧
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
巧
み
さ
で
心
理
的
に
準
備
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ま

だ
し
っ
か
り
と
民
主
化
し
て
い
な
い
日
本
の
多
く
の
心
、
受
け
身
に
政
治
へ
の
不
信
を
抱
い
て
い
る
一
般
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の
感
情
に
い
つ
と
は
な
し
作
用
し
て
、
反
民
主
的
な
諸
傾
向
を
逆
に
民
主
的
な
も
の
と
し
て
の
み
込
む
習

慣
を
つ
け
よ
う
と
企
て
ら
れ
は
じ
め
た
。

　
す
べ
て
の
職
場
の
ひ
と
は
、
組
合
の
民
主
化
同
盟
と
い
う
も
の
の
動
き
か
た
を
知
っ
て
い
る
。
民
主
化

と
い
う
標
語
を
か
か
げ
て
、
策
動
し
て
い
る
も
の
は
潜
伏
的
な
フ
ァ
シ
ス
ト
や
、
侵
略
戦
争
に
協
力
し
た

脱
落
社
会
主
義
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
知
ら
な
い
ひ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
さ
き
ご
ろ
は
、
戦
争
に
最
も
反
対
し
た
民
主
主
義
者
を
新
し
い
軍
国
主
義
者
で
あ
る
と
い
っ
た
言

説
が
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
。
フ
ァ
シ
ス
ト
自
身
を
さ
え
お
ど
ろ
か
し
た
こ
う
い
う
実
例
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
頃
に
な
っ
て
は
、
民
主
的
と
い
う
こ
と
ば
は
、
全
く
独
占
資
本
的
ま
た
は
隷
属
的
本
質
と
す
り
か
え

ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。

　
一
九
四
六
年
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
新
聞
、
出
版
、
放
送
の
民
主
化
が
、
今
日
、

ど
う
い
う
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
お
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
新
聞
の
民
主
化
は
一
番
早
く
、
読
売
問
題
を
き
っ

か
け
に
し
て
様
々
の
制
約
の
も
と
に
お
か
れ
て
昨
今
の
大
新
聞
は
日
本
の
新
聞
の
独
立
性
を
失
っ
て
し
ま

っ
た
。
出
版
の
自
由
は
用
紙
不
足
と
い
う
現
実
条
件
を
政
治
的
に
つ
か
ま
れ
て
、
現
在
、
用
紙
割
当
の
仕

事
の
実
質
は
内
閣
に
移
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
政
府
は
、
用
紙
割
当
事
務
庁
を
つ
く
り
、
そ
の
長
官
が
用

紙
割
当
事
務
に
対
し
て
独
占
の
権
力
を
も
つ
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
に
も
文
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化
材
で
あ
る
用
紙
割
当
の
公
正
と
民
主
性
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
主
務
大
臣
の
野
溝
は
い
ち
は
や
く
利
害

関
係
の
あ
る
地
方
新
聞
に
対
し
て
、
い
ま
に
い
く
ら
で
も
紙
は
ま
わ
し
て
や
る
、
と
失
言
し
て
、
問
題
を

お
こ
し
て
い
る
。
用
紙
割
当
が
こ
の
よ
う
な
保
守
と
利
慾
の
権
力
で
官
僚
統
制
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
日
本

の
民
主
化
の
た
め
の
出
版
が
、
ど
う
な
っ
て
行
く
か
。
結
果
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
民
主
的
な
文
化
教
育
は
、
架
空
に
あ
り
え
な
い
。
す
べ
て
の
人
は
教
育
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
憲

法
に
か
か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
ど
ん
な
教
育
の
民
主
化
も
な
い
。
そ
の
実
際
は
、
六
・
三
制
の
混

乱
と
、
最
近
全
国
の
専
門
・
大
学
男
女
学
生
が
教
育
防
衛
復
興
闘
争
の
一
環
と
し
て
立
ち
上
り
は
じ
め
た

学
問
の
自
由
と
独
立
擁
護
お
よ
び
授
業
料
ね
あ
げ
反
対
の
大
運
動
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
学
生
の
こ
う
い
う
意
志
表
示
を
学
生
の
本
分
に
も
と
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
し
か
し
学
生
の
本
分
と

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
学
問
が
や
っ
て
ゆ
け
な
い
ほ
ど
の
月
謝
ね
あ
げ
に
反
対
し
な
い
で
、
ど
こ
に
「
教
育

を
う
け
る
べ
き
」
（
文
部
省
の
こ
と
ば
）
学
生
の
本
分
の
主
張
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
放
送
の
自
由
を
ま
も

り
健
全
な
発
達
を
目
的
と
す
る
」
放
送
法
案
が
六
月
十
八
日
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
放
送
協
会
の

仕
事
ぶ
り
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
批
判
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
部
の
運
営
が
民
主
的
で
な
い

こ
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
編
成
が
低
俗
で
あ
り
昨
今
は
労
働
、
農
民
、
報
道
、
子
供
の
た
め
の
放
送
に
は
っ
き

り
民
主
化
か
ら
の
後
退
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
世
論
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ん
ど
上
程
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さ
れ
た
法
案
の
よ
う
に
保
守
政
党
が
占
め
る
両
院
の
承
認
を
経
た
五
年
間
任
期
の
五
人
の
委
員
会
を
、
不

信
任
案
を
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
首
相
が
任
命
し
て
全
日
本
の
放
送
事
業
が
統
制
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
、

現
在
の
政
府
の
堕
落
と
思
い
合
わ
せ
日
本
の
ラ
ジ
オ
の
自
由
と
民
主
化
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。

　
す
り
か
え
ら
れ
た
民
主
化
が
、
ど
う
い
う
本
体
を
も
っ
て
い
る
か
は
、
東
宝
の
問
題
に
も
示
し
つ
く
さ

れ
た
。
新
社
長
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
資
本
家
た
ち
の
心
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
文
化
の
ね
う
ち
と

か
、
日
本
人
が
日
本
人
の
い
い
映
画
を
作
り
出
し
て
ゆ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
情
熱
な
ど
は
、
全
然
よ
そ

の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
人
々
が
欲
す
る
の
は
利
潤
で
あ
り
、
利
潤
に
つ
づ
く
権
力
で
あ
る
。
エ
ロ

・
グ
ロ
、
剣
劇
の
興
行
政
策
を
こ
れ
ま
で
日
本
で
最
も
い
い
制
作
を
し
て
い
た
東
宝
に
も
ち
こ
ん
で
、
近

代
的
な
社
会
感
覚
を
も
っ
て
い
る
従
業
員
た
ち
を
追
い
は
ら
っ
て
い
る
渡
辺
銕
蔵
が
、
教
員
の
資
格
審
査

委
員
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
見
の
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
手
の
こ
ん
だ
日
本
の
民
主
化
の
欺

瞞
の
一
例
で
あ
る
。
文
化
の
上
で
愚
民
政
策
を
と
り
、
民
族
の
自
立
的
な
文
化
能
力
を
う
ち
こ
わ
し
つ
つ

あ
る
人
が
審
査
す
る
教
員
の
資
格
は
、
ど
こ
に
め
や
す
が
お
か
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
最
近
民
主
主
義
教
育

者
協
会
に
加
え
ら
れ
た
紛
糾
の
折
、
東
宝
社
長
が
都
の
当
局
者
に
教
員
資
格
審
査
委
員
と
し
て
の
圧
力
を

加
え
て
、
反
民
主
的
な
干
渉
を
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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日
本
の
人
民
が
自
分
た
ち
の
健
康
で
ゆ
た
か
な
毎
日
の
生
活
と
文
化
を
求
め
て
努
力
し
て
い
る
心
は
、

当
然
、
エ
ロ
・
グ
ロ
映
画
と
と
も
に
エ
ロ
・
グ
ロ
出
版
物
の
氾
濫
に
反
対
し
て
い
る
。
出
版
綱
領
実
践
委

員
会
が
、
極
端
な
エ
ロ
・
グ
ロ
出
版
排
除
の
運
動
に
着
手
し
た
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
う
な
ず
け
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
健
全
文
化
の
た
め
の
大
衆
活
動
は
、
忽
ち
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
問
題
に
面

し
た
。
エ
ロ
・
グ
ロ
出
版
の
排
除
と
い
う
、
誰
も
非
難
し
よ
う
の
な
い
い
と
ぐ
ち
に
よ
っ
て
、
時
事
新
報

が
誤
っ
て
（
六
月
二
十
日
）
報
道
し
た
よ
う
に
、
万
一
そ
の
委
員
会
が
、
刑
法
改
正
請
願
と
い
う
よ
う
な

逸
脱
行
為
に
導
か
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
外
見
は
民
間
の
声
と
い
う
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
手
の
ひ

ら
で
、
民
主
的
発
言
の
口
を
お
お
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
、
こ
ん
に
ち
、
わ
た
し
た
ち
日
本
の
人
民
が
面
し
て
い
る
民
主
化
の
諸
課
題
の
狡
猾

複
雑
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
す
り
か
え
は
、
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
再
興
の
あ
ら
ゆ
る
機

会
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
民﹅
主﹅
的﹅
外
見
に
よ
そ
お
わ
れ
て
い
る
。
民
主
的
と
い
う
言
葉
は
国
の
内
外
の
フ

ァ
シ
ス
ト
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
得
る
限
り
、
あ
り
得
る
か
ぎ
り
の
欺
瞞
性
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
人
民
は
、
従
順
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
人
間
の
食
べ
な
か
っ
た
壁
の
材
料
も
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
。

け
れ
ど
も
、
一
九
四
八
年
の
日
本
で
は
、
人
民
解
放
と
民
族
の
自
立
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
言
葉
が
い
つ

と
も
な
し
に
そ
の
さ
か
さ
ま
の
内
容
で
つ
か
わ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
現
象
を
、
わ
た
し
た
ち
は

9



う
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
朝
鮮
は
、
そ
の
民
族
の
悲
劇
と
し
て
永
年
の
間

自
分
の
国
の
言
葉
を
う
し
な
わ
さ
れ
て
い
た
。
母
国
語
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
シ
ョ

パ
ン
は
彼
の
音
楽
で
ど
ん
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
訴
え
た
ろ
う
。
マ
ダ
ム
・
キ
ュ
リ
ー
は
小
学
生
だ
っ
た
と
き
、

奪
わ
れ
て
い
る
母
国
語
に
つ
い
て
ど
ん
な
痛
苦
を
経
験
し
た
ろ
う
か
。
ワ
ン
ダ
・
ワ
シ
レ
フ
ス
カ
ヤ
の
文

学
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
人
々
が
真
に
人
民
の
い
の
ち
を
生
き
る
言
葉
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
を
と
り
か
え

し
て
ゆ
く
一
歩
一
歩
の
間
か
ら
生
れ
た
。

　
日
本
の
わ
た
し
た
ち
が
、
こ
ん
に
ち
、
本
質
の
す
り
か
え
ら
れ
た
民﹅
主﹅
的﹅
語
彙
に
よ
っ
て
生
活
さ
せ
ら

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
或
る
意
味
で
、
母
国
語
を
失
っ
た
よ
り
も
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ

ン
ド
や
朝
鮮
の
人
々
は
、
母
国
語
を
失
わ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
げ
し
い
正
当
な
憤
り
を
感
じ
つ
づ

け
た
。
愛
す
べ
き
人
民
の
祖
国
と
そ
の
親
愛
、
独
特
な
文
化
へ
の
情
熱
を
め
ざ
ま
さ
れ
た
。
そ
の
愛
と
憧

れ
に
よ
っ
て
彼
等
は
勇
気
を
与
え
ら
れ
、
果
敢
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
一
つ
の
国
が
民﹅
主﹅
憲

法
を
も
ち
、
民﹅
主﹅
的﹅
行
政
機
構
を
も
ち
、
民﹅
主﹅
的﹅
労
働
組
合
と
文
化
を
も
ち
、
す
べ
て
は
民
主
的
な
表
現

で
話
さ
れ
て
い
て
、
内
実
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
急
速
な
裏
切
り
と
戦
争
挑
発
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
東
洋
の

露
店
が
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
の
人
民
の
お
か
れ
た
愚
弄
の
位
置
に
は
堪
え
が
た
い
も

の
が
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
求
め
て
い
る
の
は
平
和
と
生
活
の
安
定
と
人
間
ら
し
い
文
化
で
あ
る
。
そ
の
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権
力
の
行
為
に
は
ど
ん
な
ス
ウ
ィ
フ
ト
も
描
き
出
さ
な
か
っ
た
諷
刺
の
対
象
が
あ
り
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の

シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
予
見
さ
え
さ
れ
な
か
っ
た
悲
劇
と
笑
劇
の
テ
ー
マ
が
あ
る
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
日
本
の
土
地
に
生
れ
、
そ
こ
に
生
き
、
汗
と
涙
と
時
た
ま
の
笑
い

の
う
ち
に
、
新
し
い
未
来
を
う
ち
ひ
ら
こ
う
と
し
て
奮
闘
し
て
い
る
。
そ
の
わ
た
し
た
ち
の
思
い
を
、
わ

た
し
た
ち
日
本
の
人
民
で
な
い
誰
が
語
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
働
き
つ
つ
学
び
た
い
と
希
望
し
、
美
し
さ

と
た
の
し
み
と
勇
気
の
源
泉
を
な
じ
み
ふ
か
い
母
国
の
風
土
と
生
活
の
た
た
か
い
の
う
ち
に
発
見
し
、
そ

れ
を
文
学
に
絵
画
に
、
映
画
に
音
楽
に
再
現
し
、
発
展
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
熱
意
を
、
わ
た
し
た
ち
で

な
い
誰
が
そ
の
体
の
内
に
熱
く
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

　
次
第
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
日
本
の
人
民
的
生
活
と
そ
の
文
化
の
運
命
に
つ
い
て
の
真
面
目
な
関

心
は
、
多
く
の
人
々
の
精
神
を
鼓
舞
し
、
せ
ま
い
自
我
の
環
の
そ
と
へ
ふ
み
出
さ
せ
は
じ
め
た
。
自
我
の

確
立
の
意
欲
と
そ
の
表
現
が
、
確
立
す
る
べ
き
自
我
の
社
会
的
歴
史
的
な
実
体
の
あ
り
よ
う
を
ぬ
き
に
し

て
語
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
そ
の
言
葉
さ
え
も
い
つ
し
か
さ
か
さ
ま
の
内
容
に
逆
用
さ
れ

て
い
る
屈
辱
に
た
え
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
理
性
の
自
然
で
あ
る
。

　
一
九
四
八
年
の
夏
に
、
前
進
的
な
日
本
の
意
欲
が
平
和
と
生
活
と
文
化
の
ま
も
り
の
た
め
に
意
味
ふ
か

い
一
歩
を
ふ
み
だ
し
つ
つ
あ
る
と
き
、
崩
壊
と
虚
無
の
選
手
で
あ
っ
た
作
家
太
宰
治
が
そ
の
人
ら
し
い
や
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り
か
た
で
生
涯
を
と
じ
た
こ
と
は
、
決
し
て
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
　
　
〔
一
九
四
八
年
八
月
〕
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