
18
世
紀
の
建
国
期
に
は
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
が
政
府

を
陰
で
操
っ
て
い
る
、
19
世
紀
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の

国
々
が
移
民
を
大
量
に
送
り
込
ん
で
ア
メ
リ
カ
を
乗

っ
取
ろ
う
と
し
て
い
る
、
20
世
紀
初
頭
に
は
ユ
ダ
ヤ

人
の
国
際
金
融
資
本
が
ア
メ
リ
カ
を
ね
ら
っ
て
い
る

等
々
。
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
は
陰
謀
論
の
歴
史
で
す
。

ア
メ
リ
カ
で
こ
れ
ほ
ど
陰
謀
論
が
叫
ば
れ
る
の

は
、
偶
然
が
重
な
っ
た
結
果
な
が
ら
、
と
て
も
豊
か

な
国
だ
か
ら
で
す
。
広
大
な
領
土
、
豊
富
な
自
然
資

源
、肥ひ

沃よ
く

な
土
地
。
で
す
か
ら
ア
メ
リ
カ
人
は
、「
自

分
た
ち
は
恵
ま
れ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
そ
の
富
を
世
界
の
人
た
ち
が
い
つ
も
ど
こ
か

で
ね
ら
っ
て
い
る
、
と
い
う
発
想
に
な
る
の
で
す
。

「
陰
謀
論
」と
は
何
か

▼
「
陰
謀
論
」
の
本
場
・
ア
メ
リ
カ

—
—

ア
メ
リ
カ
の
議
会
襲
撃
事
件
の
背
景
に
は
、「
Ｑ

ア
ノ
ン
」
と
い
う
陰
謀
論
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
、
ア
メ
リ
カ
で
「
陰
謀
論
」
が
こ

れ
ほ
ど
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

あ
の
事
件
は
全
世
界
を
震
撼
さ
せ
ま
し
た
ね
。
議

会
制
民
主
主
義
の
ア
メ
リ
カ
が
こ
こ
ま
で
陰
謀
論
に

浸
食
さ
れ
て
い
た
の
か
と
、
私
も
深
刻
な
思
い
を
抱

い
て
見
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
は
ア
メ
リ
カ
の

陰
謀
論
は
最
近
突
然
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
陰
謀
論
は
建
国
当
初
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。

巻頭
インタビュー

［
編
集
部
］

「
陰
謀
論
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。「
○
○
が
○
○
な
の
は
裏
で
○
○
が
○
○
し
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い

う
都
市
伝
説
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
近
年
、
日
本
で
も
徐
々
に
広
ま
り
を
見
せ
、
社
会
の
分
断
が
危
惧
さ
れ

て
い
ま
す
。
昨
年
１
月
に
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た
議
会
襲
撃
事
件
も
、
そ
の
発
端
は
「
陰
謀
論
」
で
し
た
。
民

主
主
義
を
危
機
的
状
況
に
追
い
込
む
ほ
ど
の
陰
謀
論
が
渦
巻
く
世
界
を
、
私
た
ち
は
ど
う
生
き
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
「
教
育
」
に
は
「
陰
謀
論
」
を
打
破
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
は
た
し
て

可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
鍵
は
実
は
「
寛
容
」
に
あ
る
と
、
神
学
者
の
森
本
あ
ん
り
先
生
は
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

国際基督教大学教授  森本あんり

こ
の
時
代
に

　「
寛
容
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
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し
た
。
９
・
11
の
実
行
犯
も
、
高
等
教
育
を
受
け
た

専
門
職
で
す
。
で
す
か
ら
、
科
学
的
な
知
識
を
身
に

つ
け
れ
ば
批
判
的
な
力
が
身
に
つ
く
、
な
ど
と
は
言

え
な
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
人
に
必
要
な
の
は
、
専
門
知
識
よ
り
リ
ベ
ラ

ル
ア
ー
ツ
（
一
般
教
養
）
で
す
。
自
分
の
専
門
だ
け

に
深
入
り
し
て
い
る
と
、
別
分
野
か
ら
の
視
線
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
り
、「
何
か
が
お
か
し
い
」
と

い
う
こ
と
に
気
づ
け
ま
せ
ん
。
お
か
し
い
と
感
じ
ら

れ
る
に
は
全
体
的
な
身
体
感
覚
が
必
要
で
、
そ
の
た

め
に
は
人
格
教
育
や
倫
理
教
育
を
含
む
リ
ベ
ラ
ル
ア

ー
ツ
の
学
び
が
最
適
で
す
。
少
な
く
と
も
現
状
、
初

等
中
等
教
育
で
推
奨
さ
れ
る
よ
う
な
「
特
別
の
教
科　

道
徳
」
が
適
切
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

—
—

「
こ
う
だ
」
と
一
方
的
に
教
え
込
ま
れ
た
ら
、

—
—

そ
の
な
か
で
も
、
最
近
は
経
済
格
差
が
拡
大
し

て
き
て
い
ま
す
ね
。

60
年
代
頃
ま
で
は
、
自
動
車
の
組
み
立
て
工
と
し

て
毎
日
地
道
に
働
い
て
い
れ
ば
そ
れ
な
り
に
豊
か
な

生
活
が
で
き
て
い
た
の
に
、
今
は
で
き
ま
せ
ん
。
富

め
る
者
は
ま
す
ま
す
富
み
、
そ
う
で
な
い
者
は
ま
す

ま
す
貧
し
く
な
る
。「
自
分
は
一
生
懸
命
働
い
て
い

る
の
に
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
れ
を
邪
魔
し
て
い
る

存
在
が
あ
る
に
違
い
な
い
」
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

▼
陰
謀
論
は
人
間
の
性

た
だ
、
私
は
こ
の
よ
う
な
「
陰
謀
論
」
は
人
間
の

性さ
が
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
理
性
の
本
来
的
な
働
き
に

よ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
人
間
の
理
性
は
推
論
の
能

力
で
す
。
半
分
し
か
見
え
な
い
も
の
は
、
見
え
て
い

る
半
分
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
で
見
え
な
い
部
分
を
カ

バ
ー
し
よ
う
と
、
頭
の
中
で
自
然
に
そ
れ
を
補
っ
て

全
体
像
を
つ
く
り
出
し
ま
す
よ
ね
。

で
す
か
ら
、
不
十
分
な
情
報
し
か
な
い
と
き
に
推

論
の
能
力
を
働
か
せ
る
と
い
う
の
は
、
人
間
に
と
っ

て
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
。
情
報
が
少
な

け
れ
ば
思
い
込
み
で
補
完
す
る
と
こ
ろ
が
増
え
ま
す

し
、
情
報
が
少
な
い
こ
と
自
体
が
、「
誰
か
が
隠
し

て
い
る
か
ら
だ
」と
、「
証
拠
が
な
い
の
が
よ
い
証
拠
」

と
い
う
論
理
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

人
間
は
、
フ
ァ
ク
ト
（
事
実
）
だ
け
の
世
界
に
生

き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ァ
ク
ト
は
コ

反
発
す
る
気
持
ち
も
起
き
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
と
お
り
で
す
。
は
じ
め
か
ら
決
ま
っ
た
結
論

へ
と
誘
導
さ
れ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
は
、
自
分
で
考

え
る
力
を
養
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
陰
謀
論
の

世
界
で
は
、
過
激
な
考
え
の
持
ち
主
ほ
ど
、
否
定
さ

れ
る
と
誤
っ
た
信
念
を
さ
ら
に
深
め
て
し
ま
い
ま

す
。

▼
近
代
の
傲
慢

—
—

そ
う
す
る
と
、「
教
育
で
人
間
が
よ
く
な
っ
て

い
く（
賢
く
な
っ
て
い
く
）」と
い
う
考
え
方
に
も
、

限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
教
育
や
知
識
の
捉
え
方
に
も
よ
る
で
し
ょ

う
ね
。
た
と
え
ば
歴
史
の
知
識
は
、
誰
も
個
人
で
調

べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
１
４
９

２
年
に
大
西
洋
を
渡
っ
た
と
、
歴
史
の
教
科
書
に
は

書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
を
い

ち
い
ち
自
分
で
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。つ

ま
り
、
人
間
の
知
識
と
い
う
も
の
は
、
た
く
さ

ん
の
人
々
が
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
人
は
何
で
も

自
分
の
頭
で
考
え
て
判
断
で
き
る
、
と
思
い
込
ん
で

い
ま
す
。
他
人
の
権
威
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
既
存
の
考
え
を
疑
っ
て
か
か

る
べ
き
だ
、
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
昨
今
の
「
反
知
性

主
義※

」
も
、
こ
の
風
潮
の
一
環
で
す
。

ン
テ
キ
ス
ト
（
文
脈
）
に
乗
っ
て
、
は
じ
め
て
意
味

を
な
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
は
、

ど
う
し
て
も
人
間
の
主
観
が
入
り
ま
す
。「
陰
謀
論
」

の
な
か
に
は
、「
ど
う
し
て
そ
ん
な
突
拍
子
も
な
い

こ
と
を
信
じ
ら
れ
る
の
か
」
と
思
え
る
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
も
人
間
だ
か
ら
こ
そ
起
き
る
こ
と
で

す
。動
物
に
は
そ
ん
な
能
力
も
危
惧
も
あ
り
ま
せ
ん
。

—
—

ま
さ
に
コ
ロ
ナ
禍
は
「
不
十
分
な
情
報
」
ば
か

り
で
し
た
。
ど
ん
な
に「
科
学
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
」

を
指
摘
さ
れ
て
も
疑
っ
て
か
か
る
人
が
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
い
つ
、
ど
こ
で
誰
が
感
染
す
る
か

わ
か
ら
ず
、
誰
も
が
不
条
理
な
状
況
に
置
か
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
近
代
合
理
主
義
に
と
っ
て
は
耐
え

が
た
い
こ
と
で
す
。
自
分
の
人
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
と
、
人
は
不
安
に
な
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
「
な
ぜ
、
自
分

が
こ
ん
な
こ
と
に
」
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

「
陰
謀
論
」と「
教
育
」

▼
教
育
で
「
陰
謀
論
」
は
打
破
で
き
る
の
か

—
—

「
陰
謀
論
」
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
科
学
的

な
知
識
を
教
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
意
見
が

あ
り
ま
す
が
、
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

教
育
と
は
、
あ
る
種
の
イ
ン
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
シ
ョ

ン
＝
教
化
で
す
。
方
向
性
こ
そ
違
い
ま
す
が
、
一
種

の
洗
脳
で
す
。
今
の
社
会
の
常
識
は
こ
う
で
、
社
会

し
か
し
、
私
た
ち
は
ほ
か
の
人
々
か
ら
ど
れ
だ
け

た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
る
か
、
と

い
う
こ
と
を
知
る
の
も
大
事
な
教
育
だ
と
思
い
ま

す
。
歴
史
や
伝
統
に
学
ぶ
こ
と
は
、
知
的
な
傲
慢
を

防
ぐ
の
に
と
て
も
役
立
ち
ま
す
。

「
寛
容
」で
あ
る
と
い
う
こ
と

▼
寛
容
に
は
不
寛
容
が
含
ま
れ
て
い
る

—
—

で
は
、「
陰
謀
論
」
の
よ
う
に
明
ら
か
に
間
違

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
考
え
に
直
面
し
た
と
き
、

私
た
ち
は
ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。

そ
こ
で
鍵
に
な
る
の
が
「
寛
容
」
で
す
が
、
私
は

こ
の
言
葉
の
意
味
は
捉
え
直
し
が
必
要
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
一
般
に
「
寛
容
」
と
言
う
と
、
否
定
や
否

認
の
対
極
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、

こ
れ
は
誤
解
で
す
。
寛
容
は
、
是
認
と
否
認
の
真
ん

中
に
あ
っ
て
、
そ
の
両
方
を
含
ん
で
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
好
き
な
人
は
、
最

初
か
ら
１
０
０
％
是
認
し
て
い
る
の
で
、
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
に
「
寛
容
」
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
他
方
で
嫌

い
な
人
が
ま
っ
た
く
食
べ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
１
０

０
％
否
認
な
の
で
、明
ら
か
に「
不
寛
容
」で
す
。「
寛

容
」
は
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
嫌
い
な
人
が
、
嫌
い

だ
け
ど
食
べ
る
と
き
に
だ
け
成
立
し
ま
す
。
否
認
し

て
い
る
け
ど
、受
け
入
れ
る
。
嫌
だ
け
ど
、認
め
る
。

で
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
知
識
は
こ
れ
だ
と
教

え
込
む
こ
と
が
、
ま
ず
は
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

こ
ま
で
は
、
陰
謀
論
と
同
じ
構
造
で
す
。
今
の

学
校
教
育
で
子
ど
も
に
教
え
込
ん
で
い
る
社
会
常
識

や
知
識
は
、
単
に
そ
れ
が
「
今
は
一
般
的
」
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
世
界
の
切

り
取
り
方
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
数
派
だ

か
ら
、
そ
れ
を
子
ど
も
に
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
も
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
す
。

教
育
の
場
で
教
え
込
ま
れ
た
知
識
は
、
や
が
て
成
長

す
る
と
物
事
を
批
判
的
に
考
え
る
力
の
土
台
と
な
っ

て
い
き
ま
す
。最
初
に
こ
の
土
台
が
な
い
こ
と
に
は
、

批
判
的
に
考
え
る
力
は
つ
き
ま
せ
ん
。
教
育
が
陰
謀

論
と
最
終
的
に
違
う
の
は
、
批
判
的
に
考
え
る
力
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

教
え
込
む
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
、
子
ど
も
に

特
定
の
世
界
の
切
り
取
り
方
を
教
え
込
む
だ
け
で
、

陰
謀
論
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

—
—

そ
う
す
る
と
、
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
や
ネ
ッ
ト
リ

テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
「
陰
謀
論
」
を

防
ぐ
と
い
う
考
え
方
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
必
要
で
有
意
義
で
し
ょ
う
が
、

限
界
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
オ
ウ
ム
真
理
教
に
入
信
し
て
一
連
の
事
件

を
起
こ
し
た
人
た
ち
の
多
く
は
、
優
秀
な
科
学
者
で

相手を善と認めなくても、
好きにならなくても
かまわないのです。
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日
本
人
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
み
な
が
多
神
教

で
均
質
だ
っ
た
の
で
、
異
質
な
他
者
に
出
会
う
機
会

が
乏
し
く
、寛
容
に
な
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
す
。

む
し
ろ「
無
寛
容
」だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
無
寛
容
は
容
易
に
不
寛
容
に
転
換
し

ま
す
。
ひ
と
た
び
「
異
質
だ
・
危
険
だ
」
と
思
え
ば

徹
底
的
に
排
除
し
ま
す
。
少
し
で
も
受
け
入
れ
よ
う

と
す
れ
ば
、今
度
は
そ
の
人
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
か
ら
イ
ス
ラ
ム
人
口
が
爆
発
的
に
増
え
、
日

本
に
も
必
ず
入
っ
て
き
ま
す
。
日
本
人
と
相
当
異
な

る
世
界
観
を
持
つ
人
々
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
く
た

め
に
は
、寛
容
へ
の
理
解
を
改
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
最
低
限
の
礼
節
が
あ
れ
ば
共
存
で
き
る

寛
容
は
、
相
手
を
善
と
認
め
な
く
て
も
、
好
き
に

な
ら
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
す
。
最
低
限
の
礼

だ
か
ら
寛
容
に
は
、
不
寛
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

す
。さ

て
、こ
こ
で
「
寛
容
な
態
度
を
育
て
る
」
と
は
、

何
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
が
嫌
い
な
人
に
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
好
き

に
な
れ
」
と
強
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

—
—

学
校
で
「
思
い
や
り
の
心
を
持
と
う
」「
人
に

優
し
く
し
よ
う
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ

は
寛
容
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
結
構
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
自
分
の
心
を

否
定
し
て
す
べ
て
他
人
に
合
わ
せ
ろ
、
と
い
う
意
味

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
ら
、「
あ

な
た
は
自
分
の
考
え
を
否
定
し
て
別
の
人
格
に
な

れ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
と
て
も
不
寛
容

な
要
求
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

▼
「
相
手
を
理
解
す
る
」

—
—

こ
れ
も
よ
く
言
わ
れ
る
「
相
手
を
理
解
す
る
」

こ
と
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
恋
人
や
夫
婦
で
「
隠
し
事
を
し
な
い
」
こ
と

が
理
想
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
人
間

そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
人
格
を
持
つ
と

い
う
こ
と
は
、
秘
密
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
相

手
の
す
べ
て
を
理
解
し
、
自
分
の
す
べ
て
を
理
解
し

て
ほ
し
い
と
思
う
の
は
、
１
０
０
％
の
是
認
を
求
め

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
不
可
能
で
す
。
本
当
に
愛
す

る
と
い
う
こ
と
は
、相
手
の
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
、

節
さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
、
共
存
は
で
き
ま
す
。
逆
に

言
う
と
、
私
た
ち
に
で
き
る
の
は
そ
こ
ま
で
で
す
。

内
心
は
変
え
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
無
理
に
変
え
る
べ

き
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
内
心
で
思
う
こ
と
は
、
人
の

自
由
で
す
。
た
だ
、
思
っ
た
こ
と
を
何
で
も
公
共
の

場
な
ど
で
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
人
を
傷
つ
け
な

い
。
人
権
を
守
る
。
そ
れ
が
最
低
限
の
礼
節
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
本
音
と
建
前
は
、
誰
も
が
違
う
か
ら

で
す
。

心
の
中
と
言
動
が
違
っ
て
も
い
い
の
で
す
。
人
間

で
あ
る
以
上
、
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
こ
を

守
る
こ
と
が
、
寛
容
で
あ
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ

は
学
校
で
も
ぜ
ひ
そ
う
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
内
心
に
点
数
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
で
は
な

く
、
守
る
べ
き
礼
節
を
教
え
る
こ
と
で
す
。

—
—

礼
節
と
は
具
体
的
に
ど
ん
な
態
度
で
し
ょ
う
か
。

今
は
、
自
分
と
異
な
る
考
え
の
人
と
一
緒
に
い
る

こ
と
す
ら
で
き
な
い
人
が
増
え
て
い
ま
す
ね
。
人
と

人
の
つ
な
が
り
が
、
似
た
考
え
方
を
す
る
身
内
だ
け

に
な
っ
て
い
ま
す
。
思
想
が
異
な
る
人
と
の
つ
な
が

り
が
減
っ
て
い
る
こ
と
が
、
自
分
（
た
ち
）
の
信
念

を
さ
ら
に
踏
み
固
め
て
頑
固
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、違
う
信
念
の
人
と
同
じ
空
間
に
い
て
、

自
分
は
黙
っ
て
相
手
の
言
葉
を
聞
く
時
間
を
持
つ
こ

と
が
出
発
点
だ
と
思
い
ま
す
。
お
互
い
に
黙
っ
て
い

て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
波
長
を
合
わ
せ
る
時
間
、
ラ

自
分
は
嫌
だ
と
思
う
と
こ
ろ
も
含
め
て
受
け
入
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
寛
容
で
す
。

『
不
寛
容
論
』（
新
潮
選
書
）
で
書
き
ま
し
た
が
、

17
世
紀
の
神
学
者
で
あ
る
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
が
、
筋
金
入
り
の
寛
容
の
出
発
点
で
す
。
ア
メ
リ

カ
の
先
住
民
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
来
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
礼
拝
を
見
て
、
何
を
し
て
い
る
の
か
全
く
理

解
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
行
動
を
尊
重
し
ま

す
。
彼
は
そ
の
先
住
民
の
態
度
に
学
ぶ
ん
で
す
ね
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
な
か
に
は
、
人
の
礼
拝
中
に
押

し
か
け
て
狼
藉
を
働
く
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。
そ
れ

に
比
べ
る
と
先
住
民
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
文
明
的
で
あ

る
。
礼
節
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
相
手
が
自
分

と
違
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
て
も
、
最
低
限
の
礼
節

を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
彼
は
親
し
く

し
て
い
た
先
住
民
か
ら
学
ん
だ
の
で
す
。

▼
「
寛
容
」
を
押
し
つ
け
る
の
は
「
不
寛
容
」

東
京
オ
リ
パ
ラ
開
催
前
に
、
組
織
委
員
会
会
長
の

女
性
蔑
視
発
言
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

男
女
平
等
を
め
ぐ
っ
て
日
本
の
国
際
順
位
が
低
い
こ

と
も
問
題
視
さ
れ
ま
し
た
ね
。
確
か
に
男
女
平
等
は

進
め
る
べ
き
で
す
が
、他
方
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
、

そ
の
よ
う
な
男
女
観
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
国
・
地

域
の
人
々
も
来
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
は
そ
の
人
た
ち
も
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
に
、「
あ
な
た
た
ち
の
考
え
は

ポ
ー
ル
を
つ
く
る
時
間
を
持
つ
こ
と
で
す
。

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
人
間
は
フ
ァ
ク

ト
だ
け
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ

ァ
ク
ト
に
意
味
を
与
え
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
大
切
な

の
で
、
そ
こ
に
影
響
を
与
え
る
き
っ
か
け
と
な
り
得

る
の
は
、
人
間
関
係
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
こ
と
を
わ
か
ろ
う
と
し
て
く
れ
て
い
る
と

思
え
ば
、人
は
徐
々
に
心
を
聞
い
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
で
す
。

▼
近
代
教
育
の
難
点

近
代
の
教
育
は
「
人
間
は
、
教
育
を
す
れ
ば
よ
く

な
る
」
と
い
う
信
念
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
実
は
、
そ
の
信
念
が
不
寛
容
な
結
果
を
も
た
ら

す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
誰
も
が
「
よ
く
な
る
」
た
め

の
教
育
を
施
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
で
も
「
よ
く
な
ら

な
い
」
人
は
社
会
か
ら
排
除
・
隔
離
す
べ
き
だ
と
い

う
思
想
に
つ
な
が
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
歴
史
的
に

見
る
と
、
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
社
会
的
逸
脱

に
対
し
て
は
中
世
よ
り
不
寛
容
な
面
が
あ
り
ま
す
。

か
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
教
育
を
せ
ず

に
放
っ
て
お
け
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

教
育
と
い
う
仕
事
に
は
、
ど
う
し
て
も
寛
容
と
不
寛

容
の
矛
盾
が
つ
い
て
回
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
大
き

な
論
点
で
す
。

—
—

ま
さ
に
「
個
別
最
適
な
学
び
」
に
通
じ
る
と
こ

ろ
だ
と
思
い
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

間
違
っ
て
い
ま
す
。
男
女
平
等
を
認
め
な
い
の
は
劣

等
国
で
す
」
と
言
う
こ
と
は
、
寛
容
で
し
ょ
う
か
？　

寛
容
で
あ
る
こ
と
を
相
手
に
押
し
つ
け
る
こ
と
も
ま

た
不
寛
容
に
な
る
の
で
す
。

—
—

相
手
に
「
多
様
性
」
を
求
め
る
こ
と
が
、
相
手

も
ま
た
「
多
様
性
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め

な
い
こ
と
に
な
る
の
と
同
じ
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

▼
八
百
万
の
国
・
日
本
は
寛
容
？

—
—

日
本
は
八
百
万
の
神
の
国
＝
多
神
教
で
あ
り
、

い
ろ
ん
な
も
の
に
寛
容
だ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

確
か
に
よ
く
聞
き
ま
す
が
、
統
計
を
見
る
と
、
実

は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
多
神
教
だ
か
ら
寛
容
な

の
で
は
な
く
、
多
神
教
の
人
も
、
一
神
教
の
人
も
、

無
神
教
の
人
も
、
多
様
な
考
え
方
の
人
が
一
緒
に
い

ら
れ
る
こ
と
が
寛
容
な
社
会
な
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
は
、
確
か
に
人
々
の
排
外
的
で
不

寛
容
な
言
動
が
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
て
き
ま
す
が
、
実

際
に
調
べ
て
み
る
と
、
自
分
の
宗
教
だ
け
が
真
理
だ

と
考
え
て
い
る
人
は
１
割
し
か
い
ま
せ
ん
。
８
割
の

人
は
他
の
宗
教
に
も
真
実
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
の

で
す
。
ど
う
し
て
そ
う
な
の
か
と
い
う
と
、
家
族
の

な
か
で
も
多
様
な
宗
教
が
あ
る
か
ら
で
す
。
親
子
で

も
、パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
で
も
宗
教
的
な
背
景
が
違
う
。

で
す
か
ら
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
家
族
が
成
り

立
た
な
い
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
入
れ
ま
せ
ん
。
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