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説
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ル

大

串

兎

代

夫
訳

一

所
謂
全
燈
國
家
に
対
し

て
、
民
主
主
義
の
側
か
ら
、
繰
返
し
叫
ば
れ
て
ゐ
る
非
難
の
最
大
な
る
も
の
は
馬
あ
ら
ゆ
る
形
態

に
於
て

人
の
自
由
が
堅
迫
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ピ
い
ふ
こ
と
で
あ
ゑ

。
即
ち

、
フ
ッ
シ
ス
ム
ス
的
國
家

に
は
、人
格
の
自
由
も
、新
聞
の
自
由
も
、

6

信
教
の
自
由
も
、
亦
學
問
の
自
由
も
最
早
存
在
し
な
い
蓬
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

從

つ
て
私
は
獨
逸

に
於
て
人
間
生
活
の
領
域
の
中
で
人
格
の
観
念
が
最
も
張
く
表
は
れ
て
ゐ
る
法
生
活
の
獲
展
に
つ
い
て
説
明
を

試
み
や
う
ぜ
思

ふ
。
勿
論
私
は
人
格
問
題
を
取
扱
ふ
に
つ
い
て
、
自
由
の
概
念
に
つ
い
て
大
き
な
哲
學
的
叙
述
を
試
み
る
ε
い
ふ
如

一

'

、

ナ
チ
.凋
蓮
に
於

け
る
文
化

・
宗
毅

'・̀
教

育
及
學

問

の
法
的
地
位

一



.醸

斑

鴛

無
十
奪

繁
議
,盤

議

'き
こ
と
は
し
な
い
が
、
只
自
由
主
義

の
自
由
概
念
ε
國
民
社
會

主
義
の
自
由
概
念
ε
が
如
何
に
異
る
か
ε
い
ふ
ご
ε
に
今
い
τ
は
二

三
申
述

べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

・
ロ
ー
ゼ

ン
ベ
ル
ク
は
學
問
の
自
由
に
關
す
る
講
演
に
於
て
、
自
由
は
常

に

一
定
の
人
間

の
型
を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
ε
言

つ
て
ゐ
る
。
而
し
て
私
は
宛
か
も
こ
の
勲
を
認
識
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
問
題
の
最
も

重
要
な
る
出
発
点

が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
ε
信
す
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
國
民
社
會
主
義

は
決
し
て
自
由
概
念
そ
の
も
の
を
否
認

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
只
後
期
自
由
主
義
に
於
い
て
磯
蓮
し
忙
純
粋
に
個
人
主
義
的
な
自
由
概
念
を
否
認

せ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ

ナ
チ
ス
の
自
由
概
念
は
、
共
同
誰

に
於
け
る
人
格
者
の
地
位
を
基
底

ご
し
て
ゐ
る
。
指
導
者
國
家

に
於
い
て
、
人
格
が
承
認

せ
ら

れ
、
叉
人
格
の
慣
値
が
強
調
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ご
は
、
ア
ド
ル
フ

・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
そ
の

「
我
が
闘
孚
」

に
於
て
明
か
に
述
べ

て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
指
導
者
の
地
位
は
人
格
を
前
提
と
し
て
の
み
考

へ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
指
導
者
國
家
は
常
に
人
格
的
要

素
を
有
す
る
し
、
叉
こ
の
意
味
に
於
い
て
貴
族
主
義
的
要
素
を
有
す
る
ε
す
ら
言
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我

々
は
か
く
の
如
き
、

共
同
膣
ざ
個
人
ε
の
結
合
関
係

を
基
底
蓬
し
て
事
柄
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
見
地

に
立
て
ば
、
直
ち
に

個
人
の
自
由
は
、
個
人
の
共
同
盟

へ
の
奉
仕
義
務
ざ
密
接
に
結
合
し
て
ゐ
る
こ
と
も
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

然
し
か
く
の
如
き
意
味
の
義
務
観
念
は
全
く
薪
し
い
も
の
で
は
な
く
、
既
に
近
代
の
自
由
主
義
國
家
も
亦
こ
れ
を
認
め
て
ゐ
た

の



で
あ
つ
て
、
例

へ
ば
獨
逸

に
於
け
る
就
學
義
務
及
び
兵
役
義
務
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
而
し
て
宛

か
も
兵
役
義
務
に
つ
い
て
英
米

の
民
主
主
義
者
達
は
、
之
を
軍
國
主
義
の
象
徴
で
あ
る
と
考

へ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
今
日
に
於
い
て
は
兵
役
義
務
を
採
用
せ
ざ
る

を
得
な
か
つ
江
英
國
人
は
全
努
力
を
傾
け
て
、
國
民
を
し
て
自
由
意
志
を
以
て
兵
役
義
務
を
果
さ
し
め
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

然
し
獨
逸

に
於
い
て
は
、
既
に
自
由
主
義
の
時
代
か
ら
就
學
義
務
に
つ
い
て
も
、
私
立
學
校
の
制
度
を
し
り
ぞ
け
て
強
制
的
に
國

立
學
校
の
制
度
を
以
て
そ
の
義
務
を
果
さ
し
め
ん
と
す
る
傾
向

が
あ
つ
た
。
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
に
於
い
て
も
私

立
學
校
は
極
め
て
僅

か
の
範
囲

し
か
認
め
ら
れ
て
居
ら
な
か
つ
た
。
例

へ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
は
、
私
立
大
學
が
支
配
的
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
猫

逸
に
於
い
て
は
最
初
か
ら
官
立
犬
學
の
制
度
が
褒
達
し
て
ゐ
る
。
こ
の
日
本
に
於
い
て
は
爾
制
度
の
混
合
が
見

ら
れ
る
。

亦
自
由
主
義
國
家
に
於
い
て
は
、
新
聞
業
、
馨
業
、
辯
護
士

業
の
如
き
は
所
謂
自
由
職
業
と
呼
ば
れ
、
.個
人
の
私
の
営
業

で
あ
つ

て
、
國
家
は
之

に
干
與
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

ナ
チ
ス
は
以
上
の
如
き
自
由
主
義
の
考

へ
方
に
対
し
て

一
大
変
化

を
與

へ
九
。
ナ
チ
ス
は
先
づ
國
家
的
勤
勢
奉
仕
を
創
造
し
九
。

而
し
て
勤
勢
奉
仕
に
於
て
決
定
的
な
る
も
の
は
、
舅
働
の
も
た
ら
す
業
蹟
そ
の
も
の
よ
り
も
、
勤
舅
奉
仕
法
第

一
條

に
明
か
に
規
定

し
て
あ
,る
や
う
に
、
勤
螢
奉
仕
は

〃
獨
逸
民
族

へ
の
名
誉

あ
る
奉
仕
"
で
あ
る
と
爲
す
思
想
で
あ

つ
て
、
男
性

忙
る
ε
女
性
江
る
ε

を
問
は
す
、
す
べ
て
の
若
き
獨
逸
人
は
、
そ
の
民
族
の
爲
に
奉
仕
す
べ
き
義
務
を
負

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

既

に
ご
、
で
明
か

に
な
る
こ
と
は
℃
如
何
な
る
獨
逸

人
も
之
に
從
事
す
べ
き
公
務
の
思
想
で
あ
る
。

圏

'ナ
チ
猫
蓬
に
於
け
る
文
発
.
馨
欽
導
…教
育
及
學
聞
の
法
的
地
位

班



法

政
、

研

究

.

第
十
巻

、第

噂
聾

四

ナ
チ
ス
に
於

い
て
は
新
聞
の
自
由
は
、
如
何
に
な
つ
た
か
。
若
し
、
新
聞
は
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
つ
て
國
家
が
之
に
干
渉
す
べ

き
で
は
な
い
と
い
ふ
自
由
主
義
的
の
意
味
で
新
聞
の
自
由
が
主
張
さ
れ
る
ご
す
れ
ば
、
ナ
チ
ス
に
於
て
は
勿
論

か
く
の
如
き
意
味
の

自
由
は
認
め
ら
れ
て
居
ら
な
い
。
然
し
、
我

々
が
先
づ
明
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
、な
い
事
は
、
か
く
の
如
き
意
味
の
新
聞
の
自
由
が

絶
対

に
存
在
し
て
ゐ
る
如
く
主
張
す
る
黙
に
既
に
虚
儒
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
少
く
ぜ
も
民
主
主
義
の
國
に
於
て
は
眞
の
意

味
で
独
立

な
る
新
聞
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
新
聞
は
常
に
資
本
主
の
構
力
に
依
存
し
て
居
る
も
.の
で
あ
り
、
所
謂
輿
論
ど
錐
も

之
ら
の
権
力
者
に
依
つ
て
作
成
せ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
今
日
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
、
権
威
國
家

に
つ
い
て
の

公
正
な
る
記
述
を
鵬
表
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
輿
論
が
之
を
許

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
全

く
民
主
主
義
的
な
政
禮
の
外
に
他
の
役
に
立

つ
政
髄
が
世
界
に
存
在
し
て
ゐ
ゐ
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
國
民
に
認
識

せ
し
め
る
こ
定
を
欲

し
な
い
見
え
ざ
る
政
治
権
力
が

か
く
の
如
き
輿
論
を
作
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
良
き
新
聞
と
い
ふ
こ
と
と
独
立

の
新
聞
と
い
ふ
こ

ε
は
同
義
で
は
な
い
。
如
、何
な
る
新
聞

ご
錐
も
常

に
何
等
か
の
制
約
は
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
同
じ
く
制
約

の
下

に
立
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
名
に
し
て
無
責
任
の
権
力
者
の
制
約
の
下
に
立
つ
よ
り
も
國
民
的
及
び
國
家
的
制
約

の
下
に
立
つ
こ
と
が
.

勝
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
猫
重
要
な
こ
と

は
新
聞
記
事
の
正
確
ε
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
編
輯
人
法
は
編
輯
人
が
眞
實
の
記
述
ε
良
識

あ
る
判
断
ε
の
義
務
を
有
す
る
こ
と

を
規
定
し
て
ゐ
る
。
即
ち
自
由
は
常

に
客
観
的
な
政
治
価
値

ビ
の
關
聯
に
於
て
判
断
せ
ら
る
べ

き
問
題
で
あ
る
こ
と

が
、
新
聞

の
自
由
の
場
合
に
最
も
明
瞭
に
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

五



猫
、
近
代
精
神
と
近
代
國
家

に
と
つ
て
重
要
な
事
柄
は
宗
教

的
自
由
で
あ
る
。
民
主
主
義
者
は
ナ
チ
ス
國
家

に
於
て
教
會

並
に
宗

教
a
歴
迫
が
行
は
れ
て
居
る
如
く
宣
傳
し
て
ゐ
る
か
ら
内
私
は
こ
の
最
も
宗
教

上
の
寛
容
性
を
有
す
る
日
本
に
於
て
、
獨
逸

で
は
こ

の
問
題
が
事
實
ざ
う
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
こ
に
は
・如
何
な
る
困
難
が
成
立
し
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し
た
い
要
求
を
感
す
る

の
で
あ
る
。
殊

に
紳
道
佛
教
と
同
様
に
キ
リ

ス
ト
教
が
取
扱
は
れ
て
カ
る
最
近
の
宗
教
團
麗
法
は
外
國
人
に
ε

つ
て
最
も
興
味
の
深

い
も
の
で
あ
る
。

六

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
個
人
的
信
教
自
由
の
原
則
は
啓
蒙
時
代
に
支
配
的
と
な

つ
忙
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
そ
の
第
百
三
十
五
條

に
於
い
て
こ
の
原
則
を
認
め
、
す
べ
て
の
國
土
の
住
民

は
完
全
な
る
信
教
の
自
由
と
良
心
の
自
由
と
を
享
有
し
、
法
律
の
範
囲
内
に

於
て
宗
教
行
事

の
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
憲
法
を
以
て
保
障
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教

的
寛
容
の
態
度

は
ナ
チ
ス
も
之
を
受

糧
い
で
ゐ
る
の
で
あ
ゐ
。
ナ
チ
ス
綱
領
第
二
十
四
條
は
、
國
家
の
存
立
を
危
殆
に
頻
せ
し
め
、
及
び
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
道
徳
及
び
倫

理
的
観
念
に
反
せ
ざ
る
限
り
に
於
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教

に
つ
い
て
信
教
の
自

由
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
叉
.ナ
チ
ス
窯
は
、

ヨ
L

ロ
ッ
パ
並
び
に
ド
イ
ツ
文
化
が
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
つ
て
特
徴
を
得
て
ゐ
る
と
の
認
識
を
把
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
・何
ε
な
れ
ば
第

二
十
四
條
は
、
窯
が
何
れ
の
宗
派
信
仰
に
も
偏
す
る
こ
と
な
く
、
實
盟
的
即
ち

具
鵠
的
キ
リ
ス
ト
敏
の
立
場
に
立
つ
こ
と

を
明
言
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
國
家
的
政
治
的
の
み
な
ら
す
宗
派
的
に
分
裂
し
て
ゐ
た
ε
い
ふ
ご
ざ
が
ド
イ
ツ
民
族

の
特
有
の
運
命

で
あ

つ
て
、

下
イ
ッ
に
於
て
は
新
教
も
奮
教
も
共
に
多
数
の
信
者
を
有
し
、
こ
の
宗
派
の
対
立

は
亦
教
會
に
依
つ
て
政
治
的

に
利
用
ぜ
ら
れ
孝
の

ナ
チ
獨
逸
に
於
け
る
文
化
・
宗
教
・
教
育
及
學
問
の
法
的
地
位

五



濾

壌

磁

舞

蟻
十
巻

弊
触
義

零

で
あ
つ
た

。

七

獨
逸

民
族
に
政
治
的
の
統

一
を
齎
し
仁
ナ
チ
ス
は
、
こ
の
統

一
が
宗
派

の
箏
や
教
會
の
穫
力
的
要
求
に
よ
つ
て
侵
害
せ
ら
れ
な
い

や
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
」
に
本
來
の
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
つ
で
、
宗
教
塵
迫
と
い
ふ
如
き
は
存
し
な

い
の
で
あ
る
,
宗
教

自
由
の
問
題
に
ぜ
つ
て
は

一
九
三
三
年
十
月
十
日
総
統
の
窯
代
表
者
ル
ド
ル
フ

・
ヘ
ス
が
嚢
布
し
た
次
分
如
き
規
則
が
重
要
で
あ
る
。

「
如
何
な
る
ナ
チ
ス
窯
員
ざ
難
も
、

一
定
の
信
仰

・
宗
派
に
厩
し
、
域
は
如
何
な
る
宗
派
に
も
属
せ
ざ
る
の
故
を
以
て
、
何
等
か
の

不
利

の
條
件
を
負

ふ
こ
と
は
無
い
。
信
仰
は
各
人
が
そ
の
良
心
の
責
任
に
於
て
爲
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
良
心

に
対
し

て
強
制
を
行

1

使
し
て
は
な
ら
ぬ
。
」

ご
。
こ
」
に
ナ
チ
ス
の
個
人
の
宗
教
信
仰
に
対
す

る
立
場
が
最
も
明
瞭

に
表
は
れ
て
ゐ

る
。

一
九
三
六
年
の

内
務
省
規
則
は
信
仰

に
關
し
て
、

一
、
宗
教
乃
至
は
世
界
観
的
団
体

の
成
員

二
、
神
を
信
す
る
も
の

三
、
無
信
仰
者
の
曵

つ
の

範
疇
を
区
別

し
て
用
ひ
て
ゐ
る
。

八

ナ
チ
ス
は
個
人
の
信
仰
の
自
由

に
つ
い
て
何
等
塵
迫
を
加

へ
て
居
な
い
の
で
あ
る
が
、
教
會
の
側
か
ら
す
る
政
治
的
要
求
に
謝
し

て
は
之
を
排
除
し
、
叉
こ
れ
に

一
定
の
限
界
を
與

へ
ね
ば
な
射
な
か
つ
江
。
ナ
チ
ス
は
獨
逸

民
族
の
中
に
民
族
信
念
ε
キ
リ
ス
ト
教

の
信
仰
に
よ
つ
て
分
裂
が
成
立
す
る
こ
ご
を
そ
の
ま

玉
に
し
て
置
く
こ
乙
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
、
・第

二
十
四
條
に
も

言
っ
て
あ
る
や
う
に
具
騰
的
キ
リ

ス
ト
教
の
立
場
に
立

つ
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
は
獨
逸
民
族
に
樹
し
、
獨
逸

の

{,血
液
と
土
地
」
に



対
し

て
肯
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ナ
チ
ス
は
こ
の
決
定
的
な
黙
を
認
め
す
之
に
反
対

す
る
教
會
の
ド
グ

マ
に
対
し

て
防

衛
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
瓢
に
の
み
教
會

ざ
ナ
チ
ス
國
家
と
の
間
の
大
問
題
が
存
す
る
。
例

へ
ば
、
獨
逸

民
族
の

肉
麗
の
健
康
を
保
持
す
る
こ
と
を
の
み
目
的
と
し
て
ゐ
る
遺
傅
性
悪
疾
の
噺
種
に
關
す
る
法
律
の
如
き
は
奮
教

の
教
會

か
ら
攻
撃
せ

ら
れ
た
の
で
あ

つ
た
。
而
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ナ
チ
ス
は

一
歩
も
後
に
は
引
け
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
教
會
の
と
つ
九
か

く
の
如
き
態
度

の
結
果
こ
し
て
、
今
日
獨
逸
國
民
の
間
に
は
、
.キ
リ
ス
ト
教
は
民
族
的
世
界
観
の
見
解
に
調
和

し
得
る
も
の
で
あ
る

か
否
か
が
疑
は
れ
る
に
至
つ
忙
の
で
あ
る
。

九

宛
か
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
日
本
に
於
け
る
関
係

は
極
め
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
於
て
は
個
人
の
信
仰

の
自
由
が
保
証

せ
ら
れ
宗
教
団
体

の
宗
教
行
事
の
自
由
も
亦
確
保
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
如
何
な
る
宗
教
も
日
本

の
國
民
精
稗
に
合
致
す
る
場

合
に
の
み
日
本
に
於
て
成
功
す
る
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
く
に
し
て
日
本
は
日
本
的
佛
教
を
獲
達
せ
し
め
江
。
從

つ
て
日
本
に
於
て

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
如
き
國
家
ε
教
會

の
間
の
政
治
的
問
題
は
成
立
し
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
就
中
國
民
的
な
日
本
人
に
と
つ

て
ば
、
國
家
棘
道
に
於
け
る
國
民
的
慣
値

の
崇
拝
ε
そ
の
個
人
的
信
仰
ざ
の
間

に
対
立
を
來
す
如
き
危
険

は
な

い
の
で
あ
る
。
宛

か

も
か
く
の
如
き
対
立

の
可
能
性

の
存
立
す
る
所
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
殊
に
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ

の
國
家
ど
教
會
の
聞
の
問
題
が
存
す
る

の
で
あ
る
。

十

}
チ
難

に
於
け
る
文
弗
・
　裏

・'警

笈
串
同
の
蕊

地
粒

毫



法

、
政

研

究

、

第
十
籍
.
紫
一.號
.

八

獨
逸

に
於
て
は
、
教
會
は
猫
教
育
の
事
に
手
を
延
し
て
ゐ
た
。
以
前

に
は
多
数

の
宗
派
的
學
校
が
あ
つ
て
、
之
等
の
學
校
に
於
て

は
青
少
年
は
教
會
的
宗
派
的
精
神

に
教
育
せ
ら
れ
、
國
民
的
精
神

に
依
つ
て
教
育

せ
ら
れ
忙
の
で
は
な
か
つ
t
。
ナ
チ
ス
は
、
か
く

の
如
き
誤
れ
る
状
態
に
も
終
末
を
與

へ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
宗
派

に
依
る
學
校
は
廃
棄

せ
ら
れ
青
少
年
の
教
育
は
全
く
窯
ε
國
家

の
手
に
存
し
、
教
會
は
只
そ
の
信
條
を
弘
布
す
る
仕
事

に
限
ら
れ
忙
の
で
あ
つ
だ
。
こ
ゝ
に

も
亦
教
育

を
國
家
の
手
に
よ
つ
て
行

ふ
ご
ε
が
當
然
覗
せ
ら
れ
て
ゐ
る
日
本

に
存
し
な
い
困
難
な
問
題
が
獨
逸

に
は
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
状
態

か
ら
、

ナ
チ
ス
は
全
教
育
制
度
を
薪
た
に
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
忙
の
で
あ
る
。
第

一
に
は
ナ
チ
ス
は
教
會
の
教
育

へ
の
影
響
を
排

除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
し
、
第
二
に
は
政
党

が
青
少
年

の
政
治
教
育

に
關
す
る
事
業
ど
責
任
ε
を
澹
當
し
江
の
で
あ
る
。
こ

の
青
少
年

の
政
治
教
育
は
窯
の
し

部
で
あ
る
ヒ
ッ
ト
ラ
ー

・
ユ
ー
ゲ

ン
ド
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
。
今
日
で
は
ド

イ
ツ
の
青
少
年
を
ナ

チ
ス
的
精
神

に
於
い
て
政
治
的
に
教
育
す
る
爲
に
、
爾
親
の
家
・

ヒ
ッ
ト
ラ
ー

●
ユ
ー
ゲ

ン
ド
及
び
國
立
の
學
校
が
協
同
し
て
働
い

暫

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

・
十

国

最
後
に
塵
問
の
自
由
に
つ
い
て
は
如
何
に
な
つ
て
ゐ
る
か
。
こ
れ
は
猫
り
獨
逸

だ
け
で
は
な
く
、
何
處
で
も
、
即
ち
日
本
に
於
て

も
盛
に
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
重
要
問
題
で
あ
る
。
學
問
の
自
由
の
要
求
は
先
づ
自
由
な
る
精
神

へ
の
要
求
で
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

第
百
四
十
二
條
は

「
藝
術
及
學
問
學
説
は
自
由
で
あ
る
。
國
家
は
こ
れ
に
保
護
を
與

へ
そ
の
発
達
促
進
に
干
與

す
る
」
ざ
規
定
し
て

ゐ
る
。
か
く
の
如
き
學
問

の
自
由
は
今
日
の
民
族
共
同
盟
國
家

に
於
て
も
可
能
で
あ
る
か
。



十
二

如
何
な
る
墨
問
的
業
績
も
膿
系
的
、
論
理
的
思
考
の
成
果
で
あ
る
。
故
に
如
何
な
る
學
問
的
業
績
も
常
に
個
入
の
業
績
で
あ
り
、

個
人
思
考
の
成
果
で
あ
る
。
勿
論
學
問
に
於
け
る
共
同
は
可
能
で
あ
り
望
ま
し
い
事
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
個
人
の
思
考
業
績
を

排
斥
し
な
い
限
り
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

・
ロ
ー
ゼ

ン
ベ
ル
グ
は
最
近
、
研
究
者
は
孤
猫

を
必
要
と
し
、
學
問

的
認
識
は
徐

々
に
成
熟
す
べ
き
も
の
で
あ
ム
こ
ご
を
沸
強
調
し
て
ゐ

る
。
こ
の
事

に
つ
い
て
は
、
今
日
下
イ
ッ
に
於
て
も
疑
ば
無
い

の
で
あ
る
。
叉
學
問
的
業
績
の
価
値

は
、
少
く
と
も
實
際
的
必
要
に
よ
つ
て
の
み
判
断
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
意
見

の

一
致
を
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
.勿
論
國
家
危
急
の
際
に
は
、
.例

へ
ば
技
術
的
褒
明

の
如
き
直
接

に
目
前
の
効
果
を
齎
す
如
き
科
學

が
強
く
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
無
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
れ
に
よ
つ
て
忙
と
え
直
接
實
際
的
効
果

を
齎
さ
な
い
學
問
の

領
域
と
錐
も
民
族

の
文
化
に
ε
つ
て
、
殊
に
次
の
時
代
の
學
問

に
{
つ
て
大
き
な
慣
値
を
有
し
て
ゐ
る
こ
ご
を
見
落
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

十
三

只
危
険

は
、
學
者
或
は
藝
術
家
が
、
墨
問
或
は
藝
術
の
事
業
そ
の
も
の
を
自
己
価
値

を
有
す
る
も
の
と
考

へ
、
彼
自
身
そ
の
中
に

在
り
、
そ
れ
か
ら
離
睨
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
自
然
的
、
民
族
的
の
制
約
を
忘
れ
、
之
か
ら
離
脱
す
る
如
く
考

へ
る
こ
と
で
あ
る
。

自
由
主
義
の
國
家
に
於
け
ε
藝
術
や
學
問
は
し
ば
し
ば
こ
の
危
険

に
さ
ら
さ
れ
敗
れ
て
行
つ
江
の
で
あ
る
。
藝
術

は
堕
落
し
九
の
で

あ
つ
忙
が
、
こ
の
堕
落
せ
る
藝
術
作
品
を
臆
面
も
な
く
國
民
の
目
の
前
に
展
覧
す
る
如
き
釈
態
で
あ
つ
た
。
類
似
の
堕
落
状
態
に
陥

`

ナ
チ
獨
逸

に
於
け
る
文
化

・
宗
教

・
教
育
及
學
問

の
法
酌
地
拉
'

九



・

'
-

、

,

・

膚

つ
て
ゐ
江
の
が
矢
張
り
自
由
宅
義
の
學
問
で
あ
つ
た

。

一
九
三
二
年
夏
、
私
は
大
學
學
生
に
対
す

る
演
説
に
於
て
限
定
を
失
つ
忙
學

問
の
危
険
性
を
指
摘
し
、
學
問
ε
い
ふ
美
名
の
下
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
制
約
限
定
を
脱
し
得
る
も
の
と
考

へ
る
こ
と
の
誤
謬
を
強

調
し
九
の
で
あ
つ
た

。
叉
自
由
主
義
の
學
者
が
、
彼
の
説
く
所
の
も
の
は
彼
の
信
念
で
あ
る
か
ら
と
の
理
由
で
、
學
問
の
無
制
限
の

自
由
を
主
張
せ
ん
と
す
る
こ
と
も
亦
誤
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
來
の
問
題
な
の
で
は
な
く
、
か
く
の
如
き
考

へ
を
有
つ
學

者
が
自
ら
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
政
治
的
の
大
使
命
を
途
行
し
、
自
ら
の
生
存
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
民
族
は
、
學

者
も
亦
こ
の
同
じ
職
線
に
立
つ
て
呉
れ
る
こ
と
を
要
求
し
得
、
叉
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
學

者

に
亭
の
知
性
を
犠
牲
に
す
る
己
ざ
が
要
求
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
は
な
く
、
只
彼
自
身
國
民
的
制
約
の
中
に
立
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
正
し

い
感
情
を
所
有
す

べ
き
こ
ざ
の
み
が
彼

に
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

十
四

自
由
主
義

の
學
者
は
屡

々
嬰
問
ε
生
活
と
は
離
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
叉
離

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ε
の
信
念
を
有
し
て
ゐ
江
。

こ
の
典
型
的
な
例
は
ケ
ル
ゼ
ン

の
純
粋
法
學
で
あ
つ
て
、
彼
は
存
在
と
當
爲
、
政
治
ご
法
を
完
全
に
区
別

し
得

る
も
の
ε
信
じ
、
か

く
の
如
く
に
し
て
確
か
に
論
理
的
に
考

へ
抜
か
れ
に
然
し
完
全
に
現
實
ざ
離
れ
江
規
範
麗
系
を
考
ふ
る
に
至
つ
忙
の
で
あ
る
。
然
し

こ
面
は
正
し
い
考

へ
で

は
な
い
。

星
間
ご
人
生
は
離
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
、
墨
問
は
生
活
に
そ
の
力
の
源
泉
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
事

か
ら
し
て
、
學
問
は

血
液
的
、
種
族
的
制
約
の
下
に
あ
る
と
の
我

々
の
信
念
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
學
問
上
の
方
法
は
同

一
で
あ

り
得
る
が
、
學
問
的

政
,

研

究

第

十
巻

第

一
肇

一
Q



熊
度
は
、
そ
の
學
者
の
属
す
る
民
族
性
に
よ
つ
て
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

フ
ヒ
ヒ
テ
は
、
「
彼
が
如
何
な
る
哲
學
を
有
す
る
か
は
、
彼

が
如
何
な
る
人
で
あ
る
か
に
依
る
」
と
言
つ
忙
が
、
我
々
は
こ
の
言
葉
を
昆
族
の
有
す
る
哲
學
は
民
族
の
種
族

と
し
て
の
属
性
ご
民

族
性
に
依
存
し
て
ゐ
る
と
の
意
味
に
も
解
釈

出
來
る
。
東
洋
の
哲
學
は
全
く
西
洋
の
哲
學
ε
特
徴
を
異
に
す
る
。
然
し
乍
ら
、

一
民

族

の
中
に
於
て
も
、
政
治
思
想
の
変
化

は
必
然
的
に
新
し
き
哲
學
を
要
求
す
る
の
で
あ
つ
て
、
薪
し
き
匿
系
的
哲
學
は
政
治
状
勢

が

治
ま
つ
て
始
め
て
磯
展
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
亦
、
今
日
に
於
て
は
猫
體
系

的
な
ナ
チ
哲
學
が
未
ゼ
存
し
な
い
理
由
で
も
あ
る
。

私
は
、
今

印
亜
細
亜
大
陸

に
発
展
し
、
東
亜
に
薪
秩
序
を
建
設
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
日
本
に
於
て
も
亦
、
か
く
の
如
き
日
本
の
立
場

に

相
鷹
し
、
今
日
存
す
る
も
の
と
は
異
る
薪
哲
學
が
生
れ
る
こ
と
を
信
す
る
。

學
者

は
こ
の
自
然
の
制
約
を
常
に
意
識
し
て
居
る
べ
き
で
あ
つ
て
馬
か
く
の
如
き
自
己
限
定
の
意
識
が
あ
れ
ば
あ
る
程
、
彼
の
學

問
は
優
れ
て
居
り
、
健
全
な
る
も
の
で
あ
る
。
學
問
の
領
域
に
於
て
こ
そ
個
人
自
由
ざ
自
然
的
條
件
の
制
約
と
の
相
關
性
が
明
瞭
で

あ
り
、
叉
こ
の
相
互
の
間
の
緊
張
関
係

か
ら
成
果
が
生
れ
て
來
る
の
で
あ
る
。

十
五

墨
問
の
自
由
の
問
題
が
ナ
チ
ス
獨
逸

に
於
て
如
何

に
熟

心
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
例

へ
ば
最
近
に
出
忙
有
名
な

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
法
學
者
ウ
井
ル
ヘ
ル
ム
・
キ
ツ
シ
ユ
の
本
が
之
を
明
か
に
示
し
て
ゐ
る
。
こ
,の
本
は

「
獨
逸
法
墨
者
」
こ
い
ふ
題
目

で
あ
b
、
獨
逸

法
學
士
院
総
裁
、
國
務

(
司
法
)
大
臣
フ
ラ
ン
ク
博
士
の
委
囑
に
依
つ
て
書
か
れ
仁
本
で
あ
る
。
こ
の
本
の
中
に
は
、

特
に
學
問
の
自
由
に
關
す
る
節
が
あ
り
、
そ
こ
に
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
ざ
は
、
ナ
チ
ス
の
公
け
の
立
場
を
最
も
よ
く
表
は
す
も
の
で

ナ
チ
濁
蓮
に
於
け
る
文
化
・
宗
教
漕
設
育
及
學
閏
の
法
的
地
位

一
一
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あ
る
ざ
思
は
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま

曳
次
に
述
べ
や
う
。

十
六

,
今
日
に
於
て
は
、
何
人
と
錐
も
、
元
の
や
う
に
學
問
の
無
前
提
性
を
公
式
的
に
信
す
る
考

へ
の
誤
か
ら
、
離
腕
し
て
ゐ
る
も
の
く

言

ふ
こ
と
が
出
來
や
う
。
如
何
な
る
學
問
的
行
爲
と
錐
も
、
意
識
的
に
或
は
無
意
識
的
に
、
そ
の
學
者
の
有
す

る

一
定
の
基
本
的
な

精
神

的
立
場
の
影
響
の
下

に
あ
る
。
即
ち

如
何
な
る
學
問
曲
行
爲
ε
錐
も
、
人
間
ε
物
ε
の
内
的
関
係

、
即
ち

世
界
観
に
よ
つ
て
限

定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
的
関
係

の
内
容
に
つ
い
て
は
學
問
的
行
爲
の
側
か
ら
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
。

自
分
の
學
問
は
如
何
な
る
"
前
提
"
も
有
し
て
居
ら
ぬ
ざ
誤
信
し
て
ゐ
る
研
究
者
で
あ
つ
ズ
も
、
彼
自
身
に
も
恐
ら
く
は
明
ら
か

に
意
識

に
の
ぼ
つ
て
居
ら
な
い
世
界
観
の
下
に
不
可
避
の
法
則
性
を
以
て
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
如
何
な
る
研
究
の
成
果

と
錐
も
こ
の
意
味
に
於
け
る
主
観
的
な
基
本
方
向
か
ら
離
脱
し
九
純
粋
に
客
観
的
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
面
客
観
的

で
あ
る
と
思
は
れ
て
ゐ
る
す
べ
て
の
科
學
即
ち
自
然
科
學
に
も
適
応

す
る
こ
ご
で
あ
つ
て
、
自
然
科
學
、の
偉
大
な
る
代
表
的
學
者
は

こ
の
事
を
明
か
に
認
識
し
或
は
之
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
事
が
明
か
に
表
れ
て
ゐ
る
の
は
、
歴
史
及
哲
學
の
如
き

結
…棘
科
學
て
あ
る
。

十
七

而
し
て
學
問
の
世
界
観
的
基
礎

へ
の
依
存
を
最
も
明
か
に
示
し
て

ゐ

る
も

の
は
恐
ら
く
は
法
律
學
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
に
於

て
は
、

一
定
の
世
界
観
の
成
果
或
は
部
分
で
は
な
い
法
の
膿
系
は
未
だ
嘗
て
存
し
な
い
の
で
あ
乃
。
而
し
て
各
時
代
の
法
秩
序
と
そ



の
基
本
忙
る
世
界
観
の
関
係

を
明
か
に
研
究
す
る
法
制
史
の
課
題
ぐ
ら
い
興
味
あ
り
ま
た
あ
り
が
た
い
も
の
は
な
い
。
基
本
を
成
す

世
界
観
が
特
徴
が
あ
り
、
統

一
的
で
あ
り
、
閉
ぢ
忙
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
法
秩
序
の
前
提
ε
な
り
之
を
限

定
し
、
そ
の
内
容
を

決
定
す
る
ご
ざ
も
強
い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
か
く
の
如
き
法
秩
序
忽
研
究
す
る
學
も
亦
、
前
提
な
し
に
成
り
立

つ
こ
と
は
出
來
な
い

の
で
あ
る
。
國
民
社
愈
主
義
は
明
瞭
に
認
識
さ
れ
意
識
的
に
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
世
界
観
的
基
礎

の
上
に
成
立
し
て
ゐ
る
。
こ
の
世

界
観
の
内
的
法
則
に
從

つ
て
國
民
社
會
主
義
は
獨
逸
民
族
の
法
秩
序
を
形
成
せ
ん
と
欲
し
て
居
り
、
叉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
世
界
観
に
相
慮
す
る
法
秩
序
が
如
何
に
生
み
出
さ
れ
叉
生
み
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
研
究
す
る
法
律
學
は
、
從
來

の
法
律
學
と
同
じ
く
矢
張
り
前
提
に
依
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
自
ら
自
ら
の
前
提
を
明
か
に
意
識
し
、
こ
れ
を
公
け

に
示
し
て
ゐ
る
こ
と
に
於
て
、

一
暦
首
尾

一
貫
せ
る
も
の
ε
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

十
八

,
か
く
の
如
き
ナ
チ
ス
法
學
は
、
そ
の
世
界
観
的
前
提
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
爲
に
、
他
の
世
界
観
の
基
礎
の
上
に
成
長
し
江
法
律
學

よ
り
も
自
由
の
制
限
せ
ら
れ
九
も
の
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
否
。
何
ε
な
れ
ば
自
ら
意
識
的
に
ナ
チ
ス
的
世
界
観

を
出
発
瓢
と
し
て
選

ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
出
発

黙
か
ら
生
じ
て
來
る
結
果
を

(
外
的
影
響
ご
精
神
的
強
制
か
ら
離
脱
し
忙
)
論
理
ε
方
法
ご
を
以

て
研
究
し
、
確
か
め
る
こ
と

は
、
如
何
な
る
他
の
法
律
學
と
比
較
し
て
も
同
様
に
自
由
な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
ら
選
ん
だ
出
褒
勲
と

基
本
的
世
界
観
と
を
明
か
に
意
識
し
て
ゐ
る
か
ら
只
ナ
チ
ス
以
前
の
法
學
の
や
う
に
、
前
提
か
ら
の
自
由
を
主
張
し
、
自
己
儒
隔
に

、

4

`

陥

る

が
如

き

こ

と

は
な

い

の

で
あ

る
。

ナ
チ
獨
逸

に
於

け
る
文
化

・
宗
教

℃
教

育
及
學
問

の
法
的
地
位

=
二

"
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一
凶

以
上
の
事
は
特
別
の
意
味
に
於
て
前
提
に
制
約
せ
ら
れ
て
居
る
法
律
學
の
本
質
に
も
相
慮
し
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
法
律
學
は

一

定
民
族
の

一
定
の
磯
展
段
階

に
於
け
る
法
秩
序
と
い
ふ
対
象

の
豫
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
黙
に
特
徴
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
を
。
こ
の
封

象
の
研
究
に
當
つ
て
、
論
理
的
に
完
全
に
、
叉
こ
の
意
味
に
於
て
正
當
の
結
果
に
到
達
す
る
こ
と
は
、
こ
の
與

へ
ら
れ
た
る
法
秩
序

の
根
底
九
る
世
界
観
か
ら
出
褒
し
て
、
如
何
な
る
法
の
形
盟
が
こ
の
出
蛮
黙
と
し
て

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
合
す

る
か
を
検
討
す
る
ご

ざ
よ
・9
外
に
ば
な
い
の
で
あ
る
。

十
九

之
に
反
し
て
、
ナ
チ
ス
國
家
は
、
法
學
者
に
対
し

て
、
ナ
チ
ス
の
世
界
観
を
批
判
し
、
こ
の
批
判

か
ら
生
す
る
結
果
を
そ
の
授
業

.
に
於
て
或
は
公
け
の
刊
行
物
に
於
て
磯
表
す
る
ご
ざ
を
許
す
か
否
か
、
亦
も
し
許
す
ε
す
れ
ば
如
何
な
る
範
囲

に
於
て
之
を
爲
す
か

は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
他
の
言
葉
で
言
入
ば
、
獨
逸

法
學
は
、
そ
の
蛮
達
が
國
立
の
大
學
に
委
囑
せ
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
、
そ
の

研
究
の
成
果
を
あ
ら
ゆ
る
外
的
條
件
を
考
慮
に
入
れ
す
し
て
公
表
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
答
は
勿
論

否
定
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

先
づ
、
ナ
チ
ス
國
家
は
法
學
者
達
に
よ
つ
て
、
そ
の
世
界
観
に
反
す
灸
世
界
観
が
文
書

に
よ
つ
て
宣
傳

せ
ら

れ
、
或
は
そ
の
法
思

想
に
反
対

す
る
法
思
想
が
主
張
せ
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
し
、
叉
許
す
こ
と

が
出
來
な
い
こ
と
は
、
何
人
に
も
疑
の
無

い
所
で
あ

る
。
こ
れ
は
既
に
國
家
の
自
己
保
存
ざ
い
ふ
自
然
の
要
求
か
ら
生
じ
る
結
果
で
あ
つ
て
、
國
家
は
之
を
そ
の
國
民
に
対
し

て
も
、
叉

特
に
國
家
的
官
職
を
有
し
、
將
來
官
吏
九
る
も
の
及
び
法
の
擁
護
者
た
ら
ん
症
す
る
も
の
」
教
育
を
委
託
せ
ら
れ
て
ゐ
る
大
學
教
授



、
に
対
し

て
要
求
し
得
る
こ
と

は
言
ふ
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
國
家
は
、
こ
の
國
家

の
存
立
ざ
そ
の
世
界
観
的
基
礎
の
存
立
.

ε
は
同

一
で
あ
る
ε
の
立
場
を
ε
り
、
叉
ε
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
・從

つ
て
、
ナ
チ
ス
國
家
は
そ
の
世
界
観
に
公
け
に
反
抗

し
、
そ
の
信
條

に
反
す
る
學
説
を
公
に
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
之
を
國
家

の
存
立
を
危
殆
な
ら
し
め
る
も
の
と
考

へ
、
文

そ
の

取
扱
ひ
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
勿
論
官
吏
九
る
大
學
教
授

に
も
適
応

す
る
の
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
國
家
は
そ
の

官
吏
に
対
し
て
特

に
高
い
程
度
の
忠
實
を
要
望
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

二
十

獨
逸

の
こ
の
精
神
的
並
に
實
際
的
立
場
は
決
し
て
獨
逸

に
の
み
特
別
な
の
で
は
な
い
。
同
様
の
立
場
臓
多
く

の
國
に
於
て
、
異
る
、

時
に
は
全
く
反
対

の
特
徴
を
以
て
、
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、

一
定
の
世
界
観
に
立
つ
立
場
は
、
フ
ア

ッ
シ
ヨ
、
イ

タ
リ
ヤ
に
於
て
も
・
ソ
ビ

エ
ッ
ト
・

ロ
シ
ヤ
に
於
て
も
同
様
で
あ
り
、
叉
カ
ト
リ

ッ
ク
は
そ
の
勢
力
の
及
ぶ
範
囲

に
於
て
、
極
め
て

鋭
し
叉
首
尾

一
貫
し
た
態
度
で
そ
の
世
界
観
を
徹
底
せ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
學
問

の
自
由
が
強
調
さ
れ
る
民
主
主
義

の
國
家
で

す
ら
も
、
公
開

の
講
演
或

は
刊
行
物
に
於
て
、
例

へ
ば
婚
姻
の
康
止
、
私
有
財
産
制
の
康
止
、
個
人
の
生
命
と
名
巻

ε
の
自
由
侵
害
、

或
は
政
治
上
無
政
府
主
義
或
ひ
は
國
民
社
會
主
義
を
宣
傳
す
る
如
き
學
者
に
法
學
教
授
の
地
位
を
與

へ
或
は
之
を
教
授
と
し
て

そ
の

ま

、
に
し
て
置
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。
但
し
、
か
く
の
如
き
民
主
主
義
國
家
が
自
己
防
禦

の
必
要
上
な
し

に
處
分
を
そ
の
ま
玉

に
自

己
防
禦
・の
爲
の
學
問
自
由
の
制
限
ご
し
て
認
め
る
か
、
或
は
之
を
他
の
理
窟
で
隠
蔽
せ
ん
と
す
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

然
し
若
ル
、
民
主
主
義
國
が
實
際
、
自
己
の
存
立
を
侵
害
し
危
殆
な
ら
し
め
る
學
説
を
も
公
表
す
る
こ
と
を
許
し
九
ε
假
定
す
る

ナ
チ
凋
逸
に
於
け
る
文
化
・
宗
教
・
教
育
及
摩
問
の
法
的
地
位

一
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亀
一

な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
自
由
主
義
の
態
度
は
ナ
チ
ス
の
も
の
ε
は
全
く
異
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
め
國
家
は
國
民
の
幸
幅
を
あ
ら
ゆ

る
政
策
の
上
の
根
本
方
針
ε
し
、
何
が
眞
に
國
民
に
幸
福

を
齎
す
か
否
か
の
判
断
は
國
家
自
ら
が
爲
す
の
で
あ

つ
て
、
從
つ
て
弥
ε

え
學
説
の
形
に
於
て
爲
さ
れ
る
意
見
の
獲
表
ε
難
も
、
そ
れ
が
民
族
共
同
齢
に
と
つ
て
害
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
相
鷹
す
る
取
扱

ひ
を
爲
す
の
で
あ
る
。
之
は
官
吏
と
し
て
任
命
せ
ら
れ
て
ゐ
る
大
學
教
授
の
意
見
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
叉
そ
の
場
合
に
こ
そ

正
に
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
粗
の
で
あ
る
。

二
十

嗣

二
十
世
紀
の
國
家

に
と
つ
て
、
同
じ
く
重
要
な
問
題
で
あ
る
墨
問
と
宣
傳
の
問
題
に
つ
い
て
、猫
二
、
三
申
し
蓮
べ
る
こ
と

を
許
さ

れ
江
い
。
カ
ー
ル

・
シ
ュ
ミ
ツ
ト
は
議
會
主
義
に
關
す
る
思
索
に
富
ん
だ
論
文
で
、
議
會
主
義

の
意
義
は
、
創
造
的
な
討
議
に
よ
つ

て
政
治
上
の
封
手
を
説
得
し
得
る
も
の
ご
信
じ
て
ゐ
た
所
に
あ
る
ε
言

つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
見
解
で
あ

る
。
而
し
て
學
問
に

於
い
て
も
、
か
～
、
の
如
き
よ
き
意
味
の
討
議
と
論
述
に
よ
る
相
互
閑
明
ご
に
よ
ら
な
け
れ
ば
進
歩
を
期
し
得
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
な
、
何
人
に
も
疑
の
無
い
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
之
は

(
而
し
て
か
く
の
如
き
討
論
に
よ
る
政
治
は
)
政
治
が
比
較
的
小
さ
い

範
囲

の
問
題
で
あ
る
時
代
に
は
猫
可
能
で
あ
つ
た
。

之
に
反
し
て
二
十
世
紀
の
國
家

に
於
て
は
、之
ご
異
る
関
係

に
な
つ
て
ゐ
る
。
大
民
族
、
大
國
家
間
の
政
治
の
時
代
に
於
て
は
、
こ

の
大
民
族

の
統

一
的
な
政
治
上
の
態
度
を
確
保
す
る
爲
に
政
治
的
宣
傳
が
必
要
で
あ
る
。
故
に
A
マ
日
何
れ
の
國
家

に
於
て
も
、
即
ち

民
主
主
義
の
國
家
に
於
て
す
ら
も
、
政
治
的
宣
傳
を
否
定
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
從

つ
て
宣
傳
省

の
制
度
を
見
る
に
至
る
こ



と
は
自
然

の
結
果
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち

宣
傳
行
爲
は
常
に

一
定
の
目
的
の
下
に
行
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
目

的
を
到
達
す
る
爲

に
如
何
な
る
手
段
が
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
叉
如
何
な
る
範
囲

に
於
て
宣
傳
は
正
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
搬
か
、

と
い
ふ
こ
と
は
、
宣
傳
技
術
の
問
題
で
あ
b
、
叉
之
に
よ
つ
で
成
否
の
分
る
る
問
題
で
あ
つ
て
、
之
以
上
詳
述

し
な
い
。

之

に
対
し
て
、
學
問
的
行
爲
の
目
的
は
、
既
に
述

べ
忙
や
う
に
、
直
接
に
實
際
上
の
目
的
で
は
な
い
。
叉
學
問
は
そ
の
學
問

の
よ

つ
て
立
つ
民
族
的
制
約
の
範
囲

内
に
於
い
て
客
観
的
で
あ
り
、
因
果
関
係

に
從

つ
て
最
経
ま
で
思
考
せ
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。即
ち
、
そ
の
目
的
と
本
質
と
に
於
て
、
學
問
ε
宣
傳
ご
は
相
違
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
を
混
同
す

る
こ
と

は
誤
で
あ
り

叉
危
険

で
も
あ
る
。
之
に
対
し

て
、
實
際

に
適
用
せ
ら
れ
た
學
問
ど
宣
傳
と
が
、
相
互
に
相
燭
れ
る
も
の
で
あ
り
、
連
關
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
學
問
的
方
法
を
以
て
す
る
學
問
が
國
民
的
宣
傳
の
爲
に
奉
仕
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
ふ
を
侯
九
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
そ
の
場
合
に
も
、
學
問
は
常
に
學
問
的
方
法
を
以
て
爲
さ
る
べ
く
決
し
て
そ
の
學
問
と
し
て
の
性

格
を
失

つ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

す
べ
て
以
上
御
話
中
し
上
げ
忙
こ
と

は
、
人
類
創
始
以
來
の
問
題
で
あ
り
、
叉
人
類
が
生
存
し
精
神
的
に
生
活
す
る
以
上
永
久
の

"

問
題
で
あ
る
べ
き
人
間

の
自
由
構
成
の
問
題

の
一
断
面
に
つ
い
て
申
し
上
げ
忙
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
象
。
政
治
生
活
に
於
て
は
、

一
方
に
は
秩
序
と
限
定
の
諸
原
則
、
他
方
に
於
て
は
無
限
定
の
個
人
自
由
が
あ
り
こ
の
間
を
叢
展
の
振
子
が

一
方
か
ら
他
方

へ
ご
繰

返
し
振
動
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
政
治
の
歴
史
は
、
こ
の
ど
ち
ら
か

一
方
の
原
則
が
あ
ま
う
に
過
度

に
誇
張
さ
れ
九
ε

ナ
チ
獨
逸
に
於
け
る
文
化
・
宗
教
.℃
教
育
及
學
問
の
法
的
地
位
「

一
七
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號

一
八
、

き
は
、
必
す
反
動
が
來
た
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
つ
た
。
自
由
平
寺
め
原
則
を
主
張
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
國
民
を
翠
に
支

、

曳

配
の
対
象

ε
考

へ
江
專
制
主
義
に
劉
す
る
反
動
で
あ
つ
π
。
今
日
眞
に
政
治
的
に
値
あ
る
穫
威
の
再
興
が
要
求

せ
ら
れ
る
の
は
、
自

然
の
、
民
族
的
の
制
約
か
ら
離
脆
し
得
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
江
個
人
主
義
的
自
由
主
義

へ
の
反
動
で
あ
る
。.
共
同
盟
の
制
約
と
共
同

盟
の
中
の
精
神

的
學
問
的
勢
作
ご
を
正
し
く
調
整
し
、

一
結
合
の
下
に
健
康
な
緊
張
関
係

に
齎
す
こ
と
が
近
代

の
國
民
生
活
に
於
て
、

効
果

的
政
治
形
燈
を
建
設
す
る
場
合
の
最
も
重
要
な
る
窯
で
あ
る
ざ
信
す
る
。

(
完
)


