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ロ
ブ
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所
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　姉
崎
正
治
は
一
般
的
に
は
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
者
の
始
祖
と
し
て
そ
の
名

を
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
姉
崎
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
国
際
連
盟

の
設
立
に
尽
力
し
た
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
姉
崎
の
思
想
が
ど

の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
連
関
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在

ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い★
★

。
し
か
し
、
小
林

啓
治
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
お
い
て
姉
崎
は
社
会
進
化
論
の
「
弱

肉
強
食
・
適
者
生
存
」
と
い
う
枠
組
み
に
批
判
的
な
立
場
を
取
り
、
同
じ
く
社

会
進
化
論
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
相
互
扶
助
」
と
い
う
観
点
を
強
く
も
つ
よ
う
に

至
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る★
★

。

し
か
し
、
小
林
が
こ
の
「
発
見
」
を
す
る
ま
で
は
、
姉
崎
の
社
会
進
化
論
に

つ
い
て
有
益
な
先
行
研
究
が
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
例
え
ば
近
代
日
本
に

お
け
る
社
会
進
化
論
を
包
括
的
に
扱
っ
た
松
本
三
之
介
『「
利
己
」
と
他
者
の

は
ざ
ま
で
：
近
代
日
本
に
お
け
る
社
会
進
化
思
想
』★
★

に
お
い
て
も
、
姉
崎
の

名
前
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
宗
教
学
的
見
地
、
あ
る
い
は
社
会
思
想
史
的
見
地
か
ら
当
該
期
の
姉

崎
を
研
究
す
る
も
の
は
、
概
ね
姉
崎
の
宗
教
思
想
の
核
で
あ
る
「
人
本
主
義
」

に
そ
の
焦
点
の
中
心
を
当
て
て
ば
か
り
い
る★
★

。

つ
ま
り
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
社
会
進
化
論
研
究
者
は
姉
崎
の

名
前
を
知
ら
な
い
し
、
姉
崎
を
知
る
も
の
は
社
会
進
化
論
を
知
ら
な
い
の
で
あ

る
。そ

の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
先
に
触
れ
た
小
林
の
「
発
見
」
は
非
常
に
示

唆
的
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
示
唆
に
と
ど
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
と
も

い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
小
林
の
姉
崎
論
は
、
あ
く
ま
で
同
時
代
の
国
際
秩
序

構
想
分
析
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
無
論
、
第
一
次
世
界

大
戦
期
と
い
う
、一
般
的
に
は
帝
国
主
義
の
全
盛
期
を
迎
え
る
時
に
あ
た
っ
て
、

小
野
寺
　
真
人

姉
崎
正
治
と
／
の
進
化
論

　—
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て—
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社
会
進
化
論
と
国
際
秩
序
は
大
き
な
連
関
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、「
弱
肉
強
食
・

適
者
生
存
」
的
な
社
会
進
化
論
は
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
熾
烈
な
主
権
国
家

同
士
の
戦
争
状
態
を
惹
起
／
正
当
化
す
る
し
、
一
方
の
「
相
互
扶
助
」
は
戦
後

の
国
際
秩
序
、
具
体
的
に
は
国
際
連
盟
結
成
に
よ
る
主
権
国
家
同
士
の
共
存
共

栄
を
導
出
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
で
あ
る
。
本
稿
で
は
姉
崎
の
社
会
進
化
論
を
純
化
し
た
上

で
抽
出
す
る
こ
と
を
ま
ず
は
試
み
た
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
当
該
期
の
日
本

の
言
説
空
間
に
お
い
て
、
社
会
進
化
論
は
依
然
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し

て
お
り
、
例
え
ば
、
大
杉
栄
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
大
き
く
そ
の
影
を
落
と
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る★
★

。
姉
崎
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
構
想
が
い
か
な
る
社
会
進
化
論

に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
問
う
こ
と
は
、
日
本
国
内
で

の
民
主
主
義
の
問
題
に
ど
う
応
答
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
国
際
社
会
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
民
主
主
義
を
実
現
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
両
方
に
関
す
る

壮
大
な
問
い
を
含
ん
で
い
る
、と
い
う
の
が
現
時
点
で
の
本
稿
の
仮
説
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
が
赦
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
姉
崎
の
社
会
進
化
論
を
国
際
秩

序
構
想
と
し
て
の
み
捉
え
る
だ
け
で
は
、
そ
の
思
想
的
意
義
を
全
貌
に
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
の
こ

と
を
志
向
す
る
。
第
一
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
姉
崎
の
社
会
進
化
論
を
純

化
し
て
抽
出
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
同
時
代
の
日
本
国
内
に
お
け
る
姉
崎
の
立

ち
位
置
を
理
解
す
る
た
め
に
、国
際
法
学
者
で
あ
る
恒
藤
恭
の
思
想
と
比
較
し
、

同
時
代
の
言
説
空
間
の
中
に
お
け
る
姉
崎
と
い
う
特
異
点
が
何
だ
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
志
向
性
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
の
視
座
は
社
会
思
想
史
、
国
際
政
治

学
、宗
教
学
の
い
ず
れ
か
の
み
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
さ
し
く
、イ
ン
タ
ー

デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
で
は
な
く
、
ト
ラ
ン
ス
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
な
思
想
史
こ
そ
が

要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

 

さ
て
、
前
置
き
で
あ
ま
り
に
も
大
上
段
に
構
え
す
ぎ
て
も
仕
方
が
な
い
。

以
下
か
ら
早
速
分
析
作
業
に
入
っ
て
い
き
た
い
。

第
一
章
　
姉
崎
社
会
進
化
論
の
基
礎—

—

『
新
時
代
の
宗

教
』
を
読
む

本
章
で
は
、
姉
崎
が
本
格
的
に
社
会
進
化
論
を
展
開
す
る
以
前
の
基
礎
的
な

認
識
地
図
を
、『
新
時
代
の
宗
教
』
か
ら
看
取
し
て
き
た
い
。
姉
崎
は
人
間
と

国
家
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

総
て
の
事
、
人
間
の
為
に
人
間
で
や
つ
て
の
け
る
と
し
て
進
ん
だ
勇
気

に
は
、
実
に
賞
賛
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、「
人
間
の
為
に
」
と
い
ふ
事

は
利
害
の
尺
度
以
外
に
出
ず
、
利
害
の
競
争
を
万
事
の
力
と
し
た
結
果
、

人
間
自
ら
の
人
格
を
も
、
利
得
成
功
と
い
ふ
而
に
偏
し
た
畸
形
に
陥
ら

し
め
る
に
至
つ
た
。
利
害
本
位
、
現
実
万
能
の
人
間
が
神
意
天
命
を
敬

し
な
い
の
は
謂
ふ
ま
で
も
な
い
事
で
あ
り
、
人
間
相
互
の
間
で
も
、
人

と
し
て
人
情
の
結
合
を
遂
げ
得
な
い
で
、
人
と
人
と
、
国
と
国
と
、
互

い
に
狼
と
な
っ
て
噬
ひ
合
ふ
に
至
つ
た
の
は
、
人
類
自
ら
作
り
出
し
た

運
命
、
至
当
必
然
の
応
報
に
外
な
ら
ぬ
。
大
戦
の
惨
禍
は
、
其
の
害
悪

の
極
端
を
蒙
つ
た
国
家
や
個
人
に
対
し
て
は
特
に
い
た
は
し
い
が
、
而
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か
も
之
を
人
類
の
共
同
責
任
と
し
て
見
れ
ば
、
人
類
全
体
が
其
の
惨
禍

不
幸
を
分
担
し
、
而
し
て
其
か
ら
生
ず
る
覚
醒
に
依
つ
て
、
人
類
の
罪

亡
ぼ
し
を
行
ひ
、
人
類
将
来
の
方
針
を
決
す
べ
き
で
あ
る
。★
★

　

こ
こ
で
は
「
神
意
天
命
」
と
い
う
宗
教
的
観
念
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る

が
、注
目
す
べ
き
は
、「
大
戦
の
惨
禍
」を「
人
類
の
共
同
責
任
」と
位
置
づ
け
、「
人

類
全
体
」
が
「
覚
醒
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
類
将
来
の
方
針
を
決
す
べ
き
」

と
い
う
、
人
類
へ
の
信
頼
と
能
動
性
へ
の
期
待
で
あ
る
。

さ
ら
に
姉
崎
は
こ
う
い
う
。

人
類
が
衷
心
の
反
省
大
懺
悔
に
依
つ
て
、
今
ま
で
の
文
明
生
活
を
変
革

し
、
人
生
に
対
す
る
思
想
を
一
新
す
べ
し
と
い
う
要
求
は
、
最
も
真
摯

の
声
と
し
て
思
想
嚮
導
者
の
覚
醒
を
促
し
つ
つ
あ
る
。
利
害
競
争
の
小

天
地
を
脱
し
て
、
人
情
結
合
、
人
類
協
同
の
立
場
に
立
ち
、
人
と
人
と

相
互
に
尊
重
し
、
人
間
を
神
霊
の
表
現
と
し
て
、
自
他
共
に
人
格
の
霊

化
発
達
を
目
的
に
す
れ
ば
、
此
の
如
き
生
活
の
中
に
は
、
一
切
万
人
が

神
霊
の
中
に
融
和
す
る
実
を
挙
げ
得
る
。
此
の
信
念
に
基
き
、
此
の
如

き
神
霊
の
力
を
仰
ぎ
信
じ
て
、
之
を
個
人
生
活
に
も
実
行
し
、
社
会
組

織
に
も
国
際
関
係
に
も
適
用
す
る
。★
★

こ
こ
で
も
人
間
を
「
神
霊
の
表
現
」
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
宗
教
色
の
強
さ

が
伺
え
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
人
間
が
宗
教
を
通
じ
て
「
人
と
人

と
相
互
に
尊
重
し
」、「
個
人
生
活
に
も
実
行
」
す
る
こ
と
で
、「
社
会
組
織
に

も
国
際
関
係
に
も
適
用
」
し
て
い
く
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
姉
崎

に
と
っ
て
人
間
と
は
、
世
界
を
能
動
的
に
構
成
す
る
一
部
と
し
て
見
做
し
、
な

お
か
つ
そ
の
よ
う
に
「
霊
化
発
達
」
し
う
る
／
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
で
あ
る
べ
き
人
間
は
、
ど
の
よ
う
に
一
九
世
紀
を
生
き
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
姉
崎
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
九
世
紀
の
文
明
は
、
工
業
革
命
の
結
果
に
、
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
が
進
化
説

の
誤
解
濫
用
を
併
せ
て
、『
生
存
競
争
』
に
没
頭
し
過
ぎ
、
個
人
も
階
級

も
国
家
も
、
皆
相
率
ゐ
て
此
の
競
争
道
理
に
何
者
か
を
獲
取
す
る
外
に

は
、
何
事
に
も
眼
を
開
き
得
ざ
る
に
至
つ
た
…
（
中
略
）
…
然
る
に
工

場
組
織
必
然
の
結
果
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
資
本
と
労
働
と
相
対
し
て
、

各
自
利
益
の
獲
取
の
み
に
腐
心
し
、
何
れ
の
国
に
も
此
二
階
級
の
衝
突

を
来
し
て
、
其
の
極
は
、
社
会
内
部
の
不
調
破
綻
を
激
成
し
て
き
た
。

其
の
上
此
の
如
き
大
組
織
の
商
工
業
を
伸
張
す
る
為
に
、
国
家
は
各
々

物
資
の
供
給
を
豊
に
し
、
商
品
販
路
の
拡
張
を
図
ろ
う
と
し
、
其
為
に

は
軍
備
を
具
へ
、
所
謂
る
国
際
競
争
は
富
国
強
兵
の
標
識
を
唯
一
の
導

き
と
し
て
、
終
に
世
界
的
大
戦
争
に
破
裂
す
る
ま
で
に
立
ち
至
つ
た
。

此
に
於
て
、
人
間
の
生
活
が
外
延
的
に
伸
張
し
、
生
活
の
物
資
が
豊
富

に
な
つ
た
結
果
、
人
生
の
内
容
は
却
て
、
衝
突
破
綻
を
増
し
、
国
家
は

富
強
の
力
を
進
め
得
た
と
共
に
、
人
類
の
生
活
は
、
そ
れ
だ
け
亀
裂
を

増
し
、
争
闘
を
激
く
し
て
、
文
明
の
意
義
が
何
処
に
あ
る
か
、
分
か
ら

な
く
な
つ
て
了
つ
た
。★
★
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姉
崎
に
よ
れ
ば
、
工
業
文
明
こ
そ
が
「
社
会
内
部
の
不
調
破
綻
」
や
「
人
類
の

生
活
」
の
「
亀
裂
」
を
増
し
、「
争
闘
を
激
く
し
て
」「
終
に
世
界
的
大
戦
争
に

破
裂
」
す
る
ま
で
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
あ
れ
ば
、

姉
崎
に
と
っ
て
真
に
文
明
的
な
人
類
の
あ
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る

の
か
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
、
次
章
で
は
『
世
界
文
明
の
新
紀
元
』
を
つ
ぶ
さ

に
分
析
し
て
い
こ
う
。

第
二
章
　
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
姉
崎
社
会
進
化
論—

『
世
界
文
明
の
新
紀
元
』
よ
り

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
新
た
な
国
際
秩
序
に
基
づ
く
文
明
を
構
想
す
る
に
あ

た
り
、
ま
ず
姉
崎
は
社
会
進
化
論
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
そ
の
も
の
に
立
ち
戻
っ
て
考

え
る
。
端
的
に
は
次
の
よ
う
な
主
張
と
な
る
。

　
生
存
競
争
『
此
の
言
を
用
ひ
る
に
当
つ
て
、
最
初
に
言
つ
て
お
く
が
、

此
は
弘
い
意
味
、
又
形
容
の
意
味
で
用
ひ
る
の
で
、
一
生
物
が
他
の
生

物
に
依
頼
す
る
事
を
も
含
み
、
又
個
体
の
生
命
ば
か
り
で
な
く
、
子
孫

を
残
す
上
に
於
て
互
に
依
頼
す
る
事
を
も
含
む
。』
此
が
所
謂
る
生
存

競
争
を
学
説
的
に
組
織
し
た
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
の
言
で
あ
る
。
即
ち
生
存
競

争
と
は
、
生
物
が
己
れ
の
生
存
を
維
持
し
拡
張
す
る
為
に
他
を
犠
牲
に

す
る
事
、
即
ち
他
を
排
斥
し
て
の
競
争
も
、
其
の
一
面
で
あ
る
が
、
同

類
が
相
助
け
て
他
に
当
る
事
、
又
天
然
周
囲
の
変
化
に
適
応
す
る
事
か

ら
、
都
合
の
好
い
生
存
状
態
を
求
め
て
苦
労
努
力
す
る
事
、
乃
至
は
異

類
の
生
物
が
相
輔
け
相
補
つ
て
生
存
の
利
益
を
計
る
事
を
も
含
蓄
し
て

のstruggle

（
競
争
の
み
で
な
く
、
弘
く
努
力
奮
闘
苦
労
）
で
あ
る
。★
★

す
な
わ
ち
「
生
存
競
争
」
は
「
他
を
犠
牲
に
す
る
事
」
と
「
他
を
排
斥
し
て
」

行
わ
れ
る
こ
と
は
「
其
の
一
面
」
と
し
て
は
認
め
る
も
の
の
、
都
合
の
好
い
生

存
状
態
を
求
め
て
苦
労
努
力
す
る
事
」
と
「
異
類
の
生
物
が
相
輔
け
相
補
つ
て

生
存
の
利
益
を
計
る
事
」
に
姉
崎
は
重
き
を
置
く
。

で
は
、
そ
れ
が
人
間
社
会
に
応
用
さ
れ
る
時
、
ど
の
よ
う
な
理
路
を
形
成
し

て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
を
み
て
み
よ
う
。

　
即
ち
、人
生
に
は
競
争
も
あ
る
が
調
和
も
あ
り
、競
争
と
云
ふ
中
に
も
、

他
を
排
し
て
の
競
争
の
み
な
ら
ず
、
他
人
に
励
ま
さ
れ
て
の
感
情
努
力

も
あ
る
に
拘
ら
ず
、
生
存
と
云
へ
ば
競
争
、
競
争
と
い
へ
ば
、
他
を
排

せ
な
け
れ
ば
な
ら
る
と
い
ふ
様
に
信
じ
て
、
個
人
の
間
に
も
、
階
級
の

間
に
も
、
国
民
の
間
に
も
無
慈
悲
無
容
赦
の
競
争
を
激
成
し
た
の
は
、

一
部
（
或
は
大
部
分
）
誤
つ
た
生
存
競
争
観
念
の
結
果
と
云
は
ざ
る
を

得
な
い
。★1★

こ
う
し
て
姉
崎
は
「
人
生
に
は
」「
他
人
に
励
ま
さ
れ
て
の
感
情
努
力
も
あ
る
」

と
し
て
「
無
慈
悲
無
容
赦
の
競
争
を
激
成
」
す
る
社
会
進
化
論
は
「
誤
つ
た
生

存
競
争
観
念
の
結
果
」
と
断
定
す
る
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
集
団
で

あ
る
国
家
は
、
姉
崎
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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勿
論
国
家
は
一
個
人
と
違
つ
て
諸
種
の
方
面
に
発
展
す
る
必
要
は
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
無
限
の
欲
望
な
ど
と
い
ふ
事
は
空
夢
に
過
ぎ
な
い
。

例
へ
は
、
国
防
上
、
日
本
は
朝
鮮
海
峡
を
必
要
と
し
、
又
朝
鮮
の
併
合

を
必
要
と
し
た
が
、朝
鮮
の
防
衛
に
は
満
洲
、満
洲
の
為
に
は
バ
イ
カ
ル
、

バ
イ
カ
ル
の
為
に
は
何
々
と
云
は
ゞ
、
如
何
に
ど
れ
も
必
要
の
如
く
に

見
え
る
が
、
其
様
な
無
限
の
欲
望
は
、
必
ず
し
も
真
に
国
民
の
生
命
を

充
実
し
、
健
全
に
発
達
す
る
路
で
な
く
、
只
々
膨
張
す
る
者
は
、
却
て

内
部
に
弱
点
欠
点
を
生
じ
て
、
其
の
為
自
ら
倒
れ
る
。★★★

こ
の
よ
う
に
し
て
姉
崎
は
国
家
の
特
徴
を
「
一
個
人
と
違
つ
て
諸
種
の
方
面
に

発
展
す
る
必
要
」
が
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
つ
つ
も
、「
只
々
膨
張
す
る
者
は
、

却
て
内
部
に
弱
点
欠
点
を
生
じ
て
、
其
の
為
自
ら
倒
れ
る
」
と
し
て
、
帝
国
主

義
国
家
の
際
限
の
な
い
膨
張
主
義
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
結
語
に
お
い
て
も
総
括
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
帝
国
日
本

の
既
得
権
益
で
あ
っ
た
植
民
地
朝
鮮
へ
の
侵
略
を
「
必
要
」
と
し
て
い
る
こ
と

に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
社
会
進
化
論
か
ら
以
下
の
よ
う
な
国
際
秩
序
構
想
が
導

出
さ
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
国
民
の
自
由
と
い
ふ
事
と
、
国
際
関
係
の
道
徳
に
も
、
個
人

良
心
の
判
断
と
制
裁
と
を
伸
張
す
べ
し
と
い
ふ
事
に
あ
る
、
人
間
人
格

の
尊
厳
と
、
此
を
基
礎
に
し
た
国
際
の
正
義
と
云
ふ
事
、
此
は
今
回
の

戦
争
に
依
つ
て
一
層
痛
切
に
連
合
国
の
指
導
者
を
刺
激
し
つ
ゝ
る
理
想

で
あ
る
。
此
の
如
き
理
想
が
将
来
に
行
は
れ
る
や
否
や
と
危
ぶ
み
、
躊

躇
し
遅
疑
し
、
形
勢
を
観
望
す
る
よ
り
も
、
我
々
は
此
に
対
す
る
去
就

を
決
す
べ
き
時
期
に
際
会
し
て
居
る
。★1★
　

こ
こ
に
お
い
て
姉
崎
は
「
国
民
の
自
由
」
と
「
国
際
関
係
の
道
徳
」
に
つ
い
て

も
、「
個
人
良
心
の
判
断
と
制
裁
」
を
「
伸
張
す
べ
し
」
と
唱
え
、「
人
間
人
格

の
尊
厳
」
と
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
「
国
際
の
正
義
」
を
希
求
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
個
人
が
国
際
関
係
の
あ
り
方
に
対
し
て
も
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
一
種
の
「
地
球
大
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
構
想
と
評
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
姉
崎
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
人
類
が
進

む
べ
き
文
明
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
姉
崎
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
構
想
の
帰
結—

『
社
会

の
動
揺
と
精
神
的
覚
醒
』
の
考
察
よ
り

本
章
で
は
、
姉
崎
社
会
進
化
論
が
ど
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
へ
と
変
貌
し
て
い
く
の
か
、最
終
的
な
過
程
と
帰
結
を
み
て
み
た
い
。

ま
ず
姉
崎
は
一
九
世
紀
文
明
を
総
括
し
て
、
こ
う
い
う
。

驚
く
べ
き
世
紀
と
呼
ば
れ
る
第
十
九
世
紀
に
於
け
る
最
大
運
動
は
、

進
化
説
の
影
響
か
ら
出
た
。
独
り
科
学
の
み
な
ら
ず
、
人
生
、
社
会
に

関
す
る
努
力
で
も
思
想
で
も
、
進
化
説
の
観
念
の
影
響
を
受
け
た
事
は

大
且
つ
深
い★1★
。
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こ
う
し
て
姉
崎
は
一
九
世
紀
文
明
と
進
化
論
と
の
関
係
を
再
度
説
く
。
そ
の
悪

影
響
に
つ
い
て
は
第
一
章
と
第
二
章
で
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
姉
崎
社
会
進
化
論
と
社
会
主
義
と
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
姉
崎
は

ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

大
戦
は
、
大
き
な
震
蕩
を
社
会
全
体
又
個
人
各
々
の
心
に
与
へ
て
、

世
事
、
人
生
を
革
命
的
に
見
る
傾
向
を
促
し
た
、
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
も

其
の
一
で
あ
る
…
（
中
略
）
…
人
間
の
個
性
を
尊
重
せ
ず
、
そ
の
目
的

の
為
に
は
、
人
の
生
命
、
財
産
を
没
却
す
る
事
を
厭
は
な
い
。
此
の
精

神
状
態
は
、
戦
後
の
世
界
、
何
れ
の
国
に
も
多
少
と
も
存
在
し
て
居
る

か
ら
、
レ
ー
ニ
ン
の
宣
伝
な
く
と
も
、
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
は
、
都
合
の

よ
い
土
壌
を
諸
方
に
発
見
し
得
る
。
軍
隊
は
戦
場
よ
り
引
き
上
げ
る
時

に
、
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
を
抱
い
て
帰
国
す
る
今
日
の
状
態
、
こ
れ
は
実

に
世
界
文
明
に
と
つ
て
の
重
大
問
題
で
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
は
ロ
マ
ノ
フ
王

朝
と
教
会
と
の
圧
迫
に
対
し
て
、
殆
ど
病
的
に
な
る
ま
で
反
抗
し
、
遂

に
今
の
革
命
を
起
し
た
が
、
世
界
の
傾
向
の
中
に
は
、
対
戦
の
結
果
、

社
会
状
態
と
心
理
状
態
と
、
共
に
謂
は
ゆ
る
過
激
主
義
を
醸
成
す
る
精

神
が
見
え
る
。
各
国
の
同
盟
罷
工
が
赤
化
的
傾
向
を
示
し
て
来
た
の
は
、

其
の
一
例
で
あ
る
。★1★

こ
の
よ
う
に
姉
崎
は
社
会
主
義
に
つ
い
て
は
極
め
て
否
定
的
で
あ
る
。し
か
し
、

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
社
会
主
義
が
「
人
間
の
個
性
を
尊
重
」
し
な
い
こ
と
に

こ
そ
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
姉
崎
に
と
っ
て
の
最
大
の
重
要
要
素
は
、
今
ま
で

み
て
き
た
よ
う
に
、
各
々
の
人
間
個
性
の
尊
重
が
、
世
界
大
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
ま
で
発
展
し
う
る
／
す
べ
き
、
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
を
等
閑
視
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
次
の
史
料
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

兎
に
角
、
現
代
で
は
、
人
民
全
体
が
共
に
協
同
し
、
人
民
全
体
の
為
に
、

社
会
生
活
を
営
む
。
斯
う
い
ふ
態
度
に
於
て
社
会
生
活
を
す
る
必
要
あ

る
と
共
に
、
斯
く
の
如
く
生
活
し
得
る
可
能
性
が
増
し
て
来
て
居
る
。

こ
れ
が
現
代
の
社
会
生
活
の
特
色
で
あ
つ
て
、
斯
く
の
如
き
社
会
生
活

を
せ
う
と
す
る
為
に
、
今
ま
で
の
封
建
的
遺
風
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
れ
か
ら
種
々
の
難
問
を
も
惹
き
起
こ
し
て
来
た
。
即
ち
如
何
に

し
て
人
民
全
体
が
社
会
生
活
を
円
満
に
し
、
そ
の
意
義
を
充
実
す
べ
き

か
、
之
が
問
題
で
あ
る
。★1★

こ
の
よ
う
に
、あ
く
ま
で
姉
崎
は
「
人
民
全
体
」
の
「
協
同
」
に
重
き
を
置
き
、

「
人
民
全
体
の
為
に
、
社
会
生
活
を
営
む
」「
可
能
性
が
増
し
て
」
い
る
こ
と
を

強
調
し
て
や
ま
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
各
々
の
人
間
個
性
の
尊
重
は
基
本
的

大
前
提
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
姉
崎
に
と
っ
て
、
人
間
社
会
と
そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
と
の
関
係
は

こ
の
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
端
的
に
示
す
史
料
を
読
解
し
て
お
こ
う
。

人
間
社
会
は
有
機
的
渾
一
体
で
あ
る
と
い
ふ
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
最

近
世
界
文
明
、
人
類
の
社
会
生
活
に
は
、
恰
も
癌
腫
が
生
じ
つ
つ
あ
る
。
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大
戦
は
要
す
る
に
、
十
九
世
紀
文
明
の
最
悪
な
破
綻
を
示
し
た
も
の
で
、

世
界
何
れ
の
国
民
も
其
の
責
任
を
免
れ
る
事
は
で
き
な
い
。
か
つ
大
戦

の
影
響
は
欧
州
大
陸
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。
日
本
人
の
多
く
は
、
欧
州

戦
争
と
称
し
て
、
陸
戦
の
事
の
み
考
へ
、
世
界
の
海
に
も
戦
乱
が
波
及

し
た
事
を
考
へ
な
い
が
、
大
戦
は
其
の
廣
□
が
世
界
的
で
あ
つ
た
の
み

な
ら
ず
、
其
の
社
会
的
、
道
徳
的
意
義
に
於
て
世
界
的
で
あ
つ
た
。
其

の
原
因
は
十
九
世
紀
文
明
の
欠
陥
に
基
き
、
改
造
問
題
を
世
界
文
明
全

体
の
問
題
と
し
て
提
供
す
る
事
に
於
て
、
大
戦
の
意
味
は
世
界
的
で
あ

る
。★1★

こ
の
よ
う
に
姉
崎
は
「
人
間
社
会
」
を
「
有
機
的
渾
一
体
」
と
み
な
す
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
第
一
次
世
界
大
戦
は
、「
改
造
問
題
」
と
し
て
「
世
界
的

文
明
全
体
の
問
題
」
と
な
り
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
姉
崎
は
世
界
文
明
全
体
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
消
す
べ
き
と
考
え

る
の
か
。
姉
崎
は
結
末
と
し
て
こ
う
述
べ
る
。

要
す
る
に
、
人
生
に
社
会
的
連
絡
が
増
し
、
人
道
観
念
民
本
思
想
が

起
つ
て
来
た
の
は
、
ど
う
し
て
も
防
止
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
勢
力
で

あ
つ
て
、
其
の
現
象
は
十
九
世
紀
文
明
の
徳
澤
で
あ
る
が
、
他
方
に
は

そ
れ
と
共
に
生
じ
て
来
た
財
力
、
武
力
、
権
力
の
結
合
が
、
此
の
文
明

の
健
全
な
発
達
を
害
し
、
そ
こ
で
種
々
の
葛
藤
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
社
会
内
部
の
整
理
、
発
達
に
は
、
ど
う
し
て
も
国
際
関
係
を
も

健
康
に
す
る
要
が
あ
る
と
共
に
、
此
の
内
部
の
問
題
と
い
ふ
も
の
、
即

ち
労
働
問
題
、
婦
人
問
題
、
社
会
奉
仕
の
事
業
な
ど
も
、
其
の
原
因
が

世
界
文
明
に
あ
り
、
又
そ
の
意
義
も
世
界
的
で
あ
る
か
ら
、
其
の
処
置

も
世
界
的
た
る
を
要
す
る
。
此
等
問
題
の
解
決
は
、
一
国
、
一
人
で
は

で
き
な
い
。
国
も
人
も
、
皆
共
共
に
協
同
し
て
其
の
解
決
に
着
手
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。★1★

こ
う
し
て
姉
崎
は
、「
人
道
観
念
民
本
思
想
」
の
発
生
を
「
十
九
世
紀
文
明
の

徳
澤
」
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
が
、
一
方
で
「
財
力
、
武
力
、
権
力
の
結

合
が
、
此
の
文
明
の
健
全
な
発
達
を
害
し
、
そ
こ
で
種
々
の
葛
藤
が
生
じ
た
」

こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
そ
の
「
葛
藤
」
も
多
岐
に
わ
た
る
。「
労

働
問
題
、
婦
人
問
題
」
ま
で
も
を
射
程
圏
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
積
極
的

に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
対
し
て
「
社
会
内
部
の
整
理
」、

「
国
際
関
係
を
も
健
康
に
す
る
」
こ
と
を
重
要
視
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
問
題

の
解
決
は
「
世
界
的
で
あ
る
か
ら
」、「
協
同
」
し
て
「
解
決
に
着
手
」
す
る
こ

と
を
喚
起
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
章
　
姉
崎
正
治
と
恒
藤
恭—

二
人
の
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト

こ
う
し
た
姉
崎
の
主
張
は
、
同
時
代
の
国
際
法
学
者
と
し
て
著
名
な
恒
藤
恭

の
世
界
民
思
想
と
軌
を
同
一
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
恒
藤
に
関
し
て
の
詳

細
な
研
究
は
、
別
の
先
行
研
究★1★
に
譲
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
簡
潔
に
姉
崎
の

思
想
と
の
意
外
な
相
似
性
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
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恒
藤
は
「
世
界
民
の
愉
悦
と
悲
哀
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
立
場
を
表
明

す
る
。

私
は
生
ま
れ
落
ち
る
と
同
時
に
『
日
本
国
民
』
と
さ
れ
た
。

生
ま
れ
落
ち
た
刹
那
に
、
私
自
身
の
意
識
の
裡
に
意
志
の
は
た
ら
き

と
名
状
し
得
る
や
る
な
も
の
が
微
塵
も
無
か
つ
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
疑

ひ
を
容
れ
な
い
事
実
だ
。
だ
か
ら
、
私
は
生
ま
れ
落
ち
る
と
言
ひ
度
い

の
だ
。★1★

恒
藤
の
意
識
と
し
て
は
、
自
身
は
あ
く
ま
で
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
世
界
民
と
し
て

生
ま
れ
て
き
た
も
の
が
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
日
本
国
民
と
し
て
「
生
ま
れ
落

ち
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
世
界
民
と
し
て
生
ま
れ
た
は
ず

の
諸
国
の
国
民
は
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
る
の
か
。

世
界
民
が
ユ
ト
ピ
ア
の
民
で
な
い
証
拠
に
は
、
彼
れ
は
何
処
か
の
国

家
の
に
籍
を
置
い
て
ゐ
る
、
例
へ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
国
籍
に
、
ス
ペ
イ
ン

の
国
籍
に
、
ド
イ
ツ
の
国
籍
に
。
つ
ま
り
世
界
民
は
同
時
に
イ
ギ
リ
ス

の
国
民
で
も
あ
り
、
或
は
ス
ペ
イ
ン
の
国
民
で
も
あ
り
、
或
は
ド
イ
ツ

の
国
民
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
尤
も
世
界
民
は
そ
れ
を
単
純
な
不
調
と
心

得
て
ゐ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
共
産
党
宣
言
の
中
で
、『
労
働
者
に
は
国
籍
が

な
い
』
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、そ
の
心
持
は
や
が
て
世
界
民
の
心
持
な
の
だ
。

…
（
中
略
）
…
太
陽
は
四
六
時
中
何
処
か
し
ら
世
界
の
表
面
を
照
明
し

て
ゐ
る
。
だ
か
ら
『
自
分
の
国
の
領
土
に
は
太
陽
の
没
す
る
時
が
な
い
』

と
謂
ふ
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
負
心
の
如
き
は
、
世
界
民
の
唾
棄
す
る
所
だ
。

世
界
民
に
は
国
境
が
な
い
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
世
界
民
の
た
め

の
共
同
の
財
産
で
あ
る
べ
き
だ
。11★

す
な
わ
ち
、
恒
藤
に
と
っ
て
人
間
と
は
、
そ
も
そ
も
世
界
民
と
し
て
生
ま
れ
る

が
、い
ず
れ
か
の
国
家
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

そ
の
国
家
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
は
世
界
民
に
は
あ
り
え
な
い
。「
太
陽
は
四
六

時
中
何
処
か
し
ら
世
界
の
表
面
を
照
明
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
普
遍
的
事
実
が
世

界
民
を
世
界
民
と
し
て
存
在
た
ら
し
め
る
証
拠
と
な
り
、「
世
界
の
あ
ら
ゆ
る

部
分
は
世
界
民
の
た
め
の
共
同
の
財
産
」
と
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
恒
藤
は
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

一
切
の
人
間
は
世
界
民
の
友
だ
ち
で
あ
り
、
同
胞
で
あ
る
け
れ
ど
、

彼
ら
は
悉
く
世
界
民
た
る
も
の
で
は
な
い
、
人
間
を
国
民
と
す
る
法
律

は
あ
る
が
、
世
界
民
と
す
る
法
律
は
な
い
。
人
間
を
世
界
民
と
す
る
も

の
は
、
人
間
自
身
が
あ
る
の
み
だ
、
人
間
自
身
の
自
覚
あ
る
の
み
だ
。1★★

こ
の
よ
う
に
恒
藤
は
「
一
切
の
人
間
は
世
界
民
の
友
だ
ち
」
で
あ
る
が
「
人
間

を
国
民
と
す
る
法
律
は
あ
る
が
、世
界
民
と
す
る
法
律
は
な
い
」
と
も
断
じ
る
。

し
か
し
、
恒
藤
は
世
界
が
世
界
民
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
諦
め
は
し
な
い
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
恒
藤
は
世
界
民
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。
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あ
ら
ゆ
る
権
力
の
中
で
最
も
強
大
な
る
も
の
、
最
も
確
固
た
る
組
織

を
具
へ
て
ゐ
る
も
の
は
国
家
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
界
民
の
権
利
は
、
何

よ
り
も
先
づ
国
家
に
向
か
つ
て
す
べ
て
の
人
類
の
自
由
と
幸
福
と
を
確

保
せ
む
こ
と
を
要
求
し
得
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
世
界
民
の

義
務
の
主
要
な
も
の
は
、
国
家
を
し
て
斯
か
る
要
求
に
応
じ
て
す
べ
て

の
人
類
の
利
益
に
活
動
せ
し
め
る
や
う
、
国
家
を
指
導
す
る
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
民
が
い
づ
れ
か
の
国
家
に
籍
を
置
い
て
ゐ
る
の

も
、
斯
か
る
権
利
を
維
持
す
る
た
め
、
斯
か
る
義
務
を
実
行
す
る
た
め

の
方
便
と
視
ら
る
べ
き
だ
。11★

こ
の
よ
う
に
恒
藤
は
「
す
べ
て
の
人
類
の
自
由
と
幸
福
を
確
保
」
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
こ
と
が
「
世
界
民
の
権
利
」
で
あ
り
、「
い
づ
れ
か
の
国
家
に
籍
を

置
い
て
ゐ
る
」
こ
と
は
「
斯
か
る
権
利
を
維
持
す
る
た
め
、
斯
か
る
義
務
を
実

行
す
る
た
め
の
方
便
」
に
過
ぎ
な
い
。

こ
う
し
た
恒
藤
の
志
向
性
を
姉
崎
の
社
会
進
化
論
と
比
較
し
て
み
れ
ば
次
の

よ
う
に
い
え
る
。
姉
崎
に
と
っ
て
は
国
家
や
国
民
は
所
与
の
前
提
で
あ
り
、
問

題
と
な
る
の
は
、
国
民
や
民
族
が
個
人
と
し
て
世
界
平
和
に
ど
の
よ
う
に
関
与

し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
恒
藤
に
と
っ
て
は
、
個
人
は
世
界
民
と

し
て
生
ま
れ
、
国
家
権
力
の
暴
走
を
最
大
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
抑
止

す
る
た
め
に
世
界
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
権
利
を
行
使
し
、
世
界
平
和
を
実
現

す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
恒
藤
と
姉
崎
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
論
は
、
世
界
民
を
起
点
と
す
る
か
、
国
民
を
起
点
と
す
る
か
と
い
う
違
い

こ
そ
あ
れ
ど
、
個
々
人
相
互
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
世
界
大
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

志
向
し
て
や
ま
な
い
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
同
一
の
双
方
向
的
な
円
環
を
構

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
語—

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て

の
姉
崎
正
治

さ
て
、
最
後
に
、
本
稿
が
達
成
し
た
成
果
を
ま
と
め
つ
つ
、
姉
崎
社
会
進
化

論
の
最
終
的
な
評
価
を
し
て
み
た
い
。

第
一
章
で
は
『
新
時
代
の
宗
教
』
を
分
析
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
。

そ
れ
は
、
姉
崎
の
宗
教
観
そ
の
も
の
に
相
互
扶
助
論
的
な
従
来
の
社
会
進
化
論

批
判
の
モ
メ
ン
ト
が
内
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
第
一
次
世
界
大
戦
を
引
き
起

こ
し
た
こ
と
へ
の
批
判
へ
と
強
力
に
繋
が
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章
に
お
い
て
は
『
世
界
文
明
の
新
紀
元
』
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
。

姉
崎
社
会
進
化
論
は
相
互
扶
助
論
に
重
き
を
置
き
個
人
の
人
格
の
尊
厳
―
個
々

の
国
家
の
尊
厳
―
平
和
な
国
際
秩
序
を
志
向
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。し
か
し
、

そ
こ
に
は
一
定
の
限
界
性
も
潜
ん
で
い
た
こ
と
も
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

国
家
間
の
軍
事
的
・
領
土
的
膨
張
に
よ
る
世
界
大
戦
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
た

め
に
は
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
強
い
問
題
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
、
既
得
権
益
で
あ
る
植
民
地
に
つ
い
て
の
記
述
は
曖
昧
な
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
。
無
論
、
姉
崎
は
「
国
民
の
自
由
」
や
「
個
人
人
格
の
尊
厳
」
に
つ

い
て
も
言
及
は
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
植
民
地
の
独
立
を
許
容
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
世
界
文
明
の
進
む
べ

き
進
路
を
、
個
々
人
の
人
格
の
尊
厳
に
基
礎
を
置
い
た
こ
と
は
積
極
的
に
評
価
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し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

第
三
章
は
、『
社
会
の
動
揺
と
精
神
的
覚
醒
』
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
、

姉
崎
社
会
進
化
論
が
社
会
主
義
的
な
革
命
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
個
々
人
の
自
覚
が
来
た
る
べ
き
世
界
文
明
の
あ

り
方
を
大
き
く
規
定
す
る
と
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
章
で
は
姉
崎
以
外
の
当
該
期
の
国
際
法
学
者
・
恒
藤
恭
の
世
界
民
思
想

と
姉
崎
社
会
進
化
論
の
共
通
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
恒
藤
世
界
民
思
想
で
あ
れ
、
姉
崎
社
会
進

化
論
で
あ
れ
、
個
々
人
の
自
覚
こ
そ
が
世
界
平
和
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ

と
に
は
間
違
い
が
な
く
、
両
者
は
知
識
人
と
い
う
立
場
か
ら
、
積
極
的
に
第
一

次
世
界
大
戦
後
の
世
界
秩
序
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
論
法
を
微
妙
に
異
に
し
な

が
ら
も
、
相
補
的
な
主
張
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
成
果
か
ら
以
下
の
よ
う
な
結
論
が
導
出
さ
れ
る
。
姉
崎
社
会
進
化

論
は
相
互
扶
助
論
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
既
存
の
国
家
体
制
そ
の
も
の

を
抜
本
的
に
組
み
替
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
あ
く
ま
で
主
権
国
家

体
制
を
基
底
に
お
い
た
国
際
協
調
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
り
、俗
言
す
れ
ば「
中

道
左
派
」
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
姉
崎
社
会
進
化
論
の
総
て
が
色
褪

せ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
帝
国
主
義

的
膨
張
主
義
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
抑
制
装
置
、
す
な
わ
ち
国
際
連
盟

の
結
成
を
志
向
す
る
姉
崎
に
は
、
時
代
的
制
約
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
と
は
い

え
ど
も
、
あ
る
程
度
理
想
と
現
実
の
バ
ラ
ン
ス
を
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
は
間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
増
し
て
姉
崎
社
会
進
化
論
が
志
向
し
て
い
た
次
の
点
を
筆
者
は
高

く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
世
界
文
明
の
新
紀
元
』
に
収
め
ら
れ

た
「
戦
後
の
世
界
が
ど
う
な
る
か
、
を
ど
う
す
る
か
」11★
と
い
う
論
文
の
存
在

で
あ
る
。「
ど
う
な
る
か
」だ
け
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
分
析
に
過
ぎ
ず
、

時
に
は
国
際
関
係
論
に
あ
り
が
ち
な
現
状
追
認
主
義
に
陥
る
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
、「
世
界
を
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
問
題
意
識
は
、
自
身
も

世
界
の
一
員
で
あ
り
、
能
動
的
に
世
界
の
問
題
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
積
極
的

な
姿
勢
が
看
取
で
き
る
。

姉
崎
が
国
際
社
会
に
お
い
て
も
国
内
問
題
に
お
い
て
も「
民
本
主
義
」と「
人

本
主
義
」
を
貫
徹
す
る
そ
の
姿
勢
は
、
個
々
人
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
が
尊
重
さ

れ
、
人
類
社
会
の
一
員
と
し
て
世
界
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
人
び
と
の
参
画
を
促

そ
う
と
す
る
、
一
種
の
地
球
市
民
主
義
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
当
該
期
の
姉
崎
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
次
の
点
に
お
い
て
傑
出
し

て
い
る
。
第
二
次
大
戦
後
＝
日
本
の
敗
戦
後
に
、
核
戦
争
に
よ
る
人
類
絶
滅
と

い
う
破
局
的
事
態
が
予
見
さ
れ
る
時
代
に
、
世
界
連
邦
建
設
連
盟
が
創
立
さ
れ

た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が11★
、そ
の
「
宣
言
」
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

優
勝
劣
敗
、
弱
肉
強
食
の
四
千
年
、
そ
の
四
千
年
の
前
史
に
わ
れ
わ

れ
は
原
子
爆
弾
と
い
う
大
き
な
終
止
符
を
打
っ
て
全
巻
を
閉
じ
よ
う
。

そ
し
て
世
界
連
邦
と
い
う
真
正
の
力
を
も
っ
て
互
助
協
力
相
互
扶
助
の

原
理
に
立
脚
す
る
新
し
い
人
類
史
の
幕
を
開
こ
う
。

国
家
も
民
族
も
階
級
も
結
社
も
、
政
治
的
、
経
済
的
、
思
想
的
一
切

の
行
き
が
か
り
を
捨
て
て
そ
の
分
岐
の
最
初
に
帰
り
、
全
人
類
的
分
業
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★
1 

磯
前
順
一
・
深
澤
英
隆
『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教—

姉
崎
正

治
の
軌
跡—

』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
が
、
姉
崎
に
つ
い
て
の
包
括

的
研
究
か
つ
伝
記
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
姉
崎
の
社
会
進
化

論
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

★
2 

小
林
啓
治
「
二
大
政
党
制
の
形
成
と
協
調
外
交
の
条
件
」、
一
三
五
頁
（
井

上
寿
一
編
『
日
本
の
外
交
　
第
一
巻
　
外
交
史
　
戦
前
編
』、
岩
波
書
店
、

と
協
働
に
よ
る
世
界
経
済
社
会
に
融
合
し
、
全
人
類
を
打
っ
て
一
丸
と

す
る
世
界
国
家
を
建
設
し
、
世
界
議
会
と
世
界
政
府
と
を
組
織
し
よ
う
。

全
世
界
の
人
び
と
よ
、
平
和
と
希
望
に
満
ち
た
夜
明
け
の
鐘
が
鳴
っ
て

い
る
。
今
日
よ
り
わ
れ
ら
は
共
に
携
え
て
、
真
理
の
旗
を
高
く
掲
げ
、

全
人
類
の
幸
福
と
文
化
と
の
画
期
的
な
飛
躍
を
は
か
ろ
う
。
右
宣
言
す

る
。11★

無
論
、
第
二
次
大
戦
後
の
状
況
と
第
一
次
大
戦
後
の
そ
れ
と
を
一
概
に
同
一

視
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、世
界
連
邦
運
動
に
お
い
て
も「
優

勝
劣
敗
」
と
「
弱
肉
強
食
」
の
人
類
史
が
問
題
視
さ
れ
、「
互
助
協
力
」
と
「
相

互
扶
助
」
と
い
う
社
会
進
化
論
の
重
要
な
概
念
と
実
践
可
能
性
と
が
人
類
社
会

の
生
存
と
発
展
の
中
心
を
占
め
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
姉
崎
社
会
進
化
論
と

相
違
は
な
い
。

無
論
、
姉
崎
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
核
兵
器
の
戦
争
使
用
に
よ
っ
て
終
結
す

る
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
東
西
冷
戦
を
生
む
こ
と
ま
で
も
を
予
見
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
姉
崎
が
第
一
次
世
界
大
戦
を
人
類
の
破
局
の
大

き
な
段
階
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
、
そ
の
意
義
を
新
た
な
国
際
平
和
構
築
の
契

機
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
本
稿
を
通
じ
て
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
こ

と
は
誰
も
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
姉
崎
社
会
進
化
論
は
東

西
冷
戦
期
に
ま
で
貫
通
性
の
あ
る
普
遍
的
価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
姉
崎
社
会
進
化
論
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が

顕
在
化
す
る
。
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
者
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
が
、
段
階
を
経
な
が

ら
社
会
主
義
国
家—

共
産
主
義
国
家—

無
政
府
主
義
社
会
を
志
向
す
る
よ

う
に
、
姉
崎
は
無
秩
序
な
帝
国
主
義
的
膨
張
主
義
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
そ
れ
を

解
決
す
る
た
め
に
、
個
人—

社
会—

国
家—

国
際
連
盟
成
立
に
よ
る
国

際
秩
序
と
し
て
世
界
平
和
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ

れ
は
時
代
的
制
約
や
植
民
地
主
義
の
問
題
と
無
関
係
で
は
決
し
て
い
ら
れ
な
い

も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
主
権
国
家
体
制
が
完
全
に
所
与
の
前
提
と
な
り
、
な
お

か
つ
、
そ
れ
が
暴
走
し
て
い
た
当
該
期
に
あ
っ
て
は
、
一
つ
の
防
波
堤
で
あ
っ

た
と
同
時
に
姉
崎
な
り
の
「
地
球
大
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
追
求
し
て
や
ま
な

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
姉
崎
社
会
進
化
論
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
抽
出
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い

た
た
め
、
宗
教
学
者
と
し
て
の
姉
崎
の
宗
教
観
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
充
分
に

議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点
は
後
々
に
解
決
す
べ
き
大

き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
一
旦
こ
こ
に
筆
を
措
こ
う
。
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二
〇
一
三
年
に
所
収
）。

★
3 

以
文
社
、
二
〇
一
七
年
。

★
4 

そ
も
そ
も
姉
崎
に
関
す
る
研
究
は
姉
崎
の
宗
教
思
想
が
中
心
に
展
開
さ
れ
て

お
り
、
社
会
思
想
史
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
し
か
し
、

古
賀
元
章
「
姉
崎
正
治
の
宗
教
論
と
第
一
次
世
界
大
戦
」、『
比
較
文
化
研
究
』

第
八
八
号
、
二
〇
〇
九
年
、
古
賀
元
章
「
姉
崎
正
治
の
人
本
主
義
に
つ
い
て

の
一
考
察—
吉
野
作
造
の
民
本
主
義
と
比
較
し
て—

」、『
比
較
文
化
研

究
』
一
二
〇
号
、
二
〇
一
六
年
、
古
賀
元
章
「
姉
崎
正
治
の
宗
教
思
想
の
特

徴—

彼
の
人
本
主
義
と
民
本
主
義
に
焦
点
を
当
て
て—

」、『C
om

par-

atio

』、
二
〇
一
七
年
、
長
尾
宗
典
「
第
一
次
大
戦
期
の
姉
崎
正
治—

雑
誌

『
人
文
』
誌
上
に
お
け
る
「
文
明
批
評
」
と
「
人
本
主
義
」—

」、『
史
境
』

七
四
号
、
二
〇
一
七
年
な
ど
が
管
見
の
限
り
社
会
思
想
史
的
見
地
か
ら
姉
崎

を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
社
会
進
化
論
と
の

連
関
に
つ
い
て
は
完
全
に
等
閑
視
し
て
い
る
。

★
5 

大
杉
は
同
時
代
の
生
物
学
者
に
し
て
社
会
進
化
論
者
で
あ
る
丘
浅
次
郎
を

「
師
」
と
し
て
仰
い
で
い
る
。
詳
細
は
大
杉
栄
「
丘
博
士
の
生
物
学
的
人
生

社
会
論
を
論
ず
」『
中
央
公
論
』
五
月
号
、
一
九
一
七
年
五
月
一
日
、
大
杉

栄
全
集
編
集
委
員
会
『
大
杉
栄
全
集
』
第
四
巻
、
ぱ
る
出
版
、
二
〇
一
四
年
、

五
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

★
6 

姉
崎
正
治
『
新
時
代
の
宗
教
』、
博
文
館
、
一
九
一
八
年
、
二
一
八
〜
九
頁
。

★
7 

同
前
、
二
二
〇
〜
一
頁
。

★
8 

同
前
、
二
三
二
〜
三
頁
。

★
9 

姉
崎
正
治
『
世
界
文
明
の
新
紀
元
』、
博
文
館
、
一
九
一
九
年
、
二
七
頁
。

★
10 

同
前
、
三
〇
〜
一
頁
。

★
11 

同
前
、
三
六
〜
七
頁
。

★
12 

同
前
、
八
七
〜
八
頁
。

★
13 

姉
崎
正
治
『
社
会
の
動
揺
と
精
神
的
覚
醒
』、
博
文
館
、
一
九
二
〇
年
、

一
五
八
頁
。

★
14 

同
前
、
一
九
四
〜
五
頁
。

★
15 

同
前
、
二
一
〇
頁
。

★
16 

同
前
、
二
二
七
〜
八
頁
。

★
17 

同
前
、
二
四
二
〜
三
頁
。

★
18 

代
表
的
な
も
の
に
小
林
啓
治
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
帝
国
日

本—

一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
国
際
意
識
」、
歴
史
と
方
法
編
集
委
員
会
編

『
歴
史
と
方
法
４
　
帝
国
と
国
民
国
家
』、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
同
著

『
国
際
秩
序
の
形
成
と
近
代
日
本
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
広
川
禎

秀
『
恒
藤
恭
の
思
想
史
的
研
究—

戦
後
民
主
主
義
・
平
和
主
義
を
準
備
し

た
思
想
』、
大
月
書
店
、
二
〇
〇
四
年
を
挙
げ
て
お
く
。

★
19 

恒
藤
恭
「
世
界
民
の
愉
悦
と
悲
哀
」、『
国
際
法
と
国
際
問
題
』、
弘
文
堂
、

一
九
二
二
年
、
三
五
頁
。

★
20 

同
前
、
四
二
〜
三
頁
。

★
21 

同
前
、
四
六
頁
。

★
22 

同
前
、
五
三
頁
。

★
23 

前
掲
姉
崎
『
世
界
文
明
の
新
紀
元
』、
七
二
〜
一
〇
三
頁
。

★
24 

加
藤
俊
作
「
運
動
と
し
て
の
世
界
連
邦
論
」、
日
本
平
和
学
会
編
『
世
界
政

府
の
展
望
［
平
和
研
究
第
二
八
号
］』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
、

四
頁
を
参
照
の
こ
と
。

★
25 

世
界
連
邦
建
設
同
盟
編
『
世
界
連
邦
運
動
二
〇
年
史
』、
一
〇
四
頁
。

お
の
で
ら
・
ま
さ
と
（
日
本
近
現
代
史
・
思
想
史
）


