
第一事　中国アナキズムの基盤

㊥
　
ア
ナ
ル
コ
・
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
ズ
ム
　
峨

禰
　
革
　
毛
沢
東
共
産
主
義
の
形
成
　
l
鈎

の
　
中
国
の
伝
統
と
精
神
性
　
調

の
　
毛
沢
東
共
産
主
義
の
前
近
代
性
－
沖

の
　
半
封
建
制
と
共
産
主
義
の
中
の
民
衆
　
墾

㈲
　
「
政
治
優
先
」
の
矛
盾
　
が

再
び
「
一
衣
帯
水
」
　
－
あ
と
が
さ
に
代
え
て

第
一
華
　
中
国
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
基
盤

用
　
中
国
は
農
業
社
会

最
初
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
は
何
か
で
あ
る
が
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
学
者
と
さ
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ド
コ
ッ
ク
も
、
そ

の
多
様
性
に
手
を
焼
い
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
そ
の
著
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
　
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
〝
権
威

を
否
定
し
そ
れ
と
闘
う
も
の
は
、
だ
れ
で
も
ア
ナ
キ
ス
ト
で
あ
る
〟
　
と
セ
．
ハ
ス
チ
ァ
ン
・
フ
ォ
ー
ル
は
い
っ

た
。
こ
の
定
義
は
そ
の
節
深
さ
に
魅
力
が
あ
る
が
、
簡
潔
さ
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
歴
史
を
善
く
に
あ
た
っ
て
ま

ず
第
一
に
替
戒
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
本
質
的
な
理
論
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
言
っ
て
み
れ

ば
、
プ
ロ
テ
ウ
ス
と
取
り
組
も
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
大
別
し

て
イ
ン
デ
ィ
ウ
ィ
デ
ュ
ア
ル
　
（
個
人
的
）
・
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
ツ
ー
シ
ァ
ル
　
（
社
会
的
）
・
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
分
け
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ら
れ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
徹
頭
徹
尾
個
に
実
存
し
た
ド
イ
ツ
の
哲
人
、
マ
ッ
ク
ス
・
ス
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
よ

う
な
人
が
あ
る
か
と
思
え
は
、
他
方
で
は
総
破
壊
の
哲
学
を
称
え
、
国
家
権
力
の
打
倒
に
生
涯
を
傾
け
た
ロ
シ

ア
の
、
、
、
ビ
ヤ
エ
ル
・
バ
ク
ー
ニ
ッ
の
よ
う
な
人
物
も
あ
る
。
こ
の
流
れ
か
ら
は
ク
ー
デ
タ
ー
的
暴
動
、
蜂
起
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
が
生
れ
、
十
九
世
紀
末
の
一
時
期
に
あ
っ
て
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
即
、
狂
信
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
印
象
を
、
意
識
的
に
も
、
無
意
識
的
に
も
世
間
に
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

ア
ナ
キ
ズ
ム
を
さ
ら
に
歴
史
的
流
れ
の
中
で
眺
め
る
な
ら
は
、
古
典
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
近
代
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
現

代
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
現
代
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
あ
っ
て
は
り
．
ハ
ー
タ
リ
ア
ン
の
名
の
下
に
、
フ

ラ
ン
ス
の
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ュ
ー
ユ
、
ア
ル
ペ
ー
ル
・
カ
、
、
こ
、
ド
イ
ツ
生
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
マ
ル
チ
ン
・
プ
ー
パ

ー
、
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
リ
ー
ド
が
含
ま
れ
、
古
典
ア
ナ
キ
ス
ト
に
至
っ
て
は
、
東
西
の
聖
賢
釈
迦
、

キ
リ
ス
ト
、
老
荘
（
老
子
・
荘
子
）
ま
で
も
が
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
現

実
の
在
る
が
ま
ま
に
多
様
で
あ
り
、
多
様
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的

な
イ
ン
デ
ィ
ウ
ィ
デ
ュ
ア
ル
・
ア
ナ
キ
ス
ト
で
あ
る
賢
明
の
哲
人
、
ア
ン
・
リ
ネ
ル
は
、
（
も
と
も
と
真
理
は

唯
一
の
も
の
で
は
な
く
、
夜
空
に
輝
く
星
の
ご
と
く
無
数
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
）
と
、
相
対
的
な

複
数
主
義
の
立
場
を
説
明
し
て
い
る
が
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
は
即
ち
個
人
的
自
由
主
義
の
謁
で
も
あ
る
。
多
様
さ

は
、
個
人
的
自
由
主
義
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
保
証
性
を
得
る
。

諮
原
的
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
a
n
a
0
0
h
a
は
〝
支
配
の
な
い
〟
を
意
味
し
、
人
は
支
配
が
な
い
こ
と
で
自

由
で
あ
る
。
仮
に
支
配
と
い
う
語
の
使
用
が
許
さ
れ
れ
ば
、
己
れ
を
支
配
す
る
の
は
己
れ
に
お
い
て
し
か
な

く
、
他
の
如
何
な
る
支
配
も
受
け
な
い
。
そ
こ
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
が
社
会
的
に
は
、
自
治
と
自
律
を
執
る
根
拠
が

あ
る
。
ま
た
、
自
治
と
自
律
の
強
度
者
で
あ
る
権
力
の
、
集
約
的
表
現
者
と
し
て
の
国
家
が
根
底
か
ら
否
定
さ

れ
る
理
由
が
あ
る
。

ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
は
、
バ
ク
ー
ニ
シ
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
破
壊
的
、
否
定
的
側
面
を
主
張
し
だ
の

に
対
し
て
、
無
権
力
社
会
の
建
設
的
、
創
造
的
側
面
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
る
と
「
ア
ナ
ー
キ
ズ

ム
は
民
衆
の
あ
い
だ
に
起
原
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
活
力
と
創
造
力
と
を
保
持
す
る
の
は
、
民

衆
の
運
動
と
し
て
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
「
近
代
科
学
と
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
）
と
し
て
い
る
。
ア

ナ
キ
ズ
ム
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
に
大
学
教
授
が
教
室
の
中
で
、
哲
学
者
が
博
物
館
の
中
で
考
え
た
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
民
衆
が
自
分
自
身
、
社
会
に
あ
っ
て
生
存
す
る
た
め
に
産
み
だ
し
た
必
要
条
件
（
＝
相
互
扶

助
）
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
自
然
主
義
社
会
観
の
立
場
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
否
定
さ
れ
て

も
、
否
定
さ
れ
て
も
（
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
名
称
が
つ
こ
う
と
っ
く
凄
い
と
）
、
地
か
ら
泌
み
出
す
水
の
ご
と
く
湧

出
し
っ
づ
げ
ろ
の
で
あ
る
。

ア
ナ
キ
ズ
ム
　
ー
　
そ
れ
を
も
っ
と
直
哉
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
は
、
し
ば
し
は
そ
う
さ
れ
る
よ
う
に
、
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や
は
り
マ
ル
ク
ス
主
義
と
比
較
検
討
し
て
あ
る
の
が
い
い
だ
ろ
う
。
図
式
的
に
い
え
は
、
絶
え
間
な
い
流
動

性
、
個
人
の
自
由
な
る
連
合
、
同
胞
的
な
連
帯
感
、
直
接
的
な
行
動
、
小
グ
ル
ー
プ
主
義
、
自
然
発
生
性
の
尊

重
、
分
業
の
否
定
と
総
合
主
義
、
教
育
の
重
視
、
地
域
主
義
と
世
界
主
義
等
々
、
す
べ
て
無
強
権
と
自
由
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
一
切
の
結
論
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
も
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
そ
の
反
対
の
極
に
あ
る
の
か
マ
ル
ク
ス

主
義
で
あ
る
。
即
ち
、
画
一
的
な
平
等
性
、
鉄
の
規
律
を
も
つ
覚
と
団
結
、
命
令
と
服
従
、
個
人
の
介
入
を
許

さ
ぬ
組
織
、
絶
対
和
解
し
え
な
い
階
級
的
対
立
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
名
の
下
の
一
党
独
裁
、
間
接
選
挙
と
議
会

の
肯
定
、
暴
力
と
粛
清
、
家
族
主
義
と
民
族
主
義
等
々
、
強
権
と
全
体
性
が
産
み
出
す
必
然
的
な
結
果
を
、
み

な
し
ょ
い
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
実
の
場
面
で
、
い
か
な
る
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
し
て
も
i

以
上
の
こ
と
を
端
的
竺
一
口
う
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
の
「
経
済
学
」
的
基
礎
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
と
い

ぅ
土
地
と
、
十
九
世
紀
と
い
う
時
代
性
を
背
景
と
す
る
、
近
代
都
市
と
労
働
者
の
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
り
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
田
園
と
、
労
働
者
以
外
の
自
立
的
な
職
人
や
農
民
の
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
極
度
な
集
中
性
、
組
織
性
は
工
場
労
働
者
の
も
の
で
あ
る
。
職
人
や
農
民
は
そ
れ
を
嫌
う
が
故
に
・
マ

ル
ク
ス
主
義
に
あ
っ
て
は
同
盟
軍
的
意
味
あ
い
し
か
持
た
な
い
。
月
々
の
賃
銀
す
ら
満
足
に
入
ら
な
い
ル
ン
ペ

ン
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
至
っ
て
は
、
普
通
反
動
的
な
も
の
と
し
て
敵
視
さ
れ
る
。

い
わ
ば
こ
こ
に
中
国
が
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
関
り
あ
う
一
切
の
理
由
が
あ
る
の
た
。
中
国
は
革
命
後
の
今
日
に

お
い
て
も
、
八
割
は
農
民
の
国
で
あ
る
。
毛
沢
東
で
中
国
社
会
名
階
級
の
分
析
」
（
一
九
三
ハ
年
三
月
）
に
よ
れ

は
、
当
時
、
鉄
道
・
鉱
山
・
海
運
・
紡
織
・
造
船
に
働
い
て
い
る
近
代
工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
約
二
百

万
人
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
修
正
以
前
の
原
文
に
は
、
「
遊
民
無
産
階
級
」
（
ル
ン
・
プ
ロ
）
だ
け
で
も
、

二
千
万
人
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
に
あ
っ
て
は
、
い
や
応
な
し
に
ア
ナ
キ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想

が
入
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
し
、
入
り
込
む
こ
と
で
ま
た
現
実
は
即
し
た
革
命
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
中
国
は
農
業
国
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
に
根
ざ
し
て
行
な
わ
れ
た
革
命
は
、
必
然
的
に
そ
の
核
心
に
ア
ナ
キ

ズ
ム
を
含
ん
で
い
た
。

中
国
が
農
業
国
で
あ
る
と
い
う
印
象
は
、
私
自
身
訪
中
し
て
み
て
切
実
に
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た

だ
し
農
村
部
は
お
い
て
農
業
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
都
市
部
に
お
い
て
農
業
的
な
の
で
あ
る
。
中
国

の
大
都
市
で
あ
る
広
東
に
し
ろ
、
長
沙
に
し
ろ
、
武
漢
あ
る
い
は
南
京
に
し
ろ
、
そ
れ
は
農
村
と
絶
縁
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
延
長
上
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
農
村
部
と
同
じ
悠
長
さ
が
あ
り
、
無
頓
着
、
蕪
雑
さ
が
あ
る
。

近
代
的
大
工
場
の
正
門
前
に
数
匹
の
豚
が
う
ろ
ち
ょ
ろ
し
て
い
る
し
、
ど
う
か
す
る
と
そ
の
豚
が
メ
イ
ン
・
ス

ト
リ
ー
ト
で
自
動
車
を
止
め
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
中
国
の
都
市
に
あ
っ
て
は
、
都
市
の
人
と
い
え
ど
も
、
多

少
さ
っ
ぱ
り
し
た
服
を
着
た
農
民
な
の
で
あ
る
。
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鱒
機
関
眉
間
日
間
常
吉

つ
ま
り
申
国
全
体
が
、
農
村
的
雰
囲
気
で
掩
わ
れ
て
い
る
感
覚
が
あ
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
た
と
え
農
民
で
な
く
と
も
（
実
際
上
農
民
が
大
半
の
国
で
あ
る
に
し
ろ
）
、
中
国
人
自
体
が
民

族
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
農
民
的
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
国
人
の
民
族
性
と
な
る

と
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
は
論
議
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
識
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
す
べ
て
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
農
民
性
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
『
支
那
の
知
性
』
の
著
者
林
講
堂

は
、
中
国
人
の
特
性
と
し
て
十
一
点
挙
げ
て
い
る
。
節
制
・
素
朴
、
自
然
を
愛
す
る
こ
と
、
忍
耐
・
無
関
心
・

老
槍
・
多
産
・
勤
勉
、
家
庭
生
活
を
愛
す
る
こ
と
、
快
活
・
好
色
　
－
。
中
で
も
三
つ
の
特
徴
は
、
忍
耐
と
無

関
心
と
老
猫
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
近
代
的
都
市
人
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
前
近
代

的
農
民
の
も
の
で
あ
る
。

鳥
山
喜
一
は
、
個
人
の
気
質
の
定
型
と
し
て
、
古
く
か
ら
多
血
質
・
憂
う
つ
質
・
胆
汁
質
・
粘
液
質
の
四
つ

に
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
中
国
人
の
民
性
に
当
て
は
め
る
と
粘
液
質
に
当
る
の
で
は
な
い
か
と
い

っ
て
い
る
（
「
支
那
・
支
那
人
」
）
。
粘
液
質
の
傾
向
性
を
い
え
ば
、
一
般
に
情
緒
的
反
応
が
乏
し
く
、
人
に
対
し

て
は
同
情
心
が
薄
い
。
動
作
態
度
が
緩
慢
で
キ
ビ
ギ
ビ
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
気
楽
な
平
和
を
愛
し
、
小
さ
な

楽
し
み
や
、
喜
び
を
愛
す
る
。
決
断
力
に
乏
し
く
、
活
動
性
、
積
極
性
に
欠
け
る
。
し
か
し
い
よ
い
よ
決
心
を

固
め
た
と
な
る
と
、
今
度
は
容
易
に
そ
の
決
心
を
変
え
な
い
。
堅
忍
持
久
、
そ
の
点
執
拗
と
も
頑
固
と
も
い

え
、
無
類
に
粘
り
強
い
の
か
、
こ
の
種
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
大
地
に
根
ざ
す
農
民
の
本
性
、
そ
の
ま

ま
で
は
な
い
か
。
中
国
は
農
民
に
よ
っ
て
中
国
な
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
農
民
の
本
性
に
お
い
て
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
対
立
す
る
面
も
あ
る
。
し
か
し
思
想
的
根
幹
と
し
て
の
自

然
性
・
総
合
性
、
成
立
条
件
と
し
て
の
自
立
性
・
共
同
性
に
お
い
て
、
都
市
的
で
あ
る
よ
り
は
よ
り
農
村
的
な

の
で
あ
り
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
や
は
り
農
村
を
基
盤
と
す
る
思
想
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

㈲
　
自
立
的
な
宗
族
共
同
体

中
国
人
の
悠
々
た
る
生
活
の
リ
ズ
ム
、
農
民
的
お
お
ら
か
さ
と
い
っ
た
も
の
は
、
や
は
り
中
国
へ
行
っ
て
み

ね
は
あ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
解
放
軍
の
兵
隊
さ
ん
が
、
丸
腰
で
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
天
秤
棒
の
前
後
に
荷

物
を
ぶ
ら
下
げ
て
ゆ
く
。
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
た
自
家
の
前
ロ
で
、
地
べ
た
に
べ
た
っ
と
腰
を
下
ろ
し
て
、
子
供

が
丼
め
し
を
喰
べ
て
い
る
。
陽
が
カ
ン
カ
ン
当
っ
て
い
る
大
八
車
の
上
に
、
ゆ
う
ゆ
う
と
寝
て
い
る
の
が
い

る
。
交
通
信
号
は
あ
る
の
だ
が
、
赤
に
な
っ
て
い
て
も
車
が
い
な
け
れ
ば
堂
々
と
渡
っ
て
ゆ
く
。
も
し
途
中
で

事
が
果
て
も
あ
あ
て
ず
、
む
し
ろ
車
の
方
が
人
の
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
。
驚
い
た
の

は
、
北
京
で
デ
．
ハ
ー
ト
の
入
口
に
男
が
露
そ
べ
っ
て
い
た
が
、
二
時
間
ぐ
ら
い
後
に
、
同
じ
場
所
を
通
り
か
か
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軸
劇
馴
別
間
旧

っ
た
ら
、
ま
だ
元
の
状
態
で
寝
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
衆
の
白
田
の
表
現
の
場
と
し
て
の
街
頭
風
景
が
、
日

本
と
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
の
た
。

そ
し
て
こ
れ
を
、
中
国
の
前
近
代
性
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
易
し
い
。
確
か
に
交
通
モ
ラ
ル
を
守
る
か
守

ら
な
い
か
な
ど
、
車
の
交
通
量
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
や
が
て
そ
れ
は
改
め
ざ
る
を
得
な
い
段
階
が

や
っ
て
来
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
中
国
人
の
、
日
本
人
の
眼
か
ら
み
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も

な
い
よ
う
な
野
放
図
振
り
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
な
り
に
社
会
的
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
古
来
中
国
に
あ
っ
て
は
、
国
家
と
社
会
と
は
分
離
さ
れ
、
民
衆
は
国
家
の

外
に
、
併
置
状
態
に
置
か
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
諺
に
「
老
百
姓
納
了
糧
、
便
是
自
在
王
」
　
（
百
姓
は
糧
食
さ

え
納
め
て
し
ま
え
ば
、
あ
と
は
自
由
な
王
様
で
あ
る
）
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
政
府
と
民
衆
と
は
程
税
を
納
付

す
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
の
み
つ
な
が
っ
て
果
た
の
で
あ
る
。
（
そ
の
こ
と
は
孫
文
も
三
一
民
主
義
』
の
中

で
指
摘
し
て
い
る
。
）
国
家
は
為
政
者
と
し
て
社
会
に
何
ら
政
治
的
保
護
を
与
え
な
い
代
り
に
、
社
会
の
側
も

国
家
に
何
ほ
ど
の
期
待
も
持
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
「
あ
ん
た
は
あ
ん
た
、
お
れ
ば
お
れ
」
と
、
各
々
、
勝
手

に
暮
し
て
来
た
の
が
中
国
社
会
の
歴
史
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
ア
ー
サ
ー
・
H
・
ス
ミ
、
ス
（
一
八
四
八
～
一
九
三
二
）
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
熱
帯
農

園
に
働
く
黒
人
が
『
人
は
銘
々
自
分
の
こ
と
を
、
神
様
は
私
共
一
同
の
こ
と
を
』
と
い
う
諺
を
聞
い
て
、
自
分

で
再
び
言
い
直
す
時
に
そ
の
思
想
の
こ
ま
か
な
陰
影
を
誤
り
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
『
人
は
銘
々
自
分
の
こ

と
を
、
神
様
は
自
分
の
こ
と
を
。
』
こ
の
新
式
の
古
諺
の
う
ち
に
、
当
局
者
に
対
す
る
一
般
支
那
人
の
見
解
の

神
髄
が
含
ま
れ
て
い
る
。
」
（
「
支
那
的
性
格
』
）
日
清
戦
争
に
従
軍
し
た
国
木
田
独
歩
の
『
愛
弟
通
信
』
に
よ
る

と
、
全
州
半
島
の
農
民
は
戦
争
の
始
ま
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
事
情
を
聞
か
さ
れ
て
、
「
自
国
の
存
亡
よ
り
、

寧
ろ
い
ち
早
く
自
己
の
米
栂
を
懸
念
し
た
る
也
。
」

し
か
も
担
税
の
一
点
に
お
い
て
つ
な
が
っ
て
い
る
国
家
と
い
え
ど
も
、
小
島
祐
馬
『
中
国
革
命
の
思
想
』
に

ょ
る
と
、
歴
代
王
朝
の
租
税
の
定
額
は
決
し
て
高
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
高
く
な
い
租
税
す
ら
、
農
民

は
容
易
に
支
払
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
古
来
中
国
で
は
定
額
の
七
割
以
上
取
立
て
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
上
々

で
、
五
割
以
下
に
な
っ
て
初
め
て
不
成
績
と
さ
れ
、
不
成
績
が
二
、
三
年
も
つ
づ
く
と
、
地
方
官
が
更
迭
さ
れ

る
だ
け
で
、
百
姓
は
何
の
お
答
も
な
か
っ
た
1
と
い
う
。
「
か
よ
う
に
人
民
は
知
ら
ず
載
ら
ず
の
中
に
、
事

実
不
完
全
な
る
無
政
府
社
会
を
構
成
し
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
前
著
）

国
家
の
政
治
的
保
護
の
代
り
と
し
て
、
民
衆
は
そ
れ
を
血
縁
的
（
男
系
的
）
な
宗
族
お
よ
び
家
族
の
中
に
、

都
市
で
は
ギ
ル
ド
の
中
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
中
国
の
宗
族
村
落
が
国
家
権
力
か
ら
独
立
し
た
、
自
ら

の
自
立
共
同
体
と
呼
ば
れ
る
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
や
や
特
殊
で
あ
る
が
、
華
僑
が
お
互
い

の
出
身
地
以
外
の
華
僑
と
は
決
し
て
一
緒
に
な
ろ
う
と
は
せ
ず
、
同
じ
仲
間
の
華
僑
同
士
は
、
何
か
こ
と
が
あ
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山
間
剛
剛
剛

る
と
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
の
連
帯
力
を
示
す
よ
う
に
、
中
国
人
が
自
己
を
守
り
、
同
じ
血
縁
の
助
け
あ
い
の
気

詩
が
大
変
強
い
の
も
、
も
と
は
と
い
え
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
社
会
的
な
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
民
衆
の
生

活
は
家
族
・
宗
族
・
隣
保
・
朋
友
、
ま
た
は
同
業
組
合
・
同
郷
組
合
な
ど
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家

を
背
景
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
全
党
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
大
規
模
な
秘
密
結
社
が
、
ほ
と
ん
ど
公
然
と
活

動
し
て
い
る
の
も
こ
の
社
会
の
特
徴
で
あ
る
。
」
（
前
著
）

か
く
て
現
代
に
ま
で
及
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
中
国
人
的
性
格
と
し
て
の
悠
々
自
適
振
り
が
造
り
あ
げ
ら
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。
現
在
に
お
け
る
彼
ら
の
生
活
リ
ズ
ム
は
、
実
に
四
千
年
来
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

他
方
で
は
、
中
国
社
会
の
特
徴
と
し
て
、
「
ア
ジ
ア
的
専
制
主
義
」
あ
る
い
は
「
族
長
家
父
長
的
世
界
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
中
国
は
そ
の
原
理
と
し
て
家
父
長
関
係
を
持

ち
、
そ
の
関
係
が
国
家
と
い
う
有
機
的
組
織
に
ま
で
発
達
し
、
家
族
制
度
が
社
会
秩
序
の
根
幹
を
な
し
て
い

る
。
君
主
は
家
父
長
的
支
配
者
と
し
て
社
会
の
頂
点
に
位
し
、
彼
を
囲
ん
で
万
民
が
依
存
し
て
い
る
　
ー
　
と
い

ぅ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
君
主
及
び
宗
（
家
）
族
長
の
権
力
は
絶
大
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対
に
反
逆
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
中
国
に
お
い
て
は
、
三
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
、
教
令
に
達
反
し
た
子
供
は
懲
戒

の
た
め
答
打
た
れ
、
た
ま
た
ま
子
供
を
殺
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
法
律
的
に
は
罪
と
し
て
谷
め
ら

れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
あ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
だ
け
の
実
権
を
持
っ
て
い
た
の
が
家
父
長
で
あ

り
、
家
父
長
群
の
長
で
あ
る
君
主
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
中
国
に
お
け
る
そ
う
し
た
専
制
支
配
と
、
社
会
の
無

政
府
的
開
放
状
況
と
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
各
宗
族
が
絶
対
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
無
政
府

だ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

家
庭
内
に
お
い
て
も
、
家
産
は
共
産
的
で
あ
り
、
互
い
に
助
け
あ
っ
て
生
き
て
い
る
。
家
父
長
と
い
え
ど
も

家
産
の
処
分
は
、
家
族
の
同
意
な
し
に
勝
手
に
処
理
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
中
国
は
伝
統
的

に
、
権
力
と
自
由
の
二
面
性
に
お
い
て
存
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
源
的
一
面
に
お
い
て
、
中
国
は
ア

ナ
キ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
中
国
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ
の
志
向
性
は
、
近
因
的
な
政
治
・
社
会
条
件
の
他
に
、
遠
因
的
な
自
然
・
客

観
条
件
も
控
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
㈹
土
地
の
広
大
さ
㊥
人
口
・
人
種
の
豊
富
さ
が
そ
れ
で
あ
る
。

中
国
の
面
積
は
九
十
五
万
七
千
平
方
キ
ロ
、
お
よ
そ
日
本
の
二
十
六
倍
と
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
・
カ
ナ
ダ
に

次
ぐ
世
界
第
三
の
土
地
で
あ
る
：
」
の
広
大
な
る
中
国
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
地
域
落
差
が
大
き
い
の
で
、

地
形
・
気
候
・
種
物
被
覆
等
自
然
環
境
、
人
文
現
象
か
ら
み
て
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
地
理
的
に
は
全
体
が

三
つ
に
分
け
ら
れ
、
㈲
西
南
の
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
西
北
の
薪
彊
蒙
古
高
原
㈲
東
部
（
太
平
洋
側
）
の
中
国
東
部

－
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
中
国
の
大
半
の
人
口
が
集
中
し
て
い
る
中
国
東
部
は
、
地
質
構
造
線
に
よ
り
東
西
南
北
に
四
区
分
さ
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馳
駆
劇
醐
酬

れ
、
各
地
域
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
と
に
華
北
と
華
南
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
お
り
、
作
物
一
つ
と
っ
て
み

て
も
、
北
が
乾
燥
せ
る
畑
作
地
帯
で
あ
る
の
に
対
し
、
南
は
湿
潤
な
水
田
地
帯
で
あ
る
。
言
葉
の
違
い
も
大
変

な
も
の
で
、
土
地
語
で
は
南
北
全
く
通
じ
な
い
。
標
準
語
（
北
京
藷
を
基
礎
と
し
た
普
通
語
）
の
発
達
し
た
今

日
と
い
え
と
も
、
農
村
部
へ
入
っ
て
は
話
が
通
じ
ま
せ
ん
と
、
北
京
の
通
訳
は
首
を
振
っ
て
い
た
。

人
口
は
現
在
一
口
に
七
億
と
も
八
億
と
も
い
う
が
（
毛
沢
東
自
身
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
）
、
問
題
は

そ
の
総
人
口
の
大
き
さ
よ
り
も
、
地
域
当
り
の
人
口
密
度
の
高
さ
で
あ
る
。
中
国
の
人
口
分
布
を
大
ま
か
に
み

る
と
、
全
面
積
の
四
分
の
一
の
平
原
・
盆
地
に
人
口
の
大
部
分
が
密
集
し
て
い
る
。
こ
と
に
揚
子
江
デ
ル
タ
地

帯
、
黄
河
の
沖
積
平
原
、
四
川
盆
地
の
三
地
域
に
全
人
口
の
三
分
の
一
が
居
住
し
、
地
域
に
よ
っ
て
世
界
最
高

密
度
の
五
百
前
後
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。

人
種
は
全
体
の
九
十
四
％
が
漢
民
族
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
主
な
種
族
だ
け
で
も
漠
族
・
チ
ワ
ン
族

・
国
旗
・
ウ
イ
グ
ル
族
・
イ
族
・
チ
ベ
ッ
ト
族
・
、
・
、
ヤ
オ
族
・
滞
族
と
八
種
族
お
り
、
そ
の
他
蒙
古
族
・
ブ
イ

族
・
朝
鮮
族
等
約
五
十
種
類
、
四
千
万
人
の
少
数
民
族
が
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
漢
民
族
と
い
え
ど
も
、
体

質
的
に
み
て
大
群
の
変
異
皮
は
非
常
に
大
き
く
、
皮
ふ
の
色
や
背
の
高
さ
を
と
っ
て
み
て
も
必
ず
し
も
黄
色
と

は
限
ら
ず
、
丈
も
一
定
で
な
い
。

こ
う
し
た
国
に
あ
っ
て
は
、
地
域
地
域
が
一
つ
一
つ
の
国
み
た
い
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
独
白
な
自
治
思

憩
が
芽
は
え
る
o
中
国
で
は
今
日
に
あ
っ
て
も
し
は
し
は
地
方
の
独
立
王
国
化
の
危
険
が
説
か
れ
る
の
だ
が
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
に
お
け
る
礼
は
、
そ
の
大
家
族
制
度
内
の
通
交
上
必
要
な
も
の
と
し
て
生
れ
て
果

た
と
い
お
れ
る
が
、
人
口
・
人
種
が
多
い
こ
と
は
確
か
に
何
が
し
か
の
儀
礼
を
伴
う
社
交
術
を
発
達
さ
せ
ず
に

は
お
か
な
い
。
そ
こ
に
必
然
的
に
対
者
と
自
己
と
い
う
、
相
対
的
な
感
覚
を
磨
き
あ
げ
る
地
盤
と
い
う
も
の
が

あ
る
の
で
あ
る
。

㈲
　
農
民
叛
乱
と
全
党

中
国
に
お
い
て
は
政
府
と
民
衆
と
が
離
間
し
一
見
無
関
係
に
併
列
的
で
あ
っ
た
の
は
、
根
本
的
に
は
そ
う
あ

る
よ
り
仕
方
な
い
し
、
そ
う
あ
る
方
が
国
と
民
の
双
方
に
と
っ
て
自
存
す
る
に
便
利
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
一
つ
に
は
・
し
ば
し
ば
異
民
族
に
よ
る
専
制
支
配
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
つ
ま
り
北
辺
の

何
奴
・
モ
ン
ゴ
ル
・
契
丹
・
満
州
族
等
は
絶
え
ず
漢
民
族
を
お
び
や
か
し
、
漢
・
元
・
清
の
王
朝
を
打
ち
だ
て

だ
。
異
民
族
は
武
力
に
よ
る
搾
取
を
行
な
う
が
、
民
生
に
情
が
薄
い
の
は
当
り
前
で
、
そ
の
た
め
に
、
い
っ
そ

う
二
者
の
間
の
間
隙
が
広
げ
ら
れ
た
。

そ
う
し
た
両
者
の
離
間
は
半
面
で
は
確
か
に
、
日
常
的
な
気
ま
ま
さ
と
い
う
も
の
を
育
て
た
。
食
べ
て
さ
え
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ゆ
け
れ
ば
、
貧
乏
な
ど
苦
箔
で
な
か
っ
た
し
、
貧
乏
は
貧
乏
な
り
に
自
足
す
る
楽
し
み
の
術
を
彼
ら
は
知
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
中
国
人
は
世
界
で
も
無
類
の
忍
耐
強
い
民
族
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
農
民
は
か
り
で
な
く
、

読
書
人
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
頭
に
白
髪
を
い
た
だ
い
て
な
お
科
挙
の
試
験
を
受
け
つ
づ
げ
ろ
と
い
う
の

が
、
中
国
流
の
学
者
で
あ
っ
た
。
終
日
同
じ
仕
事
を
し
て
飽
か
ず
、
生
れ
だ
て
の
赤
ん
坊
で
も
、
西
洋
の
子
供

の
よ
う
に
、
ワ
ァ
ワ
ァ
も
が
い
た
り
勤
い
た
り
し
な
い
と
い
あ
れ
る
。
だ
か
ら
よ
ほ
ど
の
生
活
上
の
危
機
が
あ

っ
て
も
耐
え
て
ゆ
け
る
の
で
、
土
地
を
追
い
払
わ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
至
れ
ば
、
収
ま
る
ま
で
乞
食
を
し
て
で

も
生
き
、
や
が
て
折
を
み
て
再
び
家
郷
に
帰
り
、
農
夫
と
な
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
中
国
が
農
民
叛
乱
の
国
と
さ
れ
る
の
は
理
由
が
あ
る
の
で
、
過
去
を
み
九
は
歴

然
た
る
も
の
で
あ
る
。
歴
代
王
朝
交
代
の
歴
史
は
、
と
り
も
な
お
き
ず
農
民
叛
乱
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
こ
と
に

一
つ
の
王
朝
が
末
期
に
至
る
と
、
決
ま
っ
て
叛
乱
が
起
り
、
忽
ち
疫
病
の
ご
と
く
広
ま
っ
て
、
遂
に
は
王
朝
を

減
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
小
は
数
人
に
よ
る
役
人
の
殴
打
か
ら
、
大
は
百
万
単
位
の
革
命

に
至
る
ま
で
、
規
模
と
種
類
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
て
も
、
無
数
の
叛
乱
が
、
中
国
四
千
年
の
歴
史
を
覆
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
主
な
も
の
だ
け
拾
う
と
、
秦
末
に
し
て
す
で
に
陳
勝
・
呉
広
の
乱
あ
り
、
つ

づ
い
て
百
姓
あ
が
り
の
無
頼
漢
劉
邦
の
道
義
に
秦
朝
は
倒
れ
た
。
前
漠
、
赤
眉
の
乱
、
後
漢
、
黄
巾
の
乱
。
唐

末
、
黄
巣
の
乱
。
兼
、
均
産
一
撲
、
宋
末
、
紅
巾
の
乱
。
元
、
弥
勒
の
乱
、
白
蓮
教
の
乱
。
明
末
、
李
白
戌
の

乱
、
清
末
、
太
平
天
国
の
乱
。
そ
れ
ぞ
れ
が
十
年
二
十
年
は
あ
た
っ
て
つ
づ
き
、
数
省
あ
る
い
は
十
数
省
に
ま

た
が
り
、
皇
帝
を
自
殺
に
追
い
込
み
、
王
朝
滅
亡
の
契
機
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

叛
乱
の
因
は
、
専
制
的
な
搾
取
支
配
と
い
う
政
治
的
理
由
も
あ
る
が
、
洪
水
と
卓
越
と
い
う
自
然
的
理
由
が

大
き
く
働
い
て
い
た
。
漢
民
族
の
中
心
的
生
活
地
で
あ
る
黄
河
・
揚
子
江
の
下
流
で
は
、
毎
年
の
よ
う
に
大
小

の
氾
濫
が
あ
っ
た
。
そ
こ
は
豊
壌
で
は
あ
る
が
同
時
に
中
国
西
北
部
の
微
粒
に
し
て
、
水
に
弱
い
黄
土
質
地
帯

で
あ
る
た
め
、
じ
き
に
河
川
が
溢
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
西
北
の
地
域
で
は
、
し
ば
し
ば
早
魅
に
よ
る

飢
饉
が
あ
っ
た
。
洪
水
の
場
合
、
一
夜
に
し
て
数
万
あ
る
い
は
数
十
万
の
人
間
か
、
家
を
失
い
流
民
と
化
す
こ

と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
そ
の
上
の
専
制
支
配
で
あ
る
。

流
民
と
化
し
た
農
民
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
水
が
治
ま
る
と
再
び
帰
郷
し
て
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
く
、

黙
々
と
耕
作
の
仕
事
に
従
事
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
帰
る
に
家
の
な
い
民
は
し
ば
し
ば
匪
賊
と
な
っ

て
盗
み
を
働
き
、
た
ま
た
ま
そ
れ
が
王
朝
の
末
期
で
、
軍
事
支
配
が
弱
ま
っ
て
い
る
と
、
王
朝
自
体
へ
の
叛
乱

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
流
民
は
莫
大
な
数
で
あ
っ
た
し
、
一
般
農
民
と
い
え
ど
も
潜
在
流
民
状
態
に
あ
っ
た
の

で
、
い
っ
た
ん
火
が
つ
く
と
、
嬢
原
の
火
の
ご
と
く
広
が
っ
て
い
っ
た
。

し
た
が
っ
て
匪
賊
と
い
え
ど
も
、
そ
の
社
会
的
な
基
盤
は
農
民
に
あ
る
の
で
あ
り
、
直
接
農
民
を
襲
う
土
匪

以
外
は
、
む
し
ろ
農
民
に
味
方
し
、
農
民
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
年
毛
沢
東
が
、
暗
記
す
る
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ほ
ど
に
よ
く
読
ん
だ
と
い
わ
れ
る
『
水
瀞
伝
」
中
の
主
要
人
物
淋
坤
は
、
元
は
小
役
人
で
あ
り
な
が
ら
「
迫
ら

れ
て
山
に
登
っ
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
流
民
化
し
た
農
民
を
軸
と
し
て
、
被
庄
道
民
と
し
て
の
読
書
人
・
職
人

・
少
数
民
族
の
寄
り
集
ま
っ
た
の
か
匪
賊
で
あ
っ
た
。
み
な
「
迫
ら
れ
て
山
に
登
っ
た
」
ア
ウ
ト
・
ロ
ウ
た
ち

で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
支
配
者
へ
の
反
抗
の
資
を
と
る
賊
を
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
E
・
I
・
ボ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
「
社
会
的

山
賊
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
「
社
会
的
山
賊
」
を
さ
ら
に
三
分
類
し
て
、
高
貴
泥
棒
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド

的
タ
イ
プ
、
原
始
的
な
抵
抗
を
試
み
る
闘
士
ま
た
は
ゲ
リ
ラ
で
あ
る
ハ
イ
ダ
ッ
ク
的
タ
イ
プ
、
恐
怖
の
的
と
な

る
よ
う
な
報
復
者
的
タ
イ
プ
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
ハ
イ
ダ
ッ
ク
型
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
な

農
民
か
ら
出
て
来
た
軍
人
層
」
で
、
ロ
シ
ア
で
は
コ
サ
ッ
ク
、
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ク
レ
ブ
ス
の
よ
う
な
辺
境
の
特

殊
な
「
自
由
社
会
」
か
ら
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
性
格
と
し
て
集
団
表
示
に
た
く
み
で
あ
り
、
通
常
の
そ
れ

よ
り
は
る
か
に
野
心
的
で
、
制
度
化
さ
れ
た
挑
戦
カ
を
持
つ
と
さ
れ
る
。

こ
の
型
は
、
中
国
の
社
会
派
匪
賊
に
そ
っ
く
り
当
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
た
い
て
い
義
賊
意
識
を

精
神
的
支
柱
と
し
て
お
り
、
内
部
規
律
は
厳
格
で
、
官
匪
野
淫
と
違
っ
て
、
婦
女
子
を
傷
つ
け
犯
さ
ぬ
こ
と
を

も
っ
て
誇
り
と
し
て
い
た
。
「
三
国
志
』
　
『
水
溶
伝
言
で
は
郡
山
の
麓
に
根
拠
地
を
構
え
、
梁
山
の
盾
に
居
を

置
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
種
自
由
な
解
放
区
を
な
し
て
い
た
。
官
軍
は
、
賊
に
農
民
層
の
支
持
が
あ
る
の

と
、
堅
固
な
城
塞
に
よ
っ
て
い
る
の
と
で
容
易
に
手
が
出
な
い
。
そ
こ
に
叛
乱
の
徒
と
い
え
ど
も
必
ず
し
も
日

本
的
な
悲
愴
感
が
み
ら
れ
ず
、
両
書
に
現
あ
れ
る
諸
英
雄
・
豪
傑
の
よ
う
な
、
快
活
さ
、
お
お
ら
か
さ
が
生
れ

る
理
由
が
あ
る
。
い
わ
ば
相
互
扶
助
的
な
自
立
共
同
体
の
存
在
理
由
は
、
そ
の
ま
ま
叛
逆
匪
賊
の
集
団
的
自
生

を
も
許
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
う
し
た
ア
ナ
ー
キ
イ
で
爆
発
的
な
カ
を
待
っ
た
社
会
派
匪
賊
で
あ
る
が
、
中
国
史
の
流
れ
を
通

じ
て
、
白
蓮
会
の
系
統
が
圧
倒
的
に
多
い
。
白
蓮
会
と
い
う
の
は
、
元
代
に
発
す
る
弥
勒
菩
薩
を
本
尊
と
す
る

宗
教
的
政
治
的
秘
密
結
社
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
異
民
族
支
配
に
叛
族
を
ひ
る
が
え
し
て
大
観
模
叛
乱
を
繰
り
返

し
た
。
「
弥
勒
の
乱
」
　
「
白
蓮
教
の
乱
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
前
者
は
二
十
五
年
、
後
者
は
十
二
年
間
に
わ
た

る
長
期
の
叛
乱
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
モ
ン
ゴ
ル
人
の
国
家
で
あ
る
元
朝
は
、
滅
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
明

末
に
至
っ
て
、
再
び
白
蓮
の
徒
が
蜂
起
し
、
一
時
は
二
百
万
の
勢
力
を
も
っ
て
官
軍
に
対
す
る
の
で
あ
る
が
、

利
あ
ら
ず
、
や
が
て
潰
減
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
大
敗
後
に
も
、
伝
統
は
脈
々
と
生
き
つ

づ
げ
ろ
の
で
あ
る
。

同
じ
く
異
民
族
で
あ
る
清
代
に
も
、
「
覆
清
典
明
」
（
清
を
倒
し
明
を
興
す
）
　
の
旗
印
を
か
か
け
て
活
動
し
た

多
く
の
秘
密
結
社
が
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
か
つ
て
の
白
蓮
会
を
母
体
と
し
た
支
派
で
あ
っ
た
。

白
蓮
会
の
宗
教
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
政
治
結
社
型
と
い
わ
れ
る
天
地
会
（
三
合
会
と
も
呼
ば
れ
る
）
、
吾
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老
会
（
洪
門
会
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
い
え
ど
も
、
元
は
と
い
え
は
白
蓮
会
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
嘉
慶

年
間
、
山
東
半
島
お
よ
び
河
南
地
方
に
続
出
し
た
諸
教
諸
会
、
光
鰭
年
間
、
排
外
的
な
思
想
か
ら
諸
事
件
を
惹

起
し
た
大
刀
会
・
小
刀
会
、
北
浦
事
変
の
義
和
団
、
横
座
追
少
数
民
族
客
家
の
出
で
あ
る
孫
文
が
組
織
し
た
巽

中
会
等
い
ず
れ
も
同
じ
血
を
引
い
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
外
衣
を
ま
と
っ
た
太
平
天
国
乱
に
し
て
、
や
は
り

中
心
勢
力
は
天
地
会
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
白
蓮
会
の
影
響
は
遠
く
十
三
世
紀
末
末
に
発
し
て
、
現

代
中
国
革
命
ま
で
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
一
口
に
、
社
会
派
匪
賊
あ
る
い
は
政
治
派
匪
賊
と
い
っ
て
も
、
貧
民
を
襲
わ
ぬ
義
賊
と
い
う
だ
け
の

こ
と
で
、
賊
に
は
違
い
な
く
、
そ
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
例
外
な
く
、
反
抗
的
改
革
的
範
囲
に
属
す
る
も
の

で
し
か
な
か
っ
た
。
帝
位
を
奪
い
と
る
こ
と
を
纂
奪
と
い
う
が
、
終
局
的
に
は
王
様
を
倒
し
て
自
ら
王
様
に
な

り
た
い
の
が
本
心
で
、
裳
奪
以
前
で
も
、
そ
の
勢
力
が
大
き
く
な
る
と
、
そ
の
首
謀
者
は
た
い
て
い
〝
王
〟
を

倍
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈲
　
文
人
官
僚
と
腐
敗

一
般
に
西
欧
的
意
味
あ
い
で
の
都
市
と
は
、
（
自
由
都
市
）
の
名
は
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
村
に
反
し
て
、

拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
気
ま
ま
に
暮
せ
る
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
中
国
で
は
そ
れ
が
む
し

ろ
逆
で
あ
り
、
農
村
は
気
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
都
市
は
不
自
由
で
拘
束
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
都
市

に
は
行
政
官
庁
が
所
在
し
、
治
安
督
寮
が
い
て
喧
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
西
欧
都
市
の
よ
う
に
強
力
な
ギ
ル

ド
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
文
字
通
り
全
生
活
的
な
意
味
あ
い
で
の
相
互
扶
助
団
体
で
あ
っ
て
、
単
な
る
職
業
的

団
体
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
あ
た
か
も
部
落
に
お
け
る
と
同
じ
ご
と
く
、
同
じ
共
同
体
内
の
救
済
・
連
帯
の
観

念
は
あ
っ
て
も
、
他
の
そ
れ
に
は
な
い
か
ら
、
一
都
市
内
で
お
互
い
に
結
束
し
て
、
全
体
市
民
の
権
利
と
自
由

を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
中
国
の
政
治
の
在
り
方
が
、
専
制
的
で
、
強
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
ア
ジ
ア
的
専
制
主
義
と
い
あ
れ
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
り
、
王
の
カ
は
都
市
は
直
摸
的
に
、
農
村
は
宗
族
長

を
介
し
て
間
接
的
に
、
国
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
カ
を
代
弁
す
る
の
か
官
僚
で
あ
っ

て
、
中
国
官
僚
は
世
界
に
並
ぶ
も
の
な
い
国
家
的
機
能
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
中
国
で
は
秦
の
始
皇
帝
が
国
内
六
国
を
併
せ
て
統
一
す
る
や
（
B
C
・
二
二
一
）
、
全
国
の
地
方
を
三
十
六

郡
に
あ
げ
て
い
わ
ゆ
る
郡
県
制
度
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
中
国
官
僚
制
の
発
生
の
源
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
来

曲
折
は
あ
る
も
の
の
、
実
に
二
千
年
の
伝
統
を
持
つ
の
が
中
国
官
僚
制
で
あ
る
。

も
ろ
ん
官
僚
制
度
は
政
治
の
執
行
上
、
必
要
な
も
の
と
し
て
生
れ
た
。
彼
ら
は
暦
を
こ
し
ら
え
、
道
路
や
遠
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河
の
建
設
に
た
ず
さ
わ
り
、
己
れ
自
身
の
存
続
の
必
要
上
卓
越
や
洪
水
の
防
止
と
救
済
策
を
講
じ
た
の
で
あ
　
わ

る
。
堤
防
や
貯
水
池
を
つ
く
り
、
飢
饉
の
た
め
の
備
蓄
食
糧
も
準
備
し
て
い
た
。
し
か
し
た
と
え
土
木
家
・
建

築
士
と
い
え
ど
も
、
た
ん
な
る
公
的
職
業
官
で
は
な
く
、
権
力
的
支
配
者
で
も
あ
っ
た
。

な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
、
中
国
で
は
、
討
建
制
を
廃
し
て
官
僚
制
を
と
っ
た
と
い
う
も
の
の
、
事
実
上

地
方
官
は
即
ち
封
建
領
主
を
意
味
し
、
専
横
的
な
振
舞
い
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由

は
農
村
に
自
立
共
同
体
が
存
在
す
る
理
由
と
同
じ
で
あ
る
が
、
交
通
・
運
輸
・
通
信
機
関
の
未
発
達
は
そ
れ
に

い
っ
そ
う
輪
を
か
け
て
い
た
。
馬
匹
で
北
京
よ
り
漸
江
ま
で
ゆ
く
の
に
四
日
間
、
甘
粛
西
辺
ま
で
は
九
日
間

（
実
際
に
は
そ
の
数
倍
か
か
る
）
か
か
っ
た
か
ら
、
何
か
緊
急
の
事
態
が
起
っ
て
も
、
地
方
官
吏
の
自
由
裁
量

に
任
せ
る
よ
り
仕
方
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
官
僚
の
主
な
仕
事
は
税
の
取
立
て
で
あ
る
。
地
方
官
衝
は
、
中
央
に
対
す
る
租
税
取
立
て
の
請
負
所
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
え
ば
い
い
。
し
か
も
だ
ん
に
取
立
て
と
い
っ
て
も
、
中
国
の
そ
れ
は
、
「
一
定
額

の
租
税
を
中
央
に
送
る
義
務
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
徴
収
す
る
こ
と
は
地
方
官
更
の
腕
次
第
と
い
う
あ
げ
で
あ

っ
て
、
そ
の
余
分
は
地
方
官
衛
の
収
入
に
な
る
。
」
（
「
近
代
中
国
思
想
」
藤
原
定
）
。
例
え
は
、
銀
貨
に
よ
っ
て
徴

税
す
る
場
合
、
地
方
官
衝
は
そ
れ
を
鋳
直
し
て
中
央
に
送
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
目
減
り
す
る
の
で
、
火
耗

と
称
し
て
、
正
税
の
三
割
も
五
割
も
余
計
に
と
る
の
で
あ
る
。
水
増
税
の
他
に
賄
賂
や
勝
手
な
名
目
に
よ
る
金

も
捲
き
あ
げ
た
。
官
吏
と
し
て
の
正
式
の
給
料
は
、
む
ろ
ん
中
央
政
府
か
ら
も
ら
え
た
。

そ
う
い
う
あ
げ
で
中
国
に
は
「
三
年
酒
知
府
十
万
雪
花
銀
」
と
い
う
諺
が
あ
っ
て
、
知
府
（
日
本
の
市
長
相

当
職
）
を
三
年
勤
め
て
い
れ
ば
、
い
か
に
清
廉
に
や
っ
て
い
て
も
、
十
万
両
く
ら
い
の
金
は
出
来
る
と
い
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
科
挙
の
受
験
と
な
る
と
親
族
は
挙
げ
て
応
援
し
、
受
験
す
る
当
人
は
当
人
で
、
例
え
白

髪
の
身
に
な
ろ
う
と
な
お
勉
強
し
っ
づ
け
る
ほ
ど
魅
力
が
あ
っ
た
。
官
僚
に
登
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
ほ
ど
割
の
い
い
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
地
方
官
が
官
吏
た
る
の
身
分
を
利
用
し
て
、
せ
っ
せ
と
金
を
あ
つ
め
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
地
方
官
と

い
う
も
の
が
金
を
必
要
と
す
る
職
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
顧
炎
武
に
よ
る
と
、
「
赴
任
の
人
は
動
く
こ
と

数
千
里
、
必
ず
借
儀
を
作
ら
な
け
れ
ば
任
に
強
く
を
え
な
い
。
両
も
そ
の
土
地
風
俗
を
知
ら
ず
、
言
語
は
解
せ

ず
、
政
権
は
多
く
こ
う
か
つ
な
背
更
の
手
に
任
せ
ら
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
官
の
新
任
に
当
っ
て
は
、
彼
ら

は
妻
子
兄
弟
の
他
、
一
族
郎
党
を
従
え
て
数
十
日
の
旅
を
し
、
莫
大
な
旅
費
を
使
う
。
そ
こ
へ
持
っ
て
来
て
財

政
・
法
律
に
明
る
い
幕
友
と
称
す
る
秘
書
を
年
棒
に
数
倍
す
る
大
金
を
も
っ
て
雇
わ
ざ
る
を
得
ず
、
赴
任
先
の

役
所
で
は
、
実
務
家
の
晋
更
に
一
切
仕
事
を
任
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

何
し
ろ
中
国
の
官
吏
は
儒
学
を
中
心
と
す
る
役
人
登
用
試
験
に
合
格
し
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
行
政
官

と
し
て
は
何
ほ
ど
の
能
力
も
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
政
治
へ
の
無
関
心
さ
を
誘
い
、
金
の
か
か
る
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仕
組
と
な
り
、
徴
税
の
み
に
熱
意
を
傾
け
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
央
政
府
は
絶
え
ず
転
勤

さ
せ
た
。
そ
れ
を
官
吏
は
昇
進
と
し
て
喜
び
も
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
転
勤
に
伴
っ
て
再
び
金
が
い
る
し
、

当
人
は
ま
す
ま
す
知
ら
ぬ
他
国
の
行
政
に
心
を
使
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
つ
け
込
ん
で
土
地
の
役
人
も

収
奪
す
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
民
衆
は
ま
す
ま
す
政
治
か
ら
離
れ
、
長
い
間
に
は
民
族
性
と
も
化
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
国
官
僚
の
腐
敗
堕
落
に
つ
い
て
は
、
清
末
の
、
魯
迅
が
「
詰
責
小
説
」
と
す
る
「
官
場
現
形

聾
（
李
宝
嘉
）
や
「
老
残
遊
蕾
（
勧
請
）
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
老
残
遊
蕾
の
中
で
、
著
者
が
、

い
あ
ゆ
る
清
廉
官
吏
は
収
賄
官
吏
よ
り
も
も
っ
と
恨
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
剛
弼
と
い

ぅ
官
吏
が
、
覿
氏
父
女
の
一
家
十
三
人
を
謀
殺
し
た
と
い
う
犯
罪
を
誤
認
し
た
。
そ
れ
で
萩
の
下
僕
は
賄
賂
を

使
っ
て
放
免
運
動
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
剛
窮
は
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
犯
罪
事
実
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
収
賄
官
よ
り
も
っ
と
惑
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
水
瀞
伝
』
に

お
い
て
も
、
武
松
や
宋
江
は
不
当
な
罪
で
捕
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
賄
賂
を
使
っ
て
助
け
ら
れ
る
。
中
国
の
よ

ぅ
な
社
会
で
は
賄
賂
を
と
る
官
吏
の
良
さ
、
便
利
さ
も
あ
る
点
で
複
雑
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
中
国
社
会
の
官
僚
制
の
延
長
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
清
朝
滅
亡
後
と
い
え
ど
も
容
易
に

消
え
な
い
。
む
し
ろ
各
地
に
割
拠
し
た
軍
閥
と
結
び
（
自
ら
軍
閥
を
形
成
し
）
、
財
閥
と
結
託
す
る
（
自
ら
財

閥
と
な
る
）
中
で
、
ま
す
ま
す
官
僚
制
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頂
点
に
あ
っ
た
の
か
、
い
ち
ゆ

る
孔
祥
蕪
・
宗
子
文
・
蒋
介
石
・
陳
立
夫
兄
弟
の
四
大
財
閥
（
官
僚
資
本
家
）
で
あ
っ
て
、
中
国
革
命
と
は
、

と
り
も
な
お
き
ず
こ
れ
ら
官
僚
資
本
家
を
解
体
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

一
九
四
九
年
、
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
や
、
早
速
「
（
官
吏
の
）
三
善
（
汚
職
・
浪
費
・
官
僚
主
義
）
・

（
資
本
家
の
）
五
毒
（
贈
賄
・
脱
税
・
盗
材
盗
用
・
ゴ
マ
化
し
・
情
報
の
盗
洩
）
」
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
題
意
識
が
発
展
し
て
一
九
五
一
年
十
月
か
ら
、
有
名
な
「
二
友
五
反
連
動
」
が
展

開
さ
れ
た
。
三
反
と
は
、
政
府
各
機
関
（
官
僚
）
・
学
校
・
軍
隊
等
に
お
け
る
三
善
に
反
対
す
る
こ
と
、
五
反

と
は
資
本
家
の
五
毒
に
反
対
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
封
建
時
代
の
萄
更
と
同
じ
よ
う
に
、
顕

は
変
れ
ど
、
実
務
家
と
し
て
の
旧
官
吏
は
大
量
に
そ
の
ま
ま
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
革
命
後
と
い
え
ど

も
、
官
僚
の
腐
敗
は
引
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
革
命
当
初
、
こ
の
よ
う
に
烈
し
い
官
僚
主
義
反
対
連
動
を
行
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
官
僚
主
義
は
な

お
も
頑
強
に
生
き
つ
づ
け
た
。
な
ぜ
な
ら
な
る
ほ
ど
旧
型
官
僚
に
よ
る
単
純
犯
罪
と
し
て
の
収
賄
等
の
不
正
は

消
え
て
も
、
近
代
化
と
マ
ル
ク
ス
主
義
に
伴
う
新
型
官
僚
の
吐
く
毒
で
あ
る
、
画
一
的
・
管
理
的
・
中
央
集
権

の
一
三
毒
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
、
未
だ
柔
ら
か
な
頭
脳
を
持
っ
た
非
定
形
者
と
し

て
の
少
年
群
が
、
そ
の
官
僚
制
に
飯
乱
し
た
。


