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一　

指
導
者
権
力
の
非
国
家
的
性
格

一
一　
指
導
者
権
力
の
根
拠
と
し
て
の
種
の
同

一
性

〓
一　
指
導
者
の
地
位
の
特
性

四
　
人
格
の
指
導
と
し
て
の
民
族
指
導

五
　
人
格
的
授
権
と
指
導
の
実
行

ユハ
　
指
導
者
の
無
謬
性
と
歴
史
に
よ
る
審
判

む
す
び
　
ド
イ
ツ
民
族
で
あ
る
す
べ
て
の
者
の
血
に
よ

っ
て
署
名
さ
れ
た
永
遠
の
法
典

一
二
四

第

一
章
　
民
族
共
同
体

の
建
設
と
新
た
な
憲
法
体
制

の
構
築

ヒ
ト
ラ
ー
は
、　
一
九
四
〇
年
五
月
二
日
、
ち
ょ
う
ど
ド
イ
ツ
軍
が
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
席
巻
す
る
前
後
の
頃
、
ベ
ル
リ

ン
の
ス
ポ
ー
ツ
宮
殿
に
集
ま
っ
た
六
〇
〇
〇
人
の
士
官
候
補
生
を
前
に
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
の
比
類
の
な
い
優
秀
性
を
次
の
よ
う
に
確
認
し
、

強
調
し
て
み
せ
た
。
「八
二
〇
〇
万
の
ド
イ
ツ
系
ゲ
ル
マ
ン
人
！
単

一
人
種
の
国
家
と
し
て
は
、
中
国
を
除
け
ば
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
世
界
中

舞』面っ力、と出融帥嘲］膨い嗣磁一〔『】̈
』グに詢岬嘲は仰「躇的は‐こ族はつり型はい時動」は蘭諷赫囃れ囃獅一」宝薫れは「

ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
を
長
年
規
定
し
て
き
た
地

（
球
肢
ｍ
を
め
ぐ
る
諸
人
種

・
諸
民
族
の
戦
い
の
中
で

「世
界
支
配

へ
の
参
加
の

町
Ｈ
鮮
税
綺慶
蝸
舞
幹
（霧
霧
弱
蝸
躙
力「ど
葬諭
螂べ的講
獅



（４
）

た

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
演
説
か
ら
十
数
年
前
、
『
我
が
闘
争
』
を
執
筆
し
た
当
時
、
彼
の
認
識
は
明
ら
か
に
こ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ

っ

た
。
そ
こ
で
は

「
ド
イ
ツ
は
決
し
て
今
日
世
界
強
国
で
は
な
い
」
と
断
定
さ
れ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
疑
間
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
。
「
現

在
の
ド
イ
ツ
ラ

（
イ
ン
の
よ
う
に
人
口
と
領
土
の
関
係
が
惨
め
な
状
態
と
な

っ
て
い
る
組
織
は
、
今
日
こ
の
遊
星
上

で
は
た
し
て
い
か
な
る
意
味

を
も

つ
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
そ
れ
で
は
、
何
故
、
本
来
最
高

・
最
強
で
あ
る
は
ず
の
ド
イ
ツ
民
族
が
先
の
大
戦
に
敗
れ
、
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の

「
五
〇
万
平
方
キ

ロ
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
の
笑
う
べ
き
領
土
」
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
か
。
『
第
二
の
書
』
は
、
こ
う
し
た
疑
間
に
対

し
、　
一
九

一
八
年
の
敗
戦
の
原
因
を
、
軍
事
面
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「当
時
か
ら
既
に
顕
現
し
、
今
日
ま
す
ま
す
顕
著
に
な

っ
て
き
た

〔ド
イ

裂
「
嚇

「 の
に
中
獅
御
「
端
一

， ¨
晴
赫
π
軌
「

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
二

つ
の

「
分
裂
」
を
挙
げ
て
い
た
。
即
ち
、
「
政
治
的
世
界
観
的
分

輪
嗜̈
』製け後っぃは仙け類一』」̈
断
工とァ紹
対
炸
叶訥
確
晴
膨
が
』可岬”】紳詢̈
卿‐こ状制制膨み螺

はほ制‐こ廷れ』轟〔け［「おけ肺れは「鐸̈
嘲期』深マ亥‐ノレψ梓毎‐こ義つと暉費腱哺け蹴い″は̈
い“のい時動れ」〔「い期稼〔鐸

ら
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た

「国
際
主
義
の
跛
雇
」
、
「自
己
保
存
及
び
闘
争
本
能
の
衰
退
」
、
「人
格
価
値
の
軽
視
」
の
結
果
、
ド
イ
ツ
民
族
に
と

っ

て
人
種
戦
争
の
最
終
勝
剤
鮨
と
な
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
固
有
の
精
神
と
力
、

つ
ま
り
は

「
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
の
本
質
」
が
壊
滅
状
態

へ

と
追
い
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
、
と
。

こ
の
第

一
の
堕
落
は
、
彼
の
頭
の
中
で
、
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
、
お
そ
ら
く
は
よ
り
深
刻
な
堕
落
と
密
接
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
た
。
「
血

の
分
裂
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
我
が
闘
争
』
の
中
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
残
念
な
が
ら
わ
が
ド
イ
ツ
民
族
は
も
は
や
統

一
的
な
人

種
的
中
核
に
立
脚
す
る
も
の
で
は
な
い
。
血
統
上
単

一
民
族
が
存
在
し
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
が
ド
イ
ツ
民
族
を
言
語
に
絶
す
る
苦
難
に
陥
れ
、

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一五
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一
一
一六

ド
イ
ツ
民
族
か
ら
支
配
者
た
る
権
利
を
奪
い
取

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
（社

」
と
。
さ
ら
に
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
劣
等
人
種
、
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ

人
に
よ
る
血
の
汚
濁
を
含
め
、　
一
九

一
八
年
の
崩
壊
の

「も

っ
と
も
深
い
究
極
の
原
因
」
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が
こ
う
し
た
血
の
分
裂
を
長
年
放

置
し
、
「人
種
問
題
、
及
び
そ
れ
が
諸
民
族
の
歴
史
的
発
展
に
対
し
て
も

つ
意
義
を
認
識
し
な
か
っ
た
こ
と
」
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ

（１０
）

れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
繰
り
返
し
言
及
す
る

「民
族
」
が
、
近
代
以
降
の
国
民
国
家
が
前
提
と
し
、
根
拠
と
し
て
き
た
人
工
的
な
民
族
概

念
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
民
族
と
い
う
も
の
を
、
人
種
や
宗
教
等
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
ヨ

つ
の
国
家
の
中
に

統

一
さ
れ
た
諸
個
人
の
総
体
」
と
し
て
と
ら
え
、
「民
族
⌒く
ｏ
】ド
と

と

「国
民
⌒Ｚ
ｐ
いいｏ
ｏ
と

を
同
義
と
み
な
す
、
そ
う
し
た
従
来
の
観
念
に
対

し
、
ナ
チ
ズ
ム
は
国
家
と
い
う
境
界
を
越
え
た

「人
種

つ
跳
∽ｏと

に
基
礎
を
置
く
自
然
的
な
民
族
概
念
を
対
置
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば

ク
ル
ー
ゲ
／
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
は
、
民
族
の
本
質
は

「血
の
自
然
的
共
有
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
生
物
学
的
統

一
体
」
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の

と
は
地
。
ド
イ
ツ
民
族
に
限
ら
ず
、
地
球
上
に
存
在
す
る
民
族
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
或
る
何
ら
か
の
人
種
、
通
常
は
類
縁
の
複
数
の
人
種
を
基
礎

と
し
て
構
成
さ
れ
、
支
配
人
種
の
長
年
に
わ
た
る
精
神

（
的
蜘
動
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
言
葉
、
精
神
、
心
情
、
習
俗
、
宗
教
、
道
徳
等
の
歴
史

的
文
化
的
特
徴
を
共
有
す
る
共
同
体
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ナ
チ
ズ
ム
が
自
ら
の
思
考
と
行
動
の
出
発
点
に
置
い
た

は咄
「と印に叫齢囃嚇酬ば」畦だ置』冤ボ然な「は嘲悧製鋼郵行な売れ（ぁ鋤」囃Чつは同脚的‐こは
「っ章に無同（り働「な嘲は向［べ生一

も
の
で
も
あ

っ
た
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
民
族
の
場
合
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。
基
本
的
な
構
成
人
種
と
し
て
、
北
方
人
種
、
ア
ル
プ
ス
人
種
、
デ
ィ
ナ
ー
ル
人

種
、
東
方
バ
ル
ト
人
種
、

フ
ァ
ー
レ
ン
人
種
、
地
中
海
人
種
が
挙
げ
ら
（漣

、
中
で
も
、
最
大
の
勢
力
を
占
め
、
「
も

っ
と
も
価
値
あ
る
最
高
の

人
種
」
と
み
な
さ
れ
た
北
方
人

（
種
跡
何
千
年
来
民
族
の
肉
体
と
精
榊
の
両
面
に
わ
た

っ
て

「
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
の
本
質
」
を
刻
印
し
、
決
定

し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ナ
チ
ズ
ム
に
と

っ
て
、
ド
イ
ツ
民
族
と
は
、
北
方
人
種
を
中
核
と
し
、
そ
の
類
縁
の
人
種
か



ら
構
成
さ
れ
る

「種
共
同
体
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
北
方
人
種
の
影
響
下
に
生
み
出
さ
れ
た
共
通
の
歴
史
と
文
化
に
よ
り
結
ば
れ
た

「運
命
共

同
体
」
に
他
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

何
故
ヒ
ト
ラ
ー
が

「世
界
観
的
分
裂
」
と

「血
の
分
裂
」
の
中
に
ド
イ
ツ
民
族
の

「内
面
的
堕
落
」
を
見
た
の
か
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
民
族
が

「種
」
と

「運
命
」
を
共
有
す
る
共
同
体
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
限
り
、
二
つ
の
分
裂
は
ド
イ
ツ
民
族
の
勝
利
ど
こ
ろ
か
、
民
族

の
存
在
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
か
ね
な
い
危
険
性
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
を
敗
戦
に
導
き
、
大
戦
後
も
ま
す
ま
す
そ
の
度
を
加
え

る
二
つ
の
堕
落
に
歯
止
め
を
か
け
、
種
と
運
命
の
両
面
に
お
い
て
失
わ
れ
た

「民
族
の
団
結
」
を
取
り
戻
さ
な
い
限
り
、
神
か
ら
世
界
支
配
の

権
利

（
を
携
え
ら
れ
た
は
ず
の
ド
イ
ツ
民
族
と
い
え
ど
も
、
諸
民
族
の
戦
い
の
舞
台
か
ら
戦
わ
ず
し
て
姿
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
に
ち

が
い
な
い
。

「民
族
の
内
面
的
価
値
を
計
画
的
に
育
成
増
進
す
る
」
こ
と
に
■
り

「
ド
イ
ッ
民
族
と
い
う
身
体
を
鍛
え
強
化
す
る
こ
（型

」
、
そ

れ
こ
そ
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
最
終
日
標
に
到
達
す
る
た
め
着
手
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
緊
喫
の
課
題
で
あ

っ
た
の
だ
。
合
法
革
命
に
よ
る

国
家
権
力
の
完
全
掌
握
は
そ
の
た
め
の
準
備
段
階
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
「指
導
者
貧
多

①ヽじ
」
の
地
位
が
国
民
投
票
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
翌
日

淵
昭［呻̈
ｒ」いけ詢諏″Ｇ
消
継
粍
瑚
ゴ
銘
書
紅
」̈
「靭猜』撃べ族詢筆動い劉向け「卿

を
待
ち
受
け
る

「未
来
の
使
命
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
権
力
を
握

っ
て
い
る
。
い
か
な
る
者

』
「
】
れ
】
は
執
商
け
』
（
一
れ

ろ
（で
選
出
ぃ
。
し
か
し
、
今
後
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
国
家
の
た
め
に
ド
イ
ツ
的
人
間
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

「
民
族
共
同
体
の
建
設
」
、
即
ち
、
「種
」
と

「
運
命
」
の
両
面
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
民
族
の
再
構
成
、
そ
れ
こ
そ
が

「巨
大
な
仕
事
」
の
内
容

で
あ
り
、
目
指
す
べ
き

「未
来
の
使
命
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
課
題
が
達
成
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
ド
イ
ツ
民
族
は
地
球
支
配
を
め
ぐ
る
諸
民
族

・

諸
人
種
の
戦
い
の
舞
台
に
立

つ
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
そ
れ
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
基
本
認
識
で
あ
り
、
『
我
が
闘
争
』
及
び

『
第
二
の
書
』
を

一
貫

す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
二

つ
の
書
が
元
々
世
界
支
配
に
定
位
し
、
そ
の
実
現
の
方
法
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
二
七
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『
我
が
闘
争
』
の
最
後
の
箇
所
を

一
読
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「人
種
堕
落
の
時
代
に
自
国
の
人
種
的
要
素
の
保
護
育
成
に
専
心
し
た
国
家

は
い
つ
か
地
球
の
支
配
者
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
捧
げ
ら
れ
る
犠
牲
の
大
き
さ
が
予
想
さ
れ
る
成
果
と
比
較
し
て
不
安
な
気
持
ち
を
惹
き
起

（２．
）

こ
す
時
、
わ
が
運
動
の
信
奉
者
は
決
し
て
そ
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
。
」

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
族
共
同
体
の
建
設
と
い
う
課
題
を
単
に
近
い
将
来
予
想
さ
れ
る
全
体
戦
争
に
備
え
た

国
内
の
体
制
作
り
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
み
と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

「
巨
大
な
仕
事
」
に
秘
め
ら
れ
た
よ
り
重
要
な
意
図
を
見
誤

る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
こ
に
託
さ
れ
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
図
と
は
は
た
し
て
何
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
の
疑
間
を
解
き
明
か
す

一
つ
の
手

掛
か
り
と
し
て
、
『全
権
授
与
法
』
の
審
議
が
行
わ
れ
た

一
九
二
三
年
二
月
二
三
日
の
国
会
で
の
彼
の
演
説
を
引
い
て
お
こ
う
。
ヒ
ト
ラ
ー
は

新
た
な
政
治
指
導
部
に
与
え
ら
れ
た

「課
題
」、
「目
的
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
き
次
の
よ
う
に
自
ら
の
見
解
と
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

「
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
、
道
徳
的
、
経
済
的
生
活
の
崩
壊
の
原
因
は
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
体
が
そ
の
内
部
に
多
く
の
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
こ
と

に
あ
り
、
そ
れ
故
、
将
来
に
わ
た
り
、
真
の
再
建
を
妨
げ
る
恐
れ
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
欠
陥
を
民
族
の
生
活
の
中
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
国
民
革

命
政
府
の
目
的
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
誤

っ
た
教
説
に
よ
り
招
来
さ
れ
た
国
民
と
国
家
の
世
界
観
的
分
裂
は
、
共
同
体
生
活
の
可
能
性
を

根
こ
そ
ぎ
奪
い
取
る
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
諸
階
層

・
諸
階
級
の
対
立
や
利
害
を
超
越
し
た
真
の
民
族
共
同
体
の
建
設
の
み

が
人
間
精
神
の
迷
妄
の
温
床
を
永
久
に
断
ち
切
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
民
族
共
同
体
の
内
か
ら
の
崩
壊
が
常
に
憂
慮
す
べ
き
国
家
最
高
指
導

部
の
権
威
の
弱
体
化
を
不
可
避
的
と
し
た
原
因
で
あ

っ
た
。
国
民
と
国
家
の
指
導
の
精
神
的
か
つ
意
思
的
統

一
を
確
立
す
る
こ
と
が
国
家
指
導

部
の
義
務
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
の
広
範
な
改
革
は
生
き
生
き
と
し
た
発
展
の
中
か
ら
の
み
生
じ
う
る
。

（ク
の
目
的
は
、
民
族
の
意
思
と
真
の
指
導

の
権
威
が
結
び
つ
い
た

一
つ
の
憲
法
体
制
（く
ｏヽ
』跳
の口
●
Ｌ
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

以
上
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た

「国
民
と
国
家
の
指
導
の
精
神
的
か
つ
意
思
的
統

一
の
確
立
」、

つ
ま

り
は

「民
族
共
同
体
の
建
設
」
と
い
う
課
題
が

「
一
つ
の
憲
法
体
制
の
構
築
」
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
前
者
が
後
者
の
前
提

条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
共
同
体
再
構
成
の

「目
的
」
は
、
右
の
引
用
箇
所
の
最
後
に
も
は
っ
き
り
と
確
認



さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〓

つ
の
憲
法
体
制
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
」
に
あ

っ
た
の
だ
。
む
ろ
ん
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
共
同
体
の
建
設
が
世
界

戦
争
の
た
め
の
準
備
作
業
と
い
っ
た
性
格
を
持
ち
、
ま
た
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ヒ
ト

ラ
ー
の
頭
の
中
で
は
、
そ
れ
は
、
単
な
る
戦
争
準
備
を
越
え
た
、
従
来
の
憲
法
体
制
を
根
本
的
に
作
り
直
す
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
意
義
と
射

程
を
も

つ
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、　
一
九
二
五
年
の
党
大
会
に
お
け
る
閉
会
演
説
の
中
で
も
、
こ
の

こ
と
を
も
う

一
度
繰
り
返
し
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
で
、
党
の
歴
史
的
使
命
を
、
ド
イ
ツ
民
族
に
対
す
る
世
界
観
教
育
に
よ
る
民
族

共
同
体
の
建
設
、
と
り
わ
け
民
族
指
導
及
び
そ
の
権
威
の
保
障
の
実
現
に
求
め
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
さ
ら
に
こ
の
後
、
か
か
る
作
業
が
最
終
的
に

い
か
な
る
課
題
に
定
位
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
即
ち
、
「
こ
う
し
た
確
固
た
る
基
盤
か
ら
新
た
な
ド
イ

ツ
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
体
制
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
（発

」
と
。

も

っ
と
も
、
こ
の
課
題
を
、　
一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
通
常
そ
の
言
葉
か
ら
理
解
す
る
意
味
で
、
国
家
の
憲
法
典
の
改
正
、
新
憲
法
典
の
制
定
と

い
っ
た
事
柄
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
課
題
の
も

つ
意
義
と
射
程
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
『
民
族
及
び
ラ
イ
ヒ
の

困
難
除
去
の
た
め
の
法
律
』
を
は
じ
め
、
ラ
イ
ヒ
改
革
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

『民
族
及
び
国
家
の
保
護
の
た
め
の
大
統
領
令
』、

『強

制
的
同
質
化
法
』、
『
ラ
イ
ヒ
代
官
法
』
、
『政
党
新
設
禁
止
法
』、
『党
と
国
家
の
統

一
法
』
、
『
ラ
イ
ヒ
新
構
成
法
』、
『元
首
法
』
等
が
、
し
ば
し

ば
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
代
わ
る
第
三
ラ
イ
ヒ
の
基
本
法
と
目
さ
れ
た
に
せ
よ
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
た
憲
法
体
制
を
構
成
す
る
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
も
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
令
は
、
国
家
指
導
部
に
と
っ
て
、
所
詮
彼
ら
が
い
う
と
こ
ろ
の

「
ラ
イ
ヒ
の
広
範
な
改
革
」

餞「翻
「‐こりれ「詢詢一呼っん（の綺型費いあっは薦期』椰れっ』̈
け一いはい一は̈
力ゝだいいげ″̈
「では、シュミットが
『全権授与

同体の生が新た嘲裁̈
嘲呟計醐れ師雌す（この「け」瑚『わ辣一型」資］哺牌］けⅧ裏」【共「は時［螂雄蜘」は観嘲い̈
』以

て既に民憲は一時にｒ旨．．轟】峰讃【いは一の統一を根拠づけるものは、伝統的意味における国家ではなく、指導者と被指導者団

一
二
九
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（Ｏ
ｏ「ｏ
】明
３
”
「↑）
か
ら
成
る
民
族
共
同
体
で
あ
（ど

」
と
ｏ
こ
う
し
た
発
言
か
ら
も
既
に
或
る
程
度
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
憲
法
体

制
の
構
築
」
と
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
が
、　
一
九
翻
生
年
の
或
る
演
説
の
中
で
、
「
民
族
共
同
体
の
建
設
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
国
家
法

上
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
語

っ
て
い
た
よ
う
に
、
通
常
の
意
味
で
の
国
家
の
憲
法
典
の
改
正
や
制
定
と
い
っ
た

枠
組
み
を
は
る
か
に
超
え
る
意
義
と
内
容
を
も

つ
課
題
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
「
民
族
の
意
思
と
真
の
指
導
の
権
威
が
結
び

つ
い
た

一
つ
の
憲
法
体
制
」
と
は
ど
の
よ
う
な
憲
法
で
あ

っ
た
の
か
。
結
論
を
先

嘲

「
り

は
事
い
「
〔
．一
岬
に
は
詢
脚
一
却

「
家

章
嘲
帥
転
¨
Ｍ
商
「
『
跡
¨
麟
囃
一
師
岬

点 ‐こ
ど
囃
秘
詢
師
に
は
峙
」
は
時
¨
静

す
（
命

級
泌
制
”

（
じ る
け
「

法
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
憲
法
は
、
従
来
の
国
家
が
中
心
に
位
置
す
る
国
家

―
憲
法
体
制

つ
け”
”
けり‐く
ｏ『
喘跳
日
●
じ
で
は
な
く
、

そ
れ
に
代
わ
る
、
文
字
通
り
、
「指
導
者

―
憲
法
体
制

η
諄
『
①ヽ
‐く
ｏヽ
喘跳
∽“
二
脚
」
の
名
で
呼
ば
れ
う
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

っ
た
の
だ

と
い
え
よ
う
。

第
二
章
　
指
導
者

―
憲
法
体
制

の
構
成

一　
指
導
者
と
被
指
導
者
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

赳^
。
人
種
の
平
等
性
の
観
念
の
否
定
に
基
づ
き
、
ナ
チ
ズ
ム
が
、　
一
方

「人
間
の
不
平
等
性
」、
そ
れ
が
憲
法
構
成
の

一
切
の
出
発
点
で
あ

っ

で
、
高
等
人
種
に
よ
る
劣
等
人
種
の
支
配
を
正
当
化
し
、
他
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種
の
有
す
る
遺
伝
的
価
値
に
よ
る
ド
イ
ツ
民
族
体
の
再
編

成
を
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
著
で
詳
し
く
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
（型

。
し
か
し
ヽ
不
平
等
性
の
原
理
の
も
つ
重
要
性
は
、
単
に
そ
う

し
た
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
同
じ
人
種
、
民
族
に
属
す
る
個
々
の
成
員
に
対
し
て
も
妥
当
し
、

だ
叫
一
は
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
能
力
の
位

階
性
が
新
た
な
指
導
者
―
憲
法
体
制
の
も

っ
と
も
基
本
的
な
構
成
原
理
と
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ

っ
た
。



「血
、

つ
ま
り
は
人
種
的
基
礎

一
般
が
有
す
る
意
義
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
究
極
の
諸
帰
結
は
こ
う
し
た
評
価
を
個
々
の
人
間
に

適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
」
、
そ
の
よ
う
に

『我
が
闘
争
』
は
い
う
。　
ヨ

般
に
諸
民
族
が
そ
の
人
種
的
帰
属
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
に
評
価
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
同
様
の
こ
と
は
民
族
共
同
体
の
個
々
の
人
間
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
民
族
の
そ
れ
ぞ
れ
が
平
等
で
は
な
い
よ

う
に
、
民
族
共
同
体
の
個
々
の
構
成
員
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ

（
れ
彙
い
う
の
も
、
大
き
く
見
れ
ば
血
の
要
素
は
同
じ
で
あ
る
に
せ
よ
、

個
々
の
人
間
の
間
に
は
千
差
万
別
の
細
か
い
差
異
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。
こ
う
し
た
認
識
か
ら
出
発
し
て
憲
法
の
再
構
成
が
次
の
よ

う
に
結
論
さ
れ
る
。

「民
主
主
義
的
大
衆
思
想
を
拒
否
し
、
最
良
の
民
族
、
そ
れ
故
、
最
高
の
人
間
に
こ
の
地
球
の
支
配
権
を
与
え
よ
う
と
す

る
世
界
観
は
、
こ
の
民
族
の
中
に
あ
っ
て
も
、
同
じ
貴
族
主
義
的
原
理
に
基
づ
き
、
最
良
の
人
物
に
民
族
の
指
導
と
最
高
の
影
響
力
を
保
障
す

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
民
族
主
義
国
家
は
、
全
体
の
指
導
、
と
り
わ
け
も
っ
と
も
高
位
の
政
治
指
導
を
多
数
決
と
い
う
議
会

主
義
的
原
理
か
ら
完
全
に
解
放
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
人
格
の
権
利
を
異
論
の
余
地
な
く
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う

は
‐こ 認

硼
［
紐
銀
¨
“

あ
（
く

懇
一
刹
「
、
最
良
の
憲
法
は
、
民
族
共
同
体
の
最
良
の
頭
脳
を
持

っ
た
人
物
を
重
要
か
つ
影
響
力
を
持

っ
た
指
導
的
地

こ
の
お
よ
そ

一
〇
年
後
、
将
来
の
政
治
指
導
者
を
前
に
行

っ
た
或
る
秘
密
演
説
の
中
で
も
同
様
の
考
え
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「民
族
指
導
の
最
高
原
理
は
、
民
族
全
体
が
自
ら
の
生
存
に
か
か
わ
る
問
題
全
体
を
洞
察
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
諸
大
陸
を

鵬ｒｒ」̈
】“≡̈
“〔猜̈
力ゝ民蹴脚罐行はい可ヵゝ師“州麹』け『』膨しっ載卸】［い刹】罐売ろ（す拿「̈
」つ間わけ”購姉師」は

根
拠
は
民
族
の

一
般
の
成
員
の
政
治
的
無
能
力
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
故
に
、
民
族
の
最
良
の
人
物
が
、
彼
ら
に
代
わ

っ
て
、

「
責
術
れ
る
判
断
に
従

っ
て
、
〔民
族
全
体
の
〕
諸
力
を
、
し
か
る
べ
き
課
題
に
向
け
て
、
適
切
な
方
法
で
、
適
切
な
場
で
、
適
切
な
時
期
に
投

入
す
る
」
能
力
を
有
す
る
者
と
し
て
、
民
族
指
導
の
地
位
と
権
能
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ

っ
た
。

民
族
の
指
導
的
地
位
を
約
束
さ
れ
た

一
人
の
指
導
者
に
対
し
、
共
同
体
の
他
の
す
べ
て
の
成
員
は
、
彼
に
よ
り
指
導
さ
れ
る
者
、
即
ち
、

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
〓
一
一
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「
被
指
導
者
団
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
（型

。
そ
れ
は
、
国
民
国
家
の
国
民
団
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
法
的
請
求
権
の
主
体
と
し
て

（
国
隊
に

対
峙
し
、
積
極
的
に
は
国
籍
の
共
有
以
外
の
な
に
も
の
も
要
求
さ
れ
な
い
自
由
で
独
立
し
た
個
人
の
集
合
体
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

彼
ら
は
、
な
る
ほ
ど
指
導
者
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
が
、
し
か
し
相
対
立
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
指
導
者
と
同
じ
精
神
を
有
し
、
同

一

つ 資 運
¨

条 を ‐こ
［
「
¨
¨
¨

て ‐こ 最
中
¨
『
¨
峙

シ て 現
一
一

ウ ベ 献
〕
¨
一
¨
¨

あ
「

る
警
¨
嗣
郵
い
一
脚
訂
脚
聾
鐵
蹴
計

″
』
凱
鰊
知
野
洵
跡
』

「 の
制
椰
脚
け
画
は

お
り
、
精
神
、

（
運
師
、
最
終
日
標
の
同

一
性
が
す
べ
て
そ
こ
に
起
源
を

置
き
、
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ

っ
た
ろ
う
。

指
導
者
と
被
指
導
者
団
が
、
種
と
運
命
の
共
有
を
唯

一
の
根
拠
と
し
て
、　
一
つ
の
統

一
的
か

つ
位
階
的
な
不
可
分
の
全
体
、
即
ち
、
民
族
共

同
体
を
構
成
す
（犯

。
能
力
の
面
で
決
定
的
な
差
異
が
存
在
す
る
と
は

い
裁
げ
鰤

つ 者
「
い
い
州
“
鰤
臓
動
神
剛
晰

な
（
‐こ

め
「
｝
樹
罐
端
凱
嘲
畔
嶼
Ч

団
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
指
導
者
と
な
り
、
逆
に
、
被
指
導
者
団
は
指
導

鰭
」［釉
裔
誦
紙憫
爾
薙
報
嘲一誨一出判等
螂

「構
成
原
理
」
と
し
（で

「憲
法
の
形
象
と
精
神
を
規
定
す
る
」
も
の
で

で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
生
の
全
体
は
、
指
導
者
と
被
指
導
者
団
の
間
で
生
じ
、
経
過
す
（型

」
是
瞬

っ
た
時
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
憲

法
体
制
の
も

つ
決
定
的
な
構
造
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
指
導
者
の
権
威
と
被
指
導
者
団
の
忠
誠

指
導
者
と
被
指
導
者
団
の
関
係
は
、
市
民
国
家
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
意
味
で
、
前
者
を
後
者
の

「
代
表
」
あ
る
い
は

「機
関
」
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
指
導
者
の
有
す
る
民
族
指
導
の

「権
威
」
は
、
統
治
者
と
被
治
者
の
関
係

（
―こ
明
ら
れ

る
よ
う
に
、
決
し
て
被
指
導
者
団
の
同
意
や
承
認
に
依
存
す
る
も
の
で
も
、
ま
た
彼
ら
の
負
託
に
よ
る
も
の
で
も
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま



し
て
、
「内
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
正

（
当
靴
ヽ
れ
た
威
信
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
権
威
が
、
単
な
る
外
的
な
力
や
強
制
力
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
指
導
者
の
権
威
は
、
意
思
で
あ
れ
、
力
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
主
観
的
な
行
為
の
結
果
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
も
の
と
は
無
関
係
に
、
客
観
的
に
、
共
同
体
の
存
在
そ
れ
自
体
か
ら
由
来
し
、
そ
れ
に
深
く
根
ざ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ（犯
。

そ
れ
で
は
、
指
導
者
の
権
威
が
共
同
体
に
由
来
す
る
と
し
て
、
そ
の
根
拠
は
具
体
的
に
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
先
ず
確
認
す
べ
き
は
、
民
族
共
同
体
ば
、
種
熊
砲
命
を
共
有
す
る
共
同
体
と
し
て
、
既
に
前
も

っ
て
そ
れ
自
体

に
内
在
す
る

「固
有
の
形
成

・
発
展
法
則
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
有
機
的
統

一
体
」
と
み
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
「固
有
の
」
と
い
う

形
容
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
法
則
は
、
他
の
民
族
に
は
見
ら
れ
な
い
、
明
ら
か
に
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
、
ド
イ
ツ
民
族
、
よ
り
正
確

に
は
北
訪
秋
種
の
血
に
由
来
し
、
あ
る
い
は
照
応
す
銘
ヽ
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
法
制
報
、
し
ば
し
ば
ド
ィ
ッ
民
族
の

「生
存
法
則
つ
＆
？

調
器
り０けＮ）」
ぁ
る
い
は

「自
然
法
則

（Ｚ
詳
民
零
∽①一Ｎと
、
「神
の
法
則

（Ｏ
ｏ
けけ①出
①∽①↑Ｎと

と
も
称
さ
れ
た
が
、
具
体
的
に
は
、
北
方
人
種

の
長
年
に
わ
た
る
活
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
族
の
目
標
や
使
命
、
精
神
、
価
値
観
、
さ
ら
に
は
共
同
体
の
生
を
規
定
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
原
理
、
た
と
え
ば
、
血
の
純
粋
性
の
原
理
、
全
体
性
の
原
理
、
不
平
等
性
の
原
理
、
貴
族
主
義
原
理
、
生
存
闘
争
の
原
理
、
選
抜

・
淘
汰
の

原
理
、
指
導
者
原
理
、
人
格
原
理
、
責
任
原
理
、
忠
誠
原
理
等
々
が
そ
う
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
目
標
や
原
理
等
が
ド
イ
ツ
民
族
の

「世
界
観
」
全
体
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
（犯

。
こ
の
よ
う
な
世
界
観
の
中
か
ら
、　
一
例
と
し
て
、
「血
の
純
粋
性
の
原
理
」
に
関
し

シ
ェ
ム
が
語

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
人
種
の
純
粋
性
の
維
持
、
北
方
人
種
の
種
の
保
存
を
こ
の
宇
宙
に
住

む
人
間
と
い
う
種
の
中
に
書
き
込
ま
れ
た
自
然
法
則
で
あ
る
と
み
な
す
。
自
然
法
則
は
神
の
法
則
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
種
の
純
粋
性

に
対
す
る

一
切
の
侵
犯
は
神
の
意
思
に
対
す
る
侵
犯
で
あ
（型

」
と
。

こ
う
し
た
世
界
観
は
、
血
の
分
裂
と
汚
濁
が
支
配
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
個
人
主
義
等
の
異
質
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
跛
層
す
る
時
代
、
大
抵

の
場
合
、
実
現
さ
れ
な
い
ま
ま
、
そ
の
存
在
そ
れ
自
体
が

一
般
に
秘
匿
さ
れ
、
あ
る
い
は
時
と
し
て
故
意
に
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
民
族

の
内
奥
の
秘
密
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
民
族
の
中
の

「最
良
の
頭
脳
」
を
持

つ
者
だ
け
が
、
秘
匿
や
隠
蔽
を
打
ち
破
り
、
共
同
体
の
内
奥

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
〓
一
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〓
一四

に
潜
む
民
族
の
目
標
や
使
命
、
法
則
を
、
錯
綜
し
た
多
様
な
意
見
や
願
望
の
混
沌
の
中
か
ら
、
も

っ
と
も
純
粋
な
形
で
認
識
し
、
さ
ら
に
形
を

与
え
、
実
現
さ
せ
る
能
力
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
能
力
の
故
に
、
彼
は
ド
イ
ツ
民
族
の
指
導
者
と
し
て
、
共
同
体
の
中
心
に
立
ち
、

最
終
日
標
の
実
現
に
向
か

っ
て
民
族
を
指
導
す
る
権
威
を
手
に
す
る
者
と
な
（制

。
し
た
が

つ
て
ヽ
指
導
者
の
権
威
の
根
拠
は
、
し
ば
し
ば
そ
う

主
張
さ
れ
た
よ
う
（咤

ヽ
単
に
民
族
の
理
念

へ
の
奉
仕
や
、
共
同
体
の
生
存
法
則

へ
の
内
的
拘
束
と
い
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
。
そ
う
し
た
こ
と
は
個
々
の
民
族
同
胞
に
と

っ
て
も
同
様
で
あ

っ
た
ろ
う
。
よ
り
根
源
的
に
は
、
彼
が
、
最
良
の
頭
脳
の
所
有
者
と
し
て
、

共
同
体
に
内
在
す
る
民
族
の
世
界
観
を
、
他
の
民
族
同
胞
の
誰
よ
り
も
、
「
も

っ
と
も
純
粋
に
体
現
し
、
も

っ
と
も
完
全
に
表
現
し
」
う
る
者

（Ｃ

で
あ
る
こ
と
に
こ
そ
あ

っ
た
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
「
最
良
の
頭
脳
」
そ
の
も
の
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
が
単
な
る
知
的
能
力
の
問
題
で
な
か

っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
者
が

「
民
族
の
も

っ
と
も
優
れ
た
血
か
ら
生
ま
れ
た
（綱

」
で
あ
る
こ
と
の
証
に
他
鮎
れ
ず
、
そ

対

融̈岬
劇］湘明ら魏
嵯
喫琥
必
帥
鍵
羮
許
罪
霧

”要
弩
藁

最
良
の
息
子
」
と
し
て
指
導
者
が
手
に
す
る
民
族
指
導

（の
弊
威
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
遺
伝
素
質
に
刻
み
込
ま
れ
た
、
彼
に
固
有
の
、
彼
の
人
格

を
構
成
す
る
生
得
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
指
導
者
が
決
し
て
人
為
的
に
教
育
し
、
育
成
さ
れ
う
る
も
の
で
な
い
と
考
え
ら

（６８
）

れ
た
こ
と
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が
ヒ
ト
ラ
ー
ヘ
の
手
紙
の
中
で
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
指
導
者
は
、
「民
族
が
必
要
と

（ω
）

す
る
時
に
は
常
に
既
に
そ
こ
に
存
在
す
る
」
の
で
あ
り
、
選
ば
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
よ
り
高
次
の
審
級
か
ら
民
族
に
与
え
ら
れ
、
民

族
に
よ
り
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
の
（制

。
そ
れ
故
、
指
導
者
は

「
一
回
限
り
」
の
現
象
で
あ
（囃

、
民
族
指
導
の
権
威
も
ま
た
指
導
者
の
人

格
と
不
可
分
の

「
一
回
限
り
」
の
も
の
と
し
（祀

、
指
導
者
の
死
と
と
も
に
終
了
（曜

、
他
の
い
か
な
る
者
に
も
譲
渡
不
可
能
な
も
の
で
あ

っ
た
と

結
論
さ
れ
（“

。

指
導
者
の
権
威
に
被
指
導
者
団
の

「
忠
誠
」
が
対
応
す
る
。
「忠
誠
こ
そ
汝
の
名
誉
」
と
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
指
導
者

へ
の
忠



誠
は
、
共
同
体
に
生
き
る
民
族
同
胞
に
と

っ
て
、
そ
れ

へ
の
違
背
が
共
同
体
か
ら
の
追
放
を
意
味
す
る
、
最
大
の
掟
と
み
な
さ
れ
（地

。
ド
イ
ツ

‐こ民称帥雌罐制醜］帷剛け鰤御雄諏‐こ私向をな端制春囃崚鏑囃嘲
（牲い　れが忠誠の本質を構成す（“。権威がそうであったよう

づ
い
て
生
じ
る
、　
一
回
限
り
の
、
そ
れ
故
、
彼
の
死
と
と
も
に
終
了
章
れ
っ
け
機
称
蘇
制
¨
興
笏
¨
獅

つ（
提

数
一
嘲
牌
略
降
［
秋
略
嘲
踏

神 一
猛
降

じ
運
命
、
同
じ
最
終
日
標
を
共
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
瑞
鱒
者
が
民
族
の
も

っ
と
も
優
れ
た
血
の
所
産
と
し
て
民
族
そ

の
も
の
を
体
現
す
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
の
人
格
全
体
に
対
し
て
忠
誠
を
誓
約
す
る
。
こ
の
誓
約
は
、
国
民
国
家
の
統
治
者
と
被
治
者
の
関
係

に
見
ら
れ
る
契
約
、
信
託
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
民
族
同
胞
の
自
発
的
な
選
択
や
意
思
決
定
等
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
の
意
思

と
は
無
関
係
に
、

（映
同
体
の
分
肢
と
し
て
彼
と
同
じ
血
を
持

っ
て
生
ま

】
社
れ
は

遺 ヵゝ
』
耐
認
『
聾
０

あ
（る
概
『
鑑
¨
麟
痢

る へ
］
畑

―こ 面
「
お
れ
剛
狐

に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
テ
ィ
エ
ラ
ッ
ク
が

「忠
誠
は
も
っ
と
も
重
要
な

や
助
ば
種
に
即
し
、
種
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
、
そ
の
意
味
で
民
族
同
胞

一
人

一
人
の
遺
伝
素
質
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
た
生
得
の
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
。

〓
一　
指
導
者
に
よ
る
民
族
指
導

指
導
者
の
権
威
と
被
指
導
者
団
の
忠
誠
を
根
拠
に
し
て
、
共
同
体
内
で
指
導
者
に
よ
る
民
族
に
対
す
る

「指
導

η
●
ド
ど
●
∞
と

の
権
能
が

生

（
ま
勁
る
。
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
指
導
に

「
〔指
導
者
―
〕
憲
法
体
制

を ‐こ
諄
柿
″
剛
繹
腱
］
卸
赫
刹
制
鎌
叶
拳
「
¨
刺
は
詳
置
い
同
嘲
一
秘
』

と
す
る
。
あ
る
い
は
、
フ
ォ
ル
シ
ュ
ト
フ
も
ま
た

「指
導
は
憲
法
体
制

分
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ウ
セ
が
指
導
に
与
え
た
以
下
の
規
定
か
ら
も
ハ
ッ
キ
リ
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
「指
導
は
、
共
同
体
の
中
で
、
共
同
体
に
関
し
て
行
わ
れ
る
特
殊
な
政
治
的
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
同
体
を
生
成
さ
せ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

（階
猟

に
よ
っ
て
共
同
体
が
形
成
さ
れ
、
〔従
来
の
〕
生
が
作
り
変
え
ら
れ
、
〔新
た
に
〕
形
を
与
え
ら
れ
る
指
導
者

の
存
在
で
あ
り
、
活
動
で
あ
る
」
と
。
そ
れ
で
は
、
指
導
者
―
憲
法
体
制
の
中
で
、
そ
も
そ
も
指
導
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る

「政
治
的
行

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一五
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三
一六

為
」
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
。
指
導
の
も

つ

「特
殊
性
」
と
は
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。

ま
ず
、
指
導
者
に
よ
る
被
指
導
者
団
に
対
す
る
指
導
の
目
的
が
民
族
の
最
終
日
標
の
実
現
に
あ

っ（理

こ
と
が
確
認
さ
れ
ね
ば
誂
れ
な
い
。
最

終
日
標
に
定
位
し
、
民
族
の
す
べ
て
の
生
を
整
序
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
指
導
者
の

一
切
の
活
動
が
指
導
の
内
容
を
構
成
す
る
。
指
導
は
、

独
裁
や
専
制
、
あ
る
い
は
統
治
と
同
様
、
或
る
種
の
政
治
行
為
で
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
、
種
と
運
命
の
共
有
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体

を
前
提
と
し
、
指
導
者
と
忠
誠
に
よ
り
結
ば
れ
た
被
指
導
者
団
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
独
裁
や
専
制
か
ら
、
さ
ら
に
は
支

配
そ
れ
自
体
か
ら
も
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
（理

。
た
と
え
ば
シ
ユ
ミ
ッ
ト
は
、
「
指
導
は
、
指
揮
、
命
令
、
中
央

集
権
的

・
官
僚
的
な
統
治
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
ま
た
何
か
任
意
の
仕
方
で
の
支
配
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
。
「
支
配
や
命
令
に

は
い
く

つ
も
の
形
態
が
存
在
す
る
し
、
ま
た
善
で
あ
り
、
正
し
く
理
性
的
な
支
配
や
命
令
権
力
の
形
態
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
指
導
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
イ
ン
ド
人
や
エ
ジ
プ
ト
人
に
対
し
て
行

っ
た
支
配
は
、
た
と
え
多
く
の
理
由
か
ら
正
当

（”
）

化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
指
導
と
は
ま

っ
た
く
異
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
」

（９０
）

す
べ
て
は
共
同
体
の
有
無
に
か
か

っ
て
い
た
。
絶
対
主
義
国
家
に
お
け
る
専
制
で
あ
れ
、
独
裁
国
家
に
お
け
る
独
裁
、
あ
る
い
は
市
民
国
家

の
統
治
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
共
同
体
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
限
り
、
統
治
者
に
よ
る
被
治
者
に
対
す
る
支

配
と
し
て
、
共
同
体
に
お
け
る
指
導
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
（理

。
そ
れ
は
、
市
民
国
家
に
お
け
る
よ
う
に
、
た
と
え
統
治
が

被
治
者

の
同
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
何
よ
り
も
先
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
形
態
に
お
い
て
見
ら
れ
る
君
主

―
臣

民
の
関
係
、
独
裁
者

―
国
民
の
関
係
、
政
府

―
国
民
の
関
係
は
、
指
導
者

―
被
指
導
者
団
の
関
係
と
比
較
し
、
そ
の
前
提
に
お
い
て
大
き
な

相
異
が
あ

っ
た
。
関
係
の
形
態
は
多
様
な
も
の
で
あ
れ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
こ
に
は
、
共
同
体
に
固
有
の
要
素
、
即
ち
、
運
命
と
世
界
観

の
共
有
性
、
権
威
と
忠
誠
の
関
係
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
生
み
出
す
種
の
同

一
性
そ
の
も
の
が
欠
落
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
の
こ
と
は
同
時

に
、
こ
れ
ら
の
国
家
に
お
い
て
は
、
共
同
体
と
は
異
な
り
、
統
治
が
そ
れ
に
準
拠
す
べ
き
何
ら
か
の
法
則
や
掟
、
原
理
が
予
め
存
在
す
る
も
の

で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
諸
人
種
の
混
合
は
構
成
員
の
態
度
決
定
の
混
乱
や
対
応
の
不
統

一
を
惹
起
し
、
し



た
が

っ
て
統

一
化
の
た
め
に
は

「
強
制
力

Ｒ
ヨ
”
●
∞
と

の
行
使
を
不
可
避
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
は
湿

よ
う
に
、
専
制
や
独
裁
は
む
ろ

ん
の
こ
と
、
市
民
国
家
に
お
け
る
統
治
の
場
合
も
ま
た
、
統
治
者
の
意
思
は
、
最
終
的
に
は
、
「
実
力
６
ｏ■

，
こ
」
の
存
在
に
よ

っ
て
担
保
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
そ
う
で
あ

っ
た
。　
一
つ
は
、
相
対
立
す
る
多
様
な
価
値
観
や
利
害
の

中
か
ら

（
法
弊
等
の
準
拠
す
べ
き
規
範
を
決
定
す
る
た
め
で
あ
り
、
今

一
つ
は
、
定
立
さ
れ
た
規
範
を
反
対
や
抵
抗
を
打
ち
破

っ
て
貫
徹
す
る
た

め
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
、
秩
序
は
、
常
に
、
力
に
よ

っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
統
治
者
の
支
配

へ
の
意
思
と
し
て
の

「命
令
」
と
、
被
治
者
の
側

の
外
的
な

「
服
従
」
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
君
主
制
、
独
裁
制
、
民
主
制
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
形
態
と
内
容
の
如
何
は
別
に
し

て
、
必
ず
実
力
装
置
と
し
て
の
統
治
機
構
、
即
ち
、
国
家
権
力
が
必
要
と
さ
れ
、
存
在
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

指
導
は
あ
ら
ゆ

（る
師

で
こ
の
よ
う
な
支
配
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
「
指
導
は
支
配
の

『
対
極
』
に

位
置

（
す

％
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
何
よ
り
も
先
ず
、
そ
れ
は
共
同
体
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
政
治
的
行
為

¨
蜀
け
一
¨
中

呼 示
（
族

¨
け
¨
一
一
］
い
』
［
一
］
¨
¨

ヽ
ヽ の
一
一
『
』
呻
一

こ
れ
も
ま
た
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け
、
民
族
の
生
存
法
則
に
基
づ

］
鐸

」
は
】
ぼ
請

¨
牌
¨
】
脚

籍

蹄

す
（
令

輯

饗

塑

卜

饒

諦

‰

鐸

¨
高

知

唯

刊
稲

肛

醍

ダ

聟

す
る
指
導
者
の
強
い

「
意
思
」
が
存
在
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ

っ
た
。
彼
の
課
題
は

「説
得
」
を
道
具
と
し
て
導
く
こ
と
で
あ
り
、
実
力
を
背

景
に
命
令
し
、
強
制
す
る
こ
と
で
は
な
か

っ（型
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た

一
切
が

「
種
の
同

一
性
」
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
担
保

さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
（剣

。
シ
ュ
ラ
ウ
ト
が

「遺
伝
素
質
を
同
じ
く
す
る
人
間
集
団
は

一
定
の
精
神
的
性
向
を
有
し
、

そ
の
こ
と
が
当
該
人
種
の
構
成
員
に
対
し
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
或
る
定
め
ら
れ
た
仕
方
に
お
い
て
行
動
、
決
断
さ
せ
る

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一七
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の
で
あ
（綱

」
と
い
う
よ
う
に
、
民
族
共
同
体
に
お
い
て
は
、
民
族
同
胞
の
す
べ
て
が
指
導
者
と
同
じ
世
界
観
を
内
面
化
し
、
同
じ
生
存
法
則
に

基
づ
き
、
同
じ
最
終
目
標
に
定
位
す
る
が
故
に
、
強
制
力
の
契
機
は
不
要
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
外
的
な
実
力
の
存
在
は
何
か
異
質
な
も
の
で
あ

っ

（Ｗ
）

た
と
結
論
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
指
導
が
何
ら
か
の
力
と
ま

っ
た
く
無
関
係

で
あ

っ
た
わ
け
で
は
決
し

て
な
い
。

ウ

ェ
ー

（ノヾ明

は

「
権
力
」
を

「或
る
社
会

的
関
係

の
中

に
あ

っ
て
、
自
己

の
意
思
を
抵
抗
を
排
し

て
貫
徹
す
る
す

べ
て
の
可
能
性
」
と
し
て
定
義
し
て
い
る
が
、
指
導
者
も
ま
た
こ
う
し

た
意
味

で
の
権
力
を
有
す
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
常

に
実
力
を
背
景

に
被
治
者

に
対
し
て
自
己

の
意
思
を
貫
徹
し
よ
う
と
す

る
支
配

に
対
し
、
指
導

の
場
合
、
指
導
者
が
有
す
る
権
威
そ
の
も
の
が
、
実
力

の
介
在

の
必
要
な
し
に
、
被
指
導
者
団

に
対
す
る
意
思

の
優
位

を
実
現
す
る
と
い
う
わ
け

で
あ

っ（型
。

こ
こ
に
お
い
て
、

フ
ー
バ
ー
等
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
権
力
と
は
異
な
る
新
た
な
権
力
、
即
ち
、

「
指
導
者
権
．厠
」

に

つ
い
て
語
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
指
導
が
命
令
や
服
従
と
も
ま

っ
た
く
無
縁

で
あ

っ
た
わ
け
で
は
決
し

て
な
い
。　
一
部

に
強
く
否
定
す
る
見
解
が
あ

っ（測
も
の
の
、

た
と
え
ば
ケ

ッ
ト
ゲ

ン
は
、
「
指
導
と
支
配

の
手
段
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

っ
た
も

の
で
は
あ
れ
、
し
か
し
、
共
同
体

の
中

で
も
命
令
と
服
従
を

（‐‐２
）

完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
も
ま
た
、
或
る
秘
密
演
説
の
中
で
、
「盲
目
的
服
従
」
に
つ
い
て
語
り
、
そ

れ
は
共
同
体
に
と

っ
て

「
生
存
の
掟
」
の

一
つ
で
あ
る
と
さ
え
主
張
し
て
は
側
。
そ
れ
で
は
、
遺
伝
素
質
を
同
じ
く
す
る
人
間
集
団
で
あ
る
は

ず
の
共
同
体
に
あ

っ
て
も
、
何
故
命
令
と
服
従
を

「放
棄
す
る
こ
と
が
不
可
能
」
で
あ

っ
た
の
か
。
そ
の
原
因
は
共
同
体
の
構
成
原
理
と
も
な

っ

て
い
る
能
力
の
位
階
性
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
民
族
の
最
良
の
頭
脳
で
あ
る
指
導
者
が
最
終
目
標
に
至
る
道
筋
と
方
策
を
被
指

導
者
団
に
対
し
て
指
し
示
す
と
し
て
、
差
し
当
た

っ
て
大
抵

（
の
場
合
、
個
々
の
民
族
同
胞
に
と

っ
て
も
、
種
の
同

一
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
、

こ
う
し
た
決
定
の

「
必
然
性
、
合
目
的
性
に
つ
い
て
内
的
な
確
信
」
を
も

つ
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

被
指
導
者
団
の
中
に
も
能
力
の
位
階
が
存
在
し
、
ま
た
、
必
ず
し
も
常
に
民
族
同
胞
の
す
べ
て
が
指
導
者
の
指
導
に
つ
い
て
完
全
な
理
解
を
持

ち
う
る
と
は
限
ら
な
か

っ
た
以
上
、
さ
ら
に
は
、
指
導
者
は
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け
て
、
そ
の
こ
と
が
必
要
と
あ
ら
ば
、
民
族
の
生
存
の



法
則
や
掟
を
被
指
導
者
団

の
意
思
と
は
無
関
係

に
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
逆
ら

っ
て
さ
え
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
あ
り
え
な
い
わ

（
‐ナ
漿

は
な
か

っ
た
以
上
、
命
令
と
服
従
は
指
導
者

に
と

っ
て
も
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い

一
つ
の
手
段
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至

っ
た
の
で

あ
る
。「い

げ
れ
鋼研
設
赫
」融
河
酬
魂
翼
鮮
科
鰈
奉仕を
扁
理
的手（製Ｅ
な
ヽ
支胃
吉
る場倉
は

こ
ろ
で
あ

っ
た
。
ま
ず
命
令
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
自
己
自
身

の
人
格
に
立
脚
し
た
独
裁
者
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
単
な
る
主
観
的
意
思
の
表
明
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
指
導
者
の
人
格

の
中
に
い
わ
ば
共
同
体
が
凝
縮
し
、
彼
自
身
も
ま
た
よ
り
高
次
の
法
蜘
や
理
念
に
服
す
る
者
で
あ
る
限
り
、
民
族
の
子
供
と
し
て
の
彼
の
命
令

は

「共
同
体
の
表
現
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
（型

デ
れ
は
い

じ っ
な
一
』
は
輸
疇
い
製
却
琳

れ
（の
概
蹴
や
精
神
か
ら
外
れ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
指
導
で
は
な
く
、
被
指
導
者
団
の
側
に
服
従
の

他
方
、
服
従
も

（
ま
断
、
外
的
権
力
に
よ
り
担
保
さ
れ
、
強
制
さ
れ
る
よ
う
な
、
強
者
の
命
令
や
国
家
の
法
令
に
対
す
る
形
式
的
遵
守
と
い
っ

Ｌ
籾
紐
ぃなっけけＬ
軸いり
たッ晦
》
飩
踊
科
電
巧契
聾
撹
勢
盤
魏
饉
嫁
岬
醐
鶴
悔

自
ら
の
体
験
を
基
に
忠
誠
と
服
従
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。
「私
は
六
年
間
兵
士
で
あ
っ
た
。
逆
ら
う
こ
と
は
決
し

て
な
く
、
た
だ
服
従
の
み
が
存
在
し
た
。
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
に
対
し
私
は
要
求
す
る
。
汝
ら
も
ま
た
服
従
す
る
能
力
を
身
に
付
け
な
け
れ
ば

蔓

剰

つ す
力ゝ る

い
鰤

理

舞

魃

聾

熊

鍔

聟

鵠

減
烙

が

暉
嘲紳鰤̈
辟ｒ癬いぅ一】覗
デ
聾
謁
”
醜
議
記
つ（、力
』
縣
蝦
資
製
畷
輻
出装

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
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（Ｕ

れ
も
ま
た
共
同
体

に
生
き
る
民
族
同
胞

に
課
せ
ら
れ
た
生
存

の
掟

の

一
つ
で
あ

っ
た
の
だ
。

四
　
民
族
指
導
と

テ

ロ
ル

種
と
運
命
の
同

一
性
を
根
拠
に
、
指
導
者
に
対
し
忠
誠
を
誓
い
、
い
つ
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
民
族
指
導
に
従
う
意
思
と
能
力
を
有
す
る
民

族
同
胞
の
み
が
被
指
導
者
団
の

一
員
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
何
ら
か
の
理
由
で
こ
う
し
た
意
思
と
能
力
の
所
有
を
証
明
し
え
な

か

っ
た
者
た
ち
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
被
指
導
者
団
を
構
成
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
や
ジ
プ
シ
ー
等
の

「
異
人

種
」
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
同
じ
ド
イ
ツ
民
族
に
属
し
な
が
ら
、
血
の
変
質
等
の
原
因
で
民
族
の
共
通
の
運
命

へ
の
参
加
を
拒
否
し
、
あ
る
い
は

参
加
の
能
力
を
有
し
な
い
と
み
な
さ
れ
た

「種
的
変
質
者
」
が
そ
う
で
あ

っ（理
。
こ
う
し
た
種
的
変
質
者
と
し
て
は
、
共
産
主
義
者
や
背
反
者

等
の
政
治
的
敵
対
者
か
ら
、
常
習
犯
罪
者
や
暴
力
犯
罪
者
、
少
年
犯
罪
者
等
の
重
大
犯
罪
者
、
売
春
婦
や
飲
ん
だ
く
れ
、
労
働
忌
避
者
等
の
反

社
会
的
人
物
、
さ
ら
に
は
先
天
的
精
神
薄
弱
者
や
精
神
病
者
、
重
大
な
肉
体
的
奇
形
等
の
遺
伝
的
疾
患

・
障
害
の
所
有
者
等
に
至
る
ま
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
敵
対
分
肢
、
異
質
分
肢
、
劣
等
分
肢
が
挙
げ
ら
れ
た
。

国
民
国
家
で
あ
れ
ば
と
も
に

一
つ
の
国
家
の
国
民
と
し
て
承
認
さ
れ
た
は
ず
の
、
こ
れ
ら
異
人
種
や
種
的
変
質
者
た
ち
は
、
共
同
体
の
外
に

あ
る
者
と
し
て
、　
一
切
の
法
の
保
護
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
リ
ン
グ
は
、　
一
九
二
四
年

一
一
月

一
三
日
に
行
わ
れ
た

「
ド
イ
ツ
法
ア

カ
デ
ミ
ー
大
会
」
に
お
け
る

『
民
族
共
同
体
の
基
礎
と
し
て
の
法
的
安
定
性
』
と
題
す
る
講
演
の
中
で
、
共
同
体
を
裏
切
り
、
共
同
体
に
逆
ら

い
、
服
従
を
拒
否
す
る
者
た
ち
の

「
追
放
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
披
露
し
て
い
た
。
「
民
族
共
同
体
の
す
べ
て
の
成
員
は
法
律
の
保

護
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
む
ろ
ん
こ
の
名
誉
あ
る
言
葉
の
真
な
る
意
味
で
真
面
目
な
民
族
同
胞
と
し
て
民
族

共
同
体
の
中
で
自
ら
の
役
割
を
果
た
す
限
り
に
お
い
て
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
か

つ
て
今
日
よ
り
は
る
か
に
強
く
人
々
の
胸
の
中
に
法
感

情
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
時
代
、　
一
般
に
追
放
と
呼
ば
れ
る
事
柄
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
或
る

一
定
の
分
肢
を
追
放
し
、

フ
ォ
ー
ゲ

ル
フ
ラ
イ
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
彼
ら
を
法
と
法
律
の
外
に
置
い
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
こ
の
よ
う
な
国
家
の
敵
を
平
和
喪
失
者
と
呼

び
、
ま
た
中
世
の
時
代
、
彼
ら
に
対
し
て
は
帝
国
追
放
が
宣
告
さ
れ
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
こ
う
し
た
分
肢
を
排
除
い
た
し
ま
す
。
わ



れ
わ
れ
が
定
め
た
市
民
権
剥
奪
条
項
は
か

つ
て
の
法
思
想
に
再
び
形
を
与
え
る
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私
が
最
初
の
日
か
ら
利
己
心
あ
る
い

は
反
社
会
的
性
向
か
ら
共
同
体
及
び

（
民
畷
同
胞
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
邪
魔
と
な
る
す
べ
て
の
連
中
に
対
し
容
赦
な
き
戦
い
と
抹
殺
を
宣
告
し
た

の
は
こ
う
し
た
理
由
か
ら
だ

っ
た
の
で
す
。
」

ゲ
ー
リ
ン
グ
の
発
言
が
、
当
時
内
外
の
関
心
を
呼
ん
で
い
た
保
安

（予
防
）
拘
禁
に
関
連
し
て
共
産
主
義
者
や
重
大
犯
罪
者
等
の
社
会
に
敵

対
す
る
分
肢
や
反
社
会
的
人
物
を
想
定
し
た
も
の
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
同
じ
こ
と
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
等
の
異
人
種
や

「生
き
る
値
打
ち
を
持
た
な

い
生
命
」
と
み
な
さ
れ
た
先
天
的
精
神
薄
弱
者
、
精
神
病
者
等
の
種
的
変
質
者
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で

も
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
も
ま
た
、
民
族
の
種
と
運
命
を
共
有
し
な
い
、
あ
る
い
は
共
有
し
え
な
い
民
族
の
敵
、
民
族
の
害
虫
と
し
て
、
共
同

体
の
外
に
、

つ
ま
り
は
法
の
保
護
の
外
に
置
か
れ
、
指
導
の
対
象
で
は
な
く
、

「容
赦
な
き
抹
殺
」
の
対
象
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
変
わ

り
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
こ
う
し
た
テ
ロ
ル
を
、
指
導
と
無
関
係
な
、
し
ば
し
ば
専
制
に
見
ら
れ
る
、
政
治
権
力
者
の
単
に
ア
ナ
ー
キ
ー
を
生
み
出
す
だ

け
の
恣
意
的
な
暴
力
の
行
使
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
共
同
体
に
お
け
る
テ
ロ
ル
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
と
な
る
。
保
安

（予
防
）
拘
禁
や
断
種
、

安
楽
死
、

（槃
ら
に
は
ガ
ス
室
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
職
滅
さ
え
も
民
族
の
生
存
法
則
の
過
程
を
促
進
す
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
テ
ロ
ル
は
た
と
え
共
同
体
の
外
に
あ
る
者
た
ち
に
と

っ
て
文
字
通
り
暴
力
的
支
配
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、

被
指
導
者
団
に
と

っ
て
は
、
民
族
の
最
終
日
標
の
実
現
に
不
可
欠
な
、
生
存
法
則
の
執
行
と
し
て
、
そ
れ

へ
の
協
力
、
行
動
が
強
制
さ
れ
る
ま

で
も
な
い
、
種
に
由
来
す
る
自
明
の
義
務
で
あ

っ
た
の
だ
。
テ
ロ
ル
も
ま
た
民
族
指
導
の

一
つ
の
手
段
に
他
な
ら
ず
、
あ
り
て
い
に
い
う
な
ら

ば
、
真
面
目
な
民
族
同
胞
は
テ
ロ
ル
ヘ
の
協
働
に
よ
り
、
他
方
、
共
産
主
義
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
、
精
神
病
者
等
は
テ
ロ
ル
を
自
ら
の
身
に
蒙
る
こ

と
に
よ
り
、
と
も
に
民
族
の
生
存
法
則
の
正
当
性
を
証
明
し
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け
、
指
導
者
の
〓〓
一Ｓ
３
ｏい計ｏ■

と
し
て
の
役
割
を
演

ず
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
亡
命
社
会
民
主
党
の

『
ド
イ
ツ
通
信
』
が
正
し
く
指
摘
す
る
と
お
り
、
テ
ロ
ル
は
、
単

に
過
渡
的
な
例
外
的
現
象
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
指
導
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
指
導
者

―
憲
法
体
制
に
固
有
の
、
そ
れ
な
く
し
て
は

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



法
政
研
究
七
巻
二
号
舎
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

そ
の
存
在

そ
の
も

の
が
考
え
ら
れ
え
な
い
、

「
本
質
的

（か

つ
不
可
欠

の
）
構
成
要
素
」
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
と
結
論
さ

（皿
）

れ
る
。

五
　
民
族
指
導

の
全
体
性

―

が
…

た
る
目
標
に
向
け
て民
鱗
「
生
全
琳
を
※

霙

」≒

墓
雖

晟

黎

成
原
理
の

一
つ
と
し
て
、
「
全
体
性
の
法
則
」
が
あ

っ
た
。
指
導
者
は

権
力
は
、
管
轄
を
特
定
さ
れ
た
国
家
権
力
と
は
異
な
り
、
あ
れ
こ
れ
の
領
域
に
限
定
さ
れ
ず
、
「
共
同
体
の
生
全
体
」
に
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
（型

。

ヘ
ス
も
ま
た

一
九
二
四
年
の
党
大
会
の
開
幕
演
説
の
中
で
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。
即
ち
、
「全
体
性
の
法
則
が
運
動
の

（鵬
）

最
高
原
理
で
あ
り
、
ラ
イ
ヒ
指
導
部
の

一
切
の
措
置
は
こ
の
法
則
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
」
と
。

全
体
性
の
法
則
は
、
単
に
指
導
が
国
境
と
関
係
な
く
種
と
運
命
を
共
有
す
る

「
ド
イ
ツ
民
族
全
体
」
を
包
含
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
憲
法
体
制
に
と

っ
て
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
常
に
人
間
全
体
を
要
求
す
る
」
と
の
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

の
主
張
に
あ
る
通
（剣

、
指
導
が
民
族
同
胞

一
人

一
人
の

「
現
存
在
全
体
」
に
及
（理

と
い
う
点
に
あ

っ
た
。
ラ
ン
マ
ー
ス
も
ま
た

「
わ
れ
わ
れ
は

個
人
の
生
活
、

つ
ま
り
人
間
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
干
渉
せ
ざ
る
を
え
な
（岬

」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
文
字
通
り
の

意
味
に
お
い
て
そ
う
で
あ

っ
た
。
い
わ
ゆ
る
公
的
生
活
の
分
野
だ
け
で
は
な
い
。
経
済
、
文
化
、
宗
教
、
さ
，ル
駈
は
個
人
の
私
的
生
活
と
し
て

公
的
な
干
渉
が
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
領
域
、
た
と
え
ば
趣
味
や
娯
楽
の
領
域
も
ま
た
同
様
で
あ

っ
た
。
ク
ラ
プ
フ
ェ
ン
バ
ウ
ア
ー

は
、
「
利
己
的
で
個
人
主
義
的
な

『
自
我
』
に
制
限
さ
れ
る

『
私
的
』
な
自
由
時
間
の
利
用
は
民
族
全
体
に
と

っ
て
何
ら
意
義
経
お

つ
も
の
で

は
な
く
な

っ
た
。
個
人
が
自
ら
の
自
由
な
時
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
は
民
族
の
全
体
に
と

っ
て
ど
う
で
も
よ
い
事
柄
で
は
な
い
」
と
い
う
。

そ
の
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
、
本
来
も

っ
と
も
私
的
で
あ
る
は
ず
の
性
生
活
の
管
理
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ザ
ー
デ
ル
の
言
葉
に
あ

る
よ
う
に
、
「性
欲
も
ま
た
共
同
体
と
無
関
係
に
存
在
し
う
る
も
の
で
は
な
く
な

っ（型
ピ

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
『
食
卓
談
話
』
の
中
で
、
「
わ
れ
わ
れ

（爛
）

は
両
性
の
生
活
の
在
り
様
を
統
御
す
る
」
と
主
張
し
て
い
た
が
、
種
の
純
粋
性
の
維
持
と
健
全
な
子
孫
の
増
殖
を
重
要
な
目
的
と
す
る
共
同
体



に
あ

っ
て
は
、
二
人
の
男
女
が
子
供
を
産
む
か
産
ま
な
い
か
、
ま
た
そ
の
結
合
か
ら
ど
の
よ
う
な
子
供
が
生
ま
れ
る
か
は
、
当
事
者
で
は
な
く
、

共
同
体
自
体
の
問
題
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

元
来
、
個
人
主
義
か
ら
出
発
す
る
市
民
国
家
に
あ

っ
て
は
、
憲
法
体
制
構
成
の
基
点
に

「自
己
自
身
に
立
脚
す
る
独
立
の
個
人
人
格
」
が
置

か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
個
人
の
現
存
在
の

一
部
の
み
が
直
接
公
的
な
社
会
生
活
に
関
与
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
、
第
二
者
に
対

し
危
害
を
加
え
る
も
の
で
な
い
限
り
、
自
己
に
固
有
の
生
活
を
営
み
、
自
己
に
固
有
の
幸
福
を
追
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る

「
国
家
か
ら
の
自
由
」
の
承
認
が
そ
れ
で
あ
る
。
市
民
国
家
は
、
こ
う
し
た
自
由
な
領
域
を
、　
一
部
は
憲
法
に
よ
る
基
本
的
人
権
の
宣
言
と
い

う
形
で
、
ま
た

一
部
は
個
人
生
活

へ
の
干
渉
を
国
民
代
表
機
関
が
制
定
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
保
障
し
よ
う

と
す
る
。
そ
の
限
り
、
個
人
は
公
権
の
所
有
者
と
し
て
、
国
家
か
ら
独
立

（
し
い
国
家
に
対
立
す
る
現
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
専
制
国
家
や
独
裁
国
家
に
あ

っ
て
も
、
ア
ー
レ
ン（理
や
ブ
ー
フ
ハ
イ
ム
が
指
摘
す
る
通
り
、
こ
の
間
の
事
情
に
大
き
な
違
い
は
な
か

っ

た
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
市
民
国
家
に
お
け
る
よ
う
な
憲
法
に
よ
る
基
本
的
人
権
の
保
障
等
は
存
在
し
な
か

っ
た
も
の
の
、
し
か
し
、
専
制
君

主
で
あ
れ
、
独
裁
者
で
あ
れ
、
彼
ら
に
と

っ
て
も

っ
と
も
重
要
な
問
題
は
自
己
の
権
力
の
確
立
と
維
持
で
あ
り
、
現
存
在
全
体
に
対
す
る
支
配

は
彼
ら
の
関
心
の
埒
外
に
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
な
る
ほ
ど
、
権
力
の
維
持
の
た
め
に
自
由
を
制
限
し
、
時
に
は
剥
奪
す
る
こ
と
は
あ
れ
、

国
民
は
、
彼
ら
の
権
力
を
脅
か
さ
な
い
限
り
、
独
立
の
個
人
人
格
と
し
て
、
国
家
の
干
渉
の
及
ば
な
い

一
定
の
私
的
領
域
を
享
受
し
え
た
の
で

あ
る
。

けに̈
一中”」̈
『̈̈
¨̈
¨̈
［̈一一『［”一つ（ど共̈
「け呻け醐峙】̈
つ（す悲）赫嘲陣規は輸はや「【御せ（体鍛琳計だ力ゝ与剛は

り
返
し
唱
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
公
益
は
私
益
に
優
先
す
る
」
、
あ
る
い

は
、
「
汝
は
無
で
あ
り
、
汝
の
民
族
が
す
べ
て
で
あ
る
」
、
そ
れ
が
共
同
体
に
生
き
る
す
べ
て
の
民
族
同
胞
に
課
せ
ら
れ
た
掟
で
あ

っ
た
。
共
同

体
か
ら
自
由
な
領
域
と
い
っ
た
も
の
も
な
け
れ
（型

、
当
然
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
は
ず
の
不
可
侵
の
基
本
的
人
権
と
い
っ
た
も
の
も
消
滅
す

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
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四
四

輸
鳴

個
人
の
現
存
在
の
私
的
性
格
が
完
全
に
廃
棄
さ
（硼

、
「
す
べ
て
は
よ
り
高
次
な
意
味
で
政
治
化
」
さ
れ
（制

。
そ
の
結
果
、
国
家
と
個
人
、

社
会
と
個
人
、
あ
る
い
は
公
と
私
の
区
別
や
対
立
は
意
味
を
も
た
な
く
な

っ（肥
。
ラ
イ
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
社
会
の
特
徴
を
、

ロ
イ
ナ
化
学

工
場
の
労
働
者
を
前
に
し
た
演
説
の
中
で
誰
に
も
わ
か
る
平
易
な
言
葉
で
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「
睡
眠
だ
け
が
私
事
で
あ
る
。
目
覚
め

て
い
る
時
、
汝
が

〔共
同
体
の
〕
法
則
に
従

っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
ド
イ
ツ
に
は
も
は
や
私
的

市
民
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
誰
も
が
自
分
の
望
み
通
り
や
り
た
い
こ
と
を
や
り
、
や
り
た
く
な
い
こ
と
を
や
ら
な
い
で
い
ら
れ
た
時
代

（檄
）

は
終
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
」

全
体
性
の
法
則
が
共
同
体
、
そ
し
て
民
族
同
胞
の

一
人

一
人
を
支
配
す
る
。
彼
ら
の
存
在
と
生
活
の

一
切
は
、
共
同
体
人
格
に
ふ
さ
鯵
乳
く
、

共
同
体
の
最
終
日
標
に
定
位
し
、
共
同
体
の
運
命
と
不
可
分
に
結
ば
れ
、
共
同
体

へ
の
奉
仕
に
よ

っ
て
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
ヒ

ト
ラ
ー
も
ま
た
、
ラ
ウ
シ
ュ
ニ
ン
グ
を
相
手
に
、
「
現
存
在
の
幅
と
深
み
の
全
体
に
対
す
る
統
御
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。
「
そ

の
た
め
、
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
、
あ
ら
ゆ
る
欲
求
は
公
共
性
に
よ

っ
て
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
は
や
恣
意
は
な
い
。　
一
人

一
人
が
自

己
に
属
す
る
自
由
な
空
間
は
存
在
し
な
い
。
…
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
物
事
の
外
的
な
秩
序
を
変
え
る
の
で
は
な
く
、
民
族
共
同
体
に
対
す
る
個

人
の
関
係
を
整
序
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…

個
人
的
幸
福
の
時
代
は
過
ぎ
去

っ
た
。
　
…
…

わ
れ
わ
れ
は
人
間
を
社
会
化
す
る
の

（υおた
。
」

ニハ
　
民
族
指
導

の
運
動
性

全
体
性
と
並
ん
で
、
「
運
動

の
法
則
」
が
指
導
者

―
憲
法
体
制
を
構
成
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
運
動

で
あ
る
」
、
そ
の
よ
う
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
い

う
。
「
こ

の
言
葉
以
上

に
、
わ
れ
わ
れ

の
本
質
を
う
ま
く
表
現
す
る
も

の
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
終
末
状
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
静
止
状
態

が
存
在
し
な
い
こ
と
、

た
だ
永
遠

の
変
動
が
存
在
す
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
承
知
す
る
も

の
で
あ

（型
」
と
が
ち

る
い
は
、
ク
リ
ー
ク
は
、

一
鮭

野

魂

辞
枷

が

舞

群

雫

辞
い
）
い
将

⑮

鮮

鄭

継
力

開

鯛

篤

弊

鰤

減

詢

穐



そ
れ
で
は
、
運
動
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。
差
し
当
た
り
、
そ
れ
は
、
最
終
日
標
の
実
現
を
目
指
す
永
遠
の
前
進
行
動
と
し
か
表
現
の
し
よ

う
の
な
い
政
治
行
為
で
あ
っ
た
。
最
終
日
標
に
定
位
し
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
不
断
に
現
状
を
乗
り
越
え
る
こ
と
か
ら
運
動
は
生
ま
れ
て
く
る
。

こ
う
し
た

「永
遠
の
運
動
」
の

一
例
を
、
ド
イ
ツ
民
族
の
北
方
人
種
化
に
定
位
し
た

一
連
の
人
種
政
策
の
中
に
見
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
政
策
の
大
き
な
柱
と
な
っ
た

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
の
解
決
は
、　
一
九
二
三
年
四
月
の
ユ
ダ
ヤ
人
商
店
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
か
ら
始
ま
り
、
非
ア
ー

リ
ア
人
官
吏
の
追
放
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
婚
姻
禁
止
、
経
済
の
ア
ー
リ
ア
化
、
ポ
グ
ロ
ム
等
を
経
て
、
最
終
的
に
は
戦
時
に
お
け
る
ガ
ス
室
に
至

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
生
物
学
的
抹
殺
と
い
う
最
終
日
標
に
定
位
し
つ
つ
、
そ
の
折
々
の
状
況
の
中
で
、
た
と

え
ジ
グ
ザ
グ
で
は
あ
れ
、
段
階
を
踏
み
な
が
ら
計
画
さ
れ
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
著
で
詳
し
く
論
じ
た
通
り
で
な
型
。

と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
が
計
画
通
り
最
終
的
な
解
決
を
迎
え
た
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
決
し
て
共
同
体
の
中
に

一
つ
の
静
止
状

態
、
ま
し
て
や
終
末
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
所
詮
、
そ
れ
も
ま
た
、
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
断
種
や
保
安
処
分
、
安
楽

死
等
の
諸
々
の
人
種
衛
生
政
策
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
よ
り
遠
い
目
標
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
族
の
北
方
人
種
化
の
た
め
の
一
つ
の
準
備
的
措

置
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
方
人
種
化
が
達
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
は
、
遺
伝
的
価
値
に
よ
り
位
階
づ
け
ら
れ

た
共
同
体
の
中
で
、
同
じ
北
方
人
種
を
対
象
に
、
よ
り
高
い
価
値
に
定
位
し
た
選
抜
淘
汰
が
際
限
な
く
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
ヒ
ム
ラ
ー
も
ま
た
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
淘
汰
に
は
決
し
て
終
わ
り
が
あ
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
完
全
に
了
解

一
』
¨
¨
一
¨
一
¨
¨
一
一
¨
¨
疇
『
¨
」
「
一
一
一
¨
¨
¨
中
¨
［
沖
］
一・
ュ
瀕
雌
押
］
潮

ろ
（
果

が
『
朦
哺
螂
御
耐
”
当
副
岬
却
囃
雌
事
韓
胸

、
最
終
日
標
自
体
は
た
と
え
そ
の
本
質
に
お
い
て
変
化
す
る
も
の
で
は

な
か

っ
た
に
せ
よ
、
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
内
容
の
先
鋭
化
と
い
う
面
で
決
し
て
運
動
の
法
則
化
を
免
れ
う
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

最
終
日
標
と
並
ん
で
、
全
体
性
の
法
則
も
ま
た
民
族
指
導
の
運
動
化
を
不
可
避
と
す
る
大
き
な
要
因
で
あ

っ
た
。
ま
ず
、
指
導
が
対
象
と
す

る
ド
イ
ツ
民
族
全
体
は
不
断
に
世
代
交
代
を
繰
り
返
し
、
更
新
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
最
後
の

一
人

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
四
五
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を
改
宗
さ
せ
た
と
し
て
も
、
次
の
瞬
間
に
は
、
新
た
な
人
間
が
誕
生
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
共
同
体
の
存
続
に
と

っ
て
不
可
欠
な
、
そ

馨
慟
靡
鼈
褥
一ン業
製
舗
凩
獅
ば
轟
彗
妻
鵠
醜
証
嘆
解

し
て
い
た
。
「民
族
を
新
た
な
国
家
思
想
へ
と
教
育
す
る
こ
と
は
、
〔運
動
の
〕
も
っ
と
も
重
要
な
任
務
で
あ
り
、
永
遠
の
課
題
で
あ
る
」
と
。

さ
ら
に
、
全
体
性
に
関
し
て
は
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。
「現
存
在
の
幅
と
深
み
の
全
体
」
に
対
す
る
指
導
の
も
つ
原
理
的
な
未

完
結
性
が
そ
う
で
あ
る
。
生
存
の
す
べ
て
の
領
域
を
完
全
に
統
御
す
る
こ
と
が
民
族
指
導
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
指
導
が
常
に
何
ら

か
の
時
間
的
経
過
の
中
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
限
り
、
無
限
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
も
つ
現
存
在
全
体
を

一
挙
に
、
そ
し
て
完
全
に
掌

握
し
尽
く
す
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
た
だ
無
限
の
時
間
の
中
で
の
み
可
能
な
こ

と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て

「幅
と
深
み
」
の
内
容
が
常
に
最
終
日
標
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
最
終
日
標
の
先
鋭
化
は
こ
う
し
た
未
完
結
性
に
よ
り

一
層
の
拍
車
を
か
け
る
も
の
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
民
族

指
導
は
、
こ
の
面
で
も
、
運
動
の
法
則
化
を
免
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
指
導
者
に
よ
る
民
族
指
導
の
目
的
、
特
質
は
、　
一
般
の
統
治
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
単
に
或
る
何
ら
か
の
秩
序
を
形
成

し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
か
っ
て
、
ま
た
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
現
存
在

胸崎モ】轄
‐こ握れ
つ向た力、の（っ数． 制制̈
一
つ断“独倒同
一ぇげ嘲中に縁韓Ｘ『餞」ｒ赫
一る「嘲蹴はヽ
輸卿“嘲力ゝ限̈
力ゝな「
（た変］詢『嘲ぼ

耐．観終状‐こ設―まっけ型剣れ〔崚̈
Ⅶ一来いは論］ド帥軸わ嚇相一「劇郎餞鄭南れな副嘲
「そ脚〔̈
革（で碑」っけに「」ょぅ。そこに

七
　
ゲ
ル
マ
ン
的
民
主
主
義

永
久
革
命
の
先
頭
に
指
導
者
が
立

つ
。
彼
の
役
割
は
、
指
導
者
権
力
を
背
景
に
、
民
族
の
最
終
日
標
を
高
く
掲
げ
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
道



筋
と
方
策
を
決
定
し
、
被
指
導
者
団
を
指
導
、
動
員
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
固
有
の
形
成

・
発
展
法
則
が
民
族
共
同
体

を
支
配
し
、
民
族
指
導
の
目
的
が
生
存
法
則
の
執
行
に
あ
る
と
は
い
え
、
指
導
者
の

「意
思
」
が
民
族
を
指
導
す
る
上
で
決
定
的
な
重
要
性
を

も

つ
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
中
で
も
、
最
終
日
標
に
至
る
道
筋
と
方
策
の
決
定
が
重
要
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ

諦

肺
¨
』
ぎ
】
】
」
醐
醐
脚
〔
燿
河

早

膨

麟

♂
話

が

が

要

は
降

褥

蝉

情

が

誕

鑽

『 ‐ま
【

工 く
”
輔

一
見 ャ
［

出 ．
一
け

る ノヾ
一
〕
［
け
〔
ど
囃
痢
¨
晰
「
は
、
所
与
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
単
純
な
執
行
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
意
思
の
活
動
に
こ

鶴

〓
レ

詩

唖
中

力ゝ の
製

鍵

雌
』
』
慶

師
「
［
辞
脚

颯
嶽

舞

硫

メ

『

鋒

粥

掏

稲

「
は

蜂

祀

輝

硝

指
導
者
の
統
制
に
服
さ
な
い
Ｓ
Ａ
に
よ
る
下
か
ら
の
煽
動
的
行
為
に
対
し
、
こ
れ
を
革
命
の
纂
奪
と
し
て
厳
し
い
非
難
を
浴
び
せ
て
い
た
（型

、

ヒ
ト
ラ
ー
も
、　
一
九
二
七
年
春
に
行
わ
れ
た
或
る
秘
密
演
説
の
中
で
、

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
策
の
進
捗
状
況
に
か
か
わ

っ
て
、
運
動
の
テ
ン

ポ
の
決
定
は
唯

一
指
導
者
に
留
保
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
を

ハ
ッ
キ
リ
と
確
認
し
て
い
た
。
即
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
政
策
全
体
の
最
終

日
標
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
完
全
に
明
白
で
あ
る
。
私
が
常
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
後
戻
り
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
よ
う
な

一
歩
、
わ
れ
わ
れ
に
害
が
及
ぶ
よ
う
な

一
歩
は
決
し
て
踏
み
出
さ
な
い
こ
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
…
…

肝
心
な
こ
と

分
期
％
暑

彗

二

及

型
」
製

酬

獅

け
ヽ で

〕ゲ
『

鋼

噴
純

磁

菱

電

仄

Ｈ

証

盤

颯

証

辮

紙

鮭

当
鰐

剛
碑

在
す
る
」
と
語

っ
て
い
た
よ
う
に
、
多
様
な
選
択
肢
の
中
か
ら
、
所
与
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
出
酌
し
、
今
こ
こ
で
の
最
善
の
解
決
策
を
選
び
取

胸
ｒ
は
ほ
」
諄
υ
け
ン
な
鳳
わ

つ れ
だ
型
剛

つ を
酬

よ
（
み

曲
『

ヒ ら
蒔
灘
湖

‐ま 標

¨
メ
『
嚇
軌
嘲
鴫
嘩
鰭
『
綺
鳩
彎
』
魏
量
役
一
崚
け
れ
な
嘲
¨
４
『
猪
詢

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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一
四
八

き
、
状
況

の
変
化
や
日
標

の
達
成
度

に
応
じ
た

「
路
線

の
転
換
」

の
必
要
に
れ
、
さ
ら
に
は

「
戦
術

の
融
通
無
碍
」

に

つ
い
て
さ
え
語

っ
て
い

（拓
）た

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（型
こ
と
は
ヽ
ヒ
ト
ラ
ー
の
以
下
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即

し
か
し
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
決
断
主
義
を
意
味
す
る
も
の
で
な
か
っ

ち
、
「指
導
者
は
も

っ
と
も
独
立
し
た
人
間
で
あ
り
、
い
か
な
る
者
に
服
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
責
任
を
負
う
こ
と
も
な
い
。
た

（
だ
明
ら
の
良

心
に
の
み
責
任
を
負
う
。
そ
し
て
、
こ
の
良
心
は
た
だ

一
つ
の
命
令
権
者
を
持

っ
て
い
る
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
が
そ
う
で
あ
る
」
と
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
が

「指
導
者
は
民
族
の
能
Ｖ

で
は
な
く
、
民
族
の
中
に
存
在
す
る
。
民
族
に
固
有
の
意
思
に

（
基
い
い
て
民
族
を

統
治
す
る
こ
の
当
の
者
を
、
わ
れ
わ
れ
は
指
導
者
と
呼
ぶ
」
と
い
う
よ
う
に
、
指
導
者
も
ま
た
、
所
詮
、
「民
族
意
思
の
執
行
者
」
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
だ
。

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に

「指
導
者
（『
鬱
【お
鮮
顎
こ

に
対
す
る
民
族
（く
ｏ
Ｆ
∽↑ｏ
日
）の
優
位
（肉

」
が
帰
結
さ
れ
る
る
％
で
な
か
っ

た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
指
導
者
が
共
同
体
の

「
必
然
的
現
象
」
と
評
さ
れ
、
指
導
者
と
共
同
体
が
不
可
分
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
指
導
者
―

憲
法
体
制
の
下
に
お
い
て
は
、
指
導
者
の
民
族
に
対
す
る
優
位
性
も
含
め
、
優
位
性
の
問
題
自
体
が
意
味
を
失

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
も
っ
と

も
優
れ
た
血
か
ら
生
ま
れ
た
民
族
の
最
良
の
子
供
と
し
て
、
指
導
者
の
人
格
の
中
に
共
同
体
そ
の
も
の
が
体
現
さ
れ
、
凝
縮
さ
れ
て
い
る
限
り
、

】
¨

力ゝ 都

つ 度
詢
嘲
潮

力ゝ
（
の

鋤
「
轍
い
が
け
型
囃

ユ ‐ま
哺
れ
ば
商
「

】
中
中
一
中
´
〓
『
〕
嚇
『
「
『
『
「
中
「
¨
静
］
料
¨
』
¨
一
』
『
叫
』
』
』
『

あ
る
い
は
、
ダ
ー
ム
が

「民
族
の
意
思
は
指
鱒
町
を
通
し
て
表
現
さ
れ
ヽ

「
民
族
の
意
思
の
中
枢
的
機
関
」
で
あ

っ
た
の
だ
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
民
族
意
思
は
、
市
民
国
家
に
お
け
る
国
民
意
思
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
被
指
導
者
団
の
間
に
現
に
存
在
す
る
主
観

的
な
確
信
や
意
見
の
集
約
で
も
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
民
族
の

一
般
意
思
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
投
票
等
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
民
族
の
多
数
意

思
で
も
な
か

っ（型
。
そ
の
こ
と
は
、
差
し
当
た
り
、
意
思
の
担
い
手
で
あ
る
民
族
自
体
が
今
現
に
存
在
す
る
個
々
の
民
族
同
胞
の
総
体
と
し
て



¨
一
一
¨
¨
¨
』

の 史 の
」
¨
一

多 体 っ
一
一
¨
一
¨
』
¨
¨
“
一
¨
¨
』
舒
嚇
¨
¨
¨
い
一
中
¨
抑
中
』
一
¨
［
一
¨
¨

力ゝ 族 過

つ 意 去
た 思 ヵゝ

¨
一

あ
（
た 来
一
「
呻
『
¨

ど
、
種
の
同

一
性
の
原
理
が
支
配
す
る
民
族
共
同
体
に
あ

っ
て
は
、
こ
う
し
た
民
族
意
思
は
、
多
く
の
場
合
、
民
族
同
胞
の
確
信
や
多
数
意
思

と
合
致
す
る
も
の
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
合
致
を
生
み
出
す
こ
と
が
民
族
指
導
の
課
題
の

一
つ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
し
か
し
、

民
族
意
思
は
、
本
来
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
共
同
体
そ
れ
自
体
の
意
思
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
か
か
る
所
与
と
し
て
の
客
観
的
な
民
族
意
思
が
、
民
族
の
も

っ
と
も
優
れ
徹
噸
脳
で
あ
る
指
導
者
を
通
し
て
自
覚
化
さ
れ
、

そ
の
折
々
の
状
況
の
力
学
の
中
で
指
導
者
の
決
定
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

瑞
』
組
帥
４
躊
輯
［
″
「
一
申
商

「 の
戦
“
¨
帥
岬
い
け

つ 民
時
¨
曜
町
嗜
崚
」
は
ど
婦
岬
剣
靭
¨
曝
潮

主
（
‐こ

鋤
「
】
耐
罐
時
¨

「
意

州
ノレ を
マ 決
ン 定
」
貯
抑

主
義
」
の
実
体
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
も
は
や
多
数
決
原
理
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
「指
導
者
原
理
」
が
支
配
す
る
だ
け
で
あ
る
。

匿
名
の
世
論
と
投
票
用
紙
に
基
づ
く
非
人
格
的
な
多
数
者
の
意
思
と
決
定
に
よ
る
国
民
と
国
家
の
統
治
に
代
わ
っ
て
、
指
導
者
、
即
ち
、
民
族

輔

絲

は
鮮

諄

鰺

型

「
一
一
薇

彎

卿

轟

腱

頼

つ鋪

鴇

短

魏

確

輝

稀

瞬

≠
一
鳥

つ 人
勢

踊

蛹

切
を
〕
決
定
す
る
。
運
動
は

一
つ
の
意
思
に
よ
っ
て
の
み
指
導
さ
れ
る
。　
一
つ
の
意
思
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
引
き
浚

っ
て
い
く
。
指
導
者
が
真

に
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
自
ら
の
意
思
を
民
族
の
意
思
と
な
す
だ
け
の
勇
気
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
（型

ピ

ば、被指導者畔囀端はけいい帥』能論は”動つだ“】れヽ
い雄っはど県錦藁″罐師韓制時議州一確嘲】れ（る数「れに向り腋』議

思
が
単
な
る
心
理
的
実
在
と
し
て
の
民
族

の
確
信
や
意
思
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
、
民
族
意
思

の
客
観
性
か
ら
帰
結
さ
れ
る

一
つ
の

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
四
九
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掟
で
あ

っ
た
と
い
え
（ど

。
能
力
の
位
階
性
に
よ
り
被
指
導
者
団
が
常
に
指
導
者
の
意
思
と
決
定
を
理
解
し
う
る
と
は
限
ら
な
か

っ
た

（
以
」
、
被

指
導
者
団
に
対
し
て
は
無
条
件
の
服
従
が
、
そ
し
て
指
導
者
に
対
し
て
は

「
恐
れ
を
知
ら
ぬ
大
胆
さ
」
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
い

う
わ
け
だ
。
「
ナ
チ
ズ
ム
運
動
は
英
雄
主
義
に
対
し
信
仰
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
そ
の
よ
う
に
ヒ
ト
ラ
ー
は

一
九
二
三
年
の
党
大
会
で

語

っ
て
い
た
。
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
正
し
い
と
認
め
る
諸
原
理
を

一
瞬
た
り
と
放
棄
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
や
困
難
を
身
に
引
き
受
け
る
覚
悟
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
抱
く
唯

一
の
不
安
は
、
将
来
わ
れ
わ
れ
を
不
正
直
の
故
に
、

あ
る
い
は
無
思
慮
の
故
に
非
難
す
る
時
代
が
や
っ
て
来
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
族
を
救
わ
ん
と
す
る
者
は
英
雄
的
に
思
惟
す
る
こ
と

の
み
が
許
さ
れ
て
い
る
。
英
雄
的
思
考

（―
ま

い
も
し
真
実
や
誠
実
さ
が
そ
の
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
同
時
代
の
人
々
の
同
意
を
断
念
す
る
こ

と
を
も
絶
え
ず
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

八
　
政
治
的
騎
士
団
と
し
て
の
党

指
導
者
の
課
題
が
、
英
雄
的
思
考
に
基
づ
い
て
、
最
終
目
標
の
実
現
に
向
け
、
世
界
観
に
即
し
て
民
族
の
生
全
体
を
整
序
し
、
被
指
導
者
団

を
指
導
、
動
員
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
て
、　
一
人
の
指
導
者
が
か
か
る
課
題
の
全
体
を
担
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
不
可
能
な
こ

一
¨
』
一
一
け
¨
一
［
囀

位
「

者
‐こ 党 の

一
“
「
一
卿
壽
】
¨
善
一
「
¨
一
」
¨
］
』
一
¨
一
一
一
中
¨
一
壽
一
罐

‐こ ‐こ 行
一
一
一
一
¨
一
¨
¨
¨
¨
¨
『
¨

に
強
調
し
て
い
た
。
「世
界
観
を
体
現
し
、
指
導
者
に
対
す
る
無
条
件
の
忠
誠
を
結
踊
す
る
機
動
力
を
も
つ
一
つ
の
機
関
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

被
指
導
者
団
に
対
す
る
指
導
は
そ
の
効
果
を
完
全
に
発
揮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
」
と
。

に繹剌̈
勁一否「ぼ
「民雌脚いけれい
（ヵゝ誡一瀬珊「をっ庸”時̈
″力ゝなげ力ヽそ力ゝしつて“け一歩】̈
”過ュ講倒硼嘲̈
りけ一樹導喘脚嗽一『

て
の
成
員
が
そ
う
し
た
資
質
や
能
力
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
民
族
の
世
界
観
を
支
持
し
、
承
認
す
る
、
単
に

「信
奉



ギ
‐まをヵ、〕蛾範
層
駐
塀
轟
鐸
凛
義
刷』

〔町
士
」
で
も
あ
る
彼
ら
に
求
め
ら
れ
た
掟
は
、
単
に

「私
は
信
じ
る
」
と
い
う
信
仰
告
自
で
は
な
く
、
「私
は
戦
う
１
」
と
い
う
誓
約
で
あ
っ

た
。こ

う
し
た
指
導
者
団
の
選
抜
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
の
か
。　
一
九
二
三
年
の
党
大
会
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
闘
争
時
代
を
回
顧
し
な
が
ら
、

次
の
よ
う
な
基
本
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
コ

九

一
八
年
の
崩
壊
後
に
生
じ
た
問
題
は
、
先
ず
第

一
に
、
か
つ
て
民
族
の
形
成
に
着
手

し
、
こ
れ
を
成
就
し
た
と
こ
ろ
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
今
後
さ
ら
に
こ
の
共
同
体
を
唯

一
指
導
し
、
維
持
す
る
能
力
を
有
す
る
、
あ
の
偉
大

な
人
種
核
が
今
な
お
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
中
に
十
分
に
残
存
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
人
種
核
を
発
見
し
、
こ
れ
に
指
導
を

委
ね
る
こ
と
に
成
功
す
る
か
否
か
で
あ

っ
た
。
…
…

か
く
て
、
私
は

一
九

一
九
年
に

一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
表
し
、
平
和
的
民
主
主
義
世

界
に
対
し
こ
と
さ
ら
に
痛
撃
を
加
え
る
意
図
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
中
に

〔わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
す
る
〕
種
類
の
人
間

が
な
お
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
勝
利
は
確
実
で
あ

っ
た
。
何
故
な
ら
、
〔運
動
の
も

つ
〕
決
断
と
行
動
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
は
類
縁
の
人
間

を
必
ず
や
引
き
寄
せ
る
に
ち
が
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
資
質
を
有
す
る
人
々
は
、
彼
ら
が
ど
こ
に
い
よ
う
と
、
い
つ
の
日
か
必

ず
自
己
の
血
に
照
応
す
る

〔わ
れ
わ
れ
の
〕
声
を
耳
に
し
、
欲
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
も
っ
と
も
内
奥
の
本
質
の
表
現
で
あ
る

Ｌ

噸
倒
な
聯
姉
嘲
〕
第

っ
紳

猾

趾
ざ

郷

毎

聾

聟

蜃

叫

仁

馨

純

輩

鱈

珊

運
動

党
は
、
指
導
者
の
騎
士
団
と
し
て
、
国
民
国
家
に
お
け
る
政
党
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
性
格
を
も

つ
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
ゲ
ー

リ
ン
グ
は
、
「党
は

〔国
民
国
家
に
お
け
る
〕
政
党
と
比
較
可
能
な
も
の
袢
靱
な
い
」
と
い
う
。
「何
故
な
ら
、
党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

一
つ
の
世

界
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。
Ｓ
Ｓ
の
機
関
紙
も
、
よ
り
端
的
に
、
「
ナ
チ
ズ
ム
は
単
な

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
五
一
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五
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る

一
つ
の
政
党
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は

一
つ
の
世
界
観
で
あ
（測

」
と
し
て
い
た
が
、
元
来
、
全
体
性
を
標
榜
す
る
世
界
観
に
と

っ

て
、
旧
来
の
意
味
で
の
政
党
が
無
縁
な
組
織
で
あ

っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
ネ
ー
セ
は
、
政
党
と
い
う
名
称
の
起
源
を
ラ
テ

ン
語
の

ｏ
ミ
∽
（＝
Ｏ
Ｒ

弓
Φいこ

に
遡
り

鯖
も
と
し
、
そ
れ
故
、
政
党
は
元
々
決
し
て
全
体
を
包
括
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
の

一
部
を
代
表

し
う
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
た
し
か
に
、
政
党
と
い
う
も
の
が
、
或
る
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ
、
国
民
の
中
の

一
部
の

階
級
、
階
層
等
の
利
害
を
代
表
し
、
部
分
的
な
問
題
の
解
決
を
目
標
と
す
る
政
治
団
体
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
民
族
の
世
界
観
を

代
表
し
、
ド
イ
ツ
民
族
の
最
終
日
標
の
実
現
を
標
榜
し
、
ド
イ
ツ
民
族
を
指
導
せ
ん
と
す
る
騎
士
団
と
し
て
の
党
が
、
従

（
来
り
政
党
か
ら
は
根

本
的
に
区
別
さ
れ
る
、
固
有
の
性
質
、
任
務
を
も

っ
た
組
織
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ガ
ウ
ヴ

ァ
イ

ラ
ー
は
、
「
党
は
、
民
族
の
創
造
的
な
生
存
意
思
の
表
現
で
あ
り
、
機
関
で
あ
る
。
党
は
ド
イ
ツ
民
族
の
選
良
を
表
現
す
る
」
と
い
う
。
「党
は
、

決
し
て
旧
来
の
意
味
の
政
党
で
は
な
く
、
世
界
観
の
闘
争
部
隊
で
あ
る
。
党
は
、　
一
つ
の
階
層
、
階
級
、
宗
派
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
利
益
団

（四
）

体
で
は
な
く
、
民
族
全
体
に
対
す
る
奉
仕
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。　

　
　
　
　
　
　
翁
）

そ
れ
で
は
、
運
動
に
お
け
る
党
の
具
体
的
課
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
民
族
の
世
界
観
の

「守
護
者
」
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
世
界
観
は
、
そ
の
組
織
化
さ
れ
た
中
心
を
党
の
中
に
持
ち
、
そ
れ
故
、
党
は
民
族
の
政
治
的
見
解
、
政
治
的
良
心
、
政
治
的
意
思

を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
（型

。
か
か
る
民
族
の
世
界
観
の
守
護
者
と
し

計
ｒ
嘱
議
脚
型
碍

つ（
観

硼
鶴

ヒ 一
】
耀
酬
に
ぎ
な
磁
掛
罐

紹 ‐こ
構
鰤
“

一 共
卸
郵

を
指
導
者
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
、
世
界
観
の
闘
争
部
隊
で
あ
る
党
の

五
年
の
党
大
会
の
閉
会
演
説
の
中
で
、
党
の
使
命
を

「民
族
指
導
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
を
創
造
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
し
、
そ
の

た
め
に
求
め
ら
れ
る
個
別
的
任
務
と
し
て
、
指
導
者
を
民
族
に
供
給
す
る
こ
と
の
他
に
、
次
の
二
つ
の
任
務
を
挙
げ
て
い
た
。
即
ち
、
民
族
の

世
界
観
を
確
固
と
し
て
永
遠
に
堅
持
し
続
け
る
細
胞
を
生
産
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
党
の
内
部
組
織
を
構
築
す
る
こ
と
、
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
に

対
す
る
世
界
観
教
育
を
通
し
て
被
指
導
者
団
を
構
成
す
る
こ
と
、
民
族
指
導
を
担
当
す
る
最
高
か

つ
普
遍
的
な
指
導
部
を
編
成
す
る
こ
と
、
が

（郷
）

そ
う

で
あ

っ
た
。



九
　
政
治
指
導
部

民
族
の
最
良
部
分
か
ら
政
治
的
騎
士
団
が
、
さ
ら
に
そ
の
最
良
部
分
か
ら
民
族
指
導
の
中
枢
を
成
す
政
治
指
導
部
が
編
成
さ
れ
（ど

。
指
導
部

は
、
民
族
の
指
鱒
幣
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
指
導
者
に
直
接
服
属
す
る
最
高
政
治
指
導
者
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
党
の
下
部
組
織
の
指
導
者
に
至

る
ま
で
、
「位
階
制
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
政
治
組
織
で
あ

っ
た
。
そ
の
際
、
党
は
常
に
そ
こ
か
ら
指
導
部
が
生
み
出
さ
れ
る
た
め
の
人
的
資

源
の
巨
大
な
プ
ー
ル
で
あ
り
、
水
源
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
指
導
部
の
編
成
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
た
だ

「自

然
的
か

つ
合
理
的
な
選
抜
淘
汰
の
過
程
」
に
よ

っ
て
の
み
行
わ
れ
う
る
も
の
で
あ

っ
た
。
「
民
族
の
中
で
真
に
も

っ
と
も
優
れ
た
頭
脳
を
持

つ

Ｍ
障
幹
［
ｒ
劉
に
ｒ
導
硼
″
崚
咤

あ
（

、
硼
「
一
躙
係
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
よ
り
高
次
の
高
み
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
に
即
し
て
、
民
族
に
対
す
る
政

最
終
日
標
に
定
位
し
た
無
限
の
運
動
自
体
が
選
抜
淘
汰
の
舞
台
を
形
成
す
る
。
「
新
た
な

『
上
層
階
級
』
は
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
る
も
の

で
は
な
い
」
と
ヒ
ト
ラ
ー
は
い
う
。
フ
し
れ
は
人
為
的
に
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
手
段
は
た
だ

一
つ
し
か
存
在
し

な
い
。
即
ち
、
闘
争
が
そ
れ
で
あ
る
。
権
力
を
め
ぐ
る
闘
争
の
中
か
ら
新
た
な
指
導
部
が
選
抜
さ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
権
力
の
た
め
の
長
期
に

わ
た
る
不
屈
の
闘
争

（
の
明
大
な
革
命
的
意
義
な
の
だ
。
こ
の
戦
い
の
中
で
、
単
に
ド
イ
ツ
民
族
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
運
命
を
指
導
す
る
新
た

な
貴
族
階
級
が
誕
生
す
る
。
」
そ
の
際
、
選
抜
淘
汰
の
基
準
と
し
て
、
身
長
等
の
肉
体
の
持

つ
人
種
的
特
徴
を
重
視
す
る
ヒ
ム
ラ
ー
に
対
（岬

、

ヒ
ト
ラ
ー
は
精
神
的

・
性
格
的
特
徴
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
す
（ぅ

。
こ
う
鮮
）
主
張
の
背
景
に
は
、
「人
間
の
能
力
は
人
種
の
み
か
ら
帰
結
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
能
力
か
ら
出
発
し
て
人
種
も
ま
た
帰
結
さ
れ
る
」
と
の
持
論
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
が
、

一
九
二
九
年
二
月
に
行
わ
れ
た
軍
事
大
学
校
に
お
け
る
演
説
の
中
で
も
同
様
の
見
解
が
披
露
さ
れ
て
い
た
。
「新
た
な
歴
史
を
創
造
す
べ
く
私

が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
課
題
は
、　
一
つ
の
新
た
な
選
抜
淘
汰
に
よ
り
政
治
指
導
に
と

っ
て
有
用
と
な
る
道
具
を
構
築
す
る
こ
と
で

あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
新
た
な
組
織
の
構
築
に
と

っ
て
必
要
と
な
る
有
用
な
分
肢
を
民
族
の
中
か
ら
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

北
方
人
種
の
み
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
が
警
戒
す
べ
き
は
、
北
方
人
種
を
も

っ
ぱ
ら
外
見

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
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五
四

的
特
徴
か
ら
判
断
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
性
格
的
特
徴
、

つ
ま
り
は
真

に
内
的
な
精
神
的
素
因

こ
そ
が
決
定
的
な
要
素

に
他
な
ら
な
か

っ
た
の

（四
）

で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
生
存
闘
争
の
中
か
ら
選
び
抜
か
れ
た
政
治
指
導
部
が
、
指
導
者
と
被
指
導
者
団
の
間
に
あ

っ
て
、
民
族
指
導
の
中
枢
機
関
を
構

成
す
る
。
彼
ら
が
民
族
指
導
に
与
る
権
威
は
、
指
導
者
か
ら
の
政
治
的
授
任
が
選
抜
淘
汰
の
法
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て

「道
徳
的
に
正
当
化
」
さ
れ
、
「誇
り
高
い
民
族
の
同
意
を
獲

（
得
」
得
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
時
、
「指
導
部
と
民
族
の
間
に
は
い
か
な
る

↓

対
立
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
」、
そ
の
よ
う
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
結
論
す
る
。

第
三
章
　
指
導
者
―
憲
法
体
制
の
特
質

一　
指
導
者
権
力
の
非
国
家
的
性
格

（邪
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
）

ゲ
ー
リ
ン
グ
や
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
カ
ル
ト
等
に
よ
リ
ド
イ
ツ
民
族
の

「種
に
即
し
た
生
存
形
式
」
と
み
な
さ
れ
た
指
導
者
―
憲
法
体
制
の
最
大

（躙
）

の
特
質
は
、　
一
部
に
強
い
異
論
が
あ
っ
た
も
の
の
、
既
に
紹
介
し
た
ブ
ラ
ウ
セ
の
発
言
―
―

璽
思
法
の
統

一
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
、
伝
統
的

意
味
に
お
け
る
国
家
で
は
な
く
、
指
導
者
と
被
指
導
者
団
か
ら
成
る
民
族
共
同
体
で
あ
る
」
―
―
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
と
お
り
、
他
の
諸
民
族

の
憲
法
に
は
見
ら
れ
な
い
、
そ
れ
が
有
す
る

「非
国
家
的
性
格
」
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
ヘ
ッ
ケ
ル
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
イ
タ
リ
ア
革
命
は
国
家
の
革
命
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ド
イ
ツ
革
命
は
世
界
観
の
革
命
で
あ
る
。
こ
の
点
に
ド
イ
ツ
革
命
の
本
源
的
意
義
が
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
は
そ
の
生
命
を

『国
家
』
か

ら
受
け
取
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
ら

『国
家
』
の
理
念
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や

『国
家
』
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
現
存
在

の
中
心
と
な
る
べ
き
太
陽
を
見
な
い
。

ロ
マ
ン
的
な
政
治
思
想
は

『国
家
』
を
中
心
に
回
転
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は

『国
家
』
権
力
が
政
治

的
統

一
を
構
成
す
る
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
統

一
を
担
う
べ
き
も
の



は
、
唯

一
種
を
同
じ
く
す
る
ド
イ
ツ
民
族
の
共
同
体
思
想
と
名
誉
意
識
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

『
国
家
』
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い
。
『
国

家
』
と
い
う
言
葉
は
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
問
題
の
外
に
あ
（綱

ピ

あ
る
い
は
、
『
我
が
闘
争
』
の
中
で
、
国
家
を

「人
間
の
錯
乱
し
た
頭
脳
か
ら

に“Ⅶ際［ほ』力ゝ想つ」程］い̈
御″凛呻つ家̈
囃徴「腋膨徽脚い日か」」裁‐っけま「制稼「ｒ棄″崚̈
い場詢」敵いに裁い“マ

「
ナ
チ
ズ
ム
の
教
義
の
出
発
点
は
国
家
に
で
は
な
く
民
族
に
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
考
察
の
焦
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
歴
史
的
生
成

に
し
た
が
っ
て

『
ド
イ
ツ
民
族
』
と
呼
ぶ
生
け
る
実
体
に
あ
（ど

」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
主
張
か
ら
既
に
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
指
導
者
―
憲
法
体
制
は
、
「全
体
国
家
」
、
「独
裁
国
家
」、
あ
る
い
は

「権
威
国
家
」
等

政
ぃ

表 っ
け
硝
制

書 ヵ、
「
経
却

等 ‐こ
嘲
罐
」
章
Ⅶ
出
申
綱

権 ‐こ
凛

の っ
は
「
卿
囃
祢
回
嘲
榊
椰
脚
敵
囃
Ч

強 力ゝ
調 っ
け
ぃ
た
ぃ
わ
一

イ
（
と

蠍
』
％
デ
一
れ
【
¨
猜
は

主
義
運
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
憲
法
体
制
を
、
「国
家
に
対
す
る
明
白
か
つ
公
然
た
る

（
対
数
の
中
で
発
展
、
実
現
さ
れ
」
た
も
の
と
し
て
、
「国

家
に
敵
対
的
」
で
あ
り
、
「国
家
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
っ
と
も
少
な
い
」
体
制
で
あ
っ
た
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
指
導
者
―
憲
法
体
制
の
国
家
的
性
格
が
否
定
さ
れ
る
と
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
等
が
い
う
と
こ
ろ
の

「国
家
」
と
は
そ
も
そ
も
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
差
し
当
た
り
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
で
あ
る
ラ
ス
キ
の
見
解
を
挙
げ
て
お

こ
う
。　
一
九
二
五
年
に
出
版
し
た

『
国
家
―
―
理
論
と
現
実
』
の
中
で
、
彼
は
国
家
に
次
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
て
い
た
。
「私
が
国
家
と
い

う
言
葉
で
意
味
す
る
も
の
は
…
…
、
社
会
の
構
成
分
子
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
又
は
集
団
に
対
し
て
、
法
的
に
最
高
の
一
つ
の
強
制
的
権
威
を

（激
）

も

つ
こ
と
に
よ

っ
て
統
合
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
」
と
。
「法
的
に
最
高
の

一
つ
の
強
制
的
権
威
」
等
の
文
言
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
と

も
か
く
、
指
導
者

―
憲
法
体
制
が
、
先
の
ヒ
ト
ラ
ー
や
ヘ
ッ
ケ
ル
の
発
言
と
は
異
な

っ
て
、

ラ
ス
キ
が
い
う
と
こ
ろ
の

「
国
家
」
に
含
ま
れ

る
と
判
断
し
て
さ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
憲
法
体
制
も
ま
た
、
「法
的
に
最
高
の
権
威
」
を
も

つ
民
族
の
指
導
者
が
種
と
運
命
の
共
有
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た

一
定
の
人
間
集
団
を
統
合
す
る
社
会
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か

っ
た
の
だ

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
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か
ら
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヒ
ト
ラ
ー
等
が
あ
え
て
指
導
者

―
憲
法
体
制
の
非
国
家
的
性
格
を
強
調
す
る
場
合
、
彼
ら
は
国
家
の
中
に

何
を
見
、
国
家
の
何
を
異
質
な
も
の
と
し
て
退
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
間
を
解
き
明
か
す

一
つ
の
手
掛
か
り
が
先
に
引
用
し
た
党
大
会
で
の
演
説
に
続
く
発
言
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
で
、

民
族
共
同
体
の
形
成
途
上
に
お
け
る
党
と
国
家
の
課
題
領
域
の
画
定
を
試
み
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
世
界
観
の
守
護
者
で
あ
る
党
に
対
し
て
、
国
家

の
課
題
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
即
ち
、
「国
家
は
、
歴
史
的
に
生
成
し
発
展
し
た
国
家
的
組
織
の
行
政
を
、
法
律
の
枠
内
に
お
い
て
、
か

（四
）

つ
法
律
に
よ

っ
て
継
続
し
て
行
う
こ
と
を
課
題
と
す
る
」
と
。
こ
の
発
言
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
念
頭
に
あ
っ
た
国
家
と
は
、

大
統
領
や
首
相
、
議
会
、
裁
判
所
、
警
察
等
の
国
家
を
構
成
す
る
機
関
の

一
切
の
権
力
活
動
を
憲
法
や
法
律
等
に
依
拠
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
近

代
の
主
権
国
家
に
典
型
的
に
見
い
出
さ
れ
る

「規
範
国
家
」
に
他
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
憲
法
を
頂
点
と
し
て
法
律

・

命
令

・
規
則

・
処
分
等
か
ら
成
る
位
階
的
に
構
造
化
さ
れ
た
実
定
的
規
範
体
系
、
か
か
る
規
範
体
系
に
よ

っ
て
授
権
さ
れ
、
そ
の
権
威
を
根
拠

づ
け
ら
れ
た
立
法

・
司
法

・
行
政
か
ら
成
る
統
治
機
構
、
そ
し
て
、
そ
の
実
働
部

（
隊
畦
あ
る
合
法
律
性
の
エ
ー
ト
ス
に
支
配
さ
れ
た
専
門
的
職

業
的
官
僚

・
官
吏
団
、
以
上
の
二

つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
家
が
そ
う
で
あ

っ
た
。

（四
）

ウ

ェ
ー
バ
ー
は
国
家
の
も

っ
と
も
本
質
的
な
特
徴
と
し
て

「正
当
な
物
理
的
強
制
力
の
独
占
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
統
治
機
構
が
独
占
す
る

こ
う
し
た
力
は
、
大
統
領
や
首
相
の
そ
れ
を
含
め
、
規
範
国
家
に
お
い
て
は
、
常
に
憲
法
を
頂
点
と
す
る
規
範
体
系
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、

整
序
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
暴
力
と
し
て
の
力
６
ｏ■

，
こ
が
正
当
な
権
力

（〓
Ｒ
Ｆ
Ｘ

と
転
換
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
市
民
国
家
に
限
ら
ず
、
君
主
国
家
で
あ
れ
、
独
裁
国
家
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
単
な
る
裸
の
暴
力
支
配
で

は
な
く
、
国
家
に
よ
る
統
治
を
標
榜
す
る
限
り
、
大
き
な
違
い
は
な
か

っ
た
。
前
述
の
通
り
、
共
同
体
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
こ
れ
ら
の
国

家
に
あ

っ
て
は
、
統
治
者
の
意
思
は
常
に
実
力
の
存
在
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
が
、
か
か
る
力
が
権
力
と
し
て
被
治
者
に
対
し
正

当
性
を
主
張
し
う
る
た
め
に
は
、
憲
法
等
の
実
定
法
規
範
に
よ
る
合
法
化
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、

政
権
掌
握
直
後
の
ド
イ
ツ
に
あ

っ
て
も
変
わ
り
は
な
か

っ
た
。
た
と
え
ば
、
合
法
革
命
の
途
上
で
共
産
主
義
者
等
の
敵
対
者
と
の
戦
い
に
お
い
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岬
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へ 統

の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
コ

九
二

一
年
六
月

一
日
の
警
察
行
政
法
第
二
条
第
五
項
に
基
づ
き
以
下
の
ご
と
く
命
令
す
る
。　
一
九
二
三
年
二
月
二

八
日
の
民
族
及
び
国
家
の
保
護
の
た
め
の
大
統
領
令
第

一
条
に
基
づ
き
、
ラ
ン
ド
警
察
官
署
は
、
定
期
刊
行
物
の
禁
止
、
財
産
権
の
制
限
を
命

令
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
郡
警
察
官
署
は
、
人
身
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
集
会
の
自
由
の
制
限
、
及
び
通
信
の
秘
密
に
対
す
る

干
渉
を
命
令
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。」
こ
の
後
、
各
警
察
官
署
が
、
こ
の
命
令
に
基
づ
い
て
共
産
主
義
者
に
対
し
保
安
拘
禁
等
の

措
置
を
講
じ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
を
頂
点
と
す
る
法
規
範
に
よ
る
授
権
の
連
鎖
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
、
統

¨
嗜
¨
一
［

つ 被 ‐ま
一

の 者 の
中
¨
¨
一

よ
（
要 末
「
「
理
機
嗅
一
螂
悧
（
「
（
¨
計
』
観
Ч
騰
い

体 一
制
¨

「
権

励
猜
痢
は
雌
鰐

す
（
な

ど
「
凛
¨
嘲
刹

つ と
は
は
に
向
に

し
か
し
な
が
ら
、
法
規
範
に
よ
る
授
権
の
正
当
化
は
、
統
治
者
に
と

っ
て
、
同
時
に
、
自
ら
の
権
力
及
び
権
力
活
動
に
対
す
る
制
限
、
抑
制

と
引
き
換
え
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
規
範
に
よ
る
授
権
が
常
に

「
一
定
の
」
事
柄
に
関
し
、
ヨ

定
の
」
権
限
を
付
与
す
る
こ
と

と
し
て
の
性
格
を
免
れ
え
な
い
限
り
、
そ
れ
は
常
に
二
重
の
意
味
に
お
い
て
権
力
の
制
限
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
全
体
的
で
は
な
く
部
分
的
で
あ
り
、
無
制
約
的
で
は
な
く
制
約
的
な
権
力
で
あ

っ
た
。
「管
轄
権
」
、
「権
限
」
と
い
っ

た
表
現
は
、
そ
う
し
た
事
態
に
見
合

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
先
の

『
大
統
領
令
』
で
い
え
ば
、
大
統
領
の
権
限
は
ラ
イ
ヒ
憲
法
第

四
八
条
第
二
項
が
定
め
る
範
囲
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
権
限
も
同
様
に

『
大
統
領
令
』
の
授
権
の
範
囲
を
超
え
う
る

も
の
で
は
な
か

っ
た
。
各
警
察
官
署
の
権
限
も
同
様
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
憲
法
等
の
法
規
範
は
、
大
統
領
や

首
相
を
含
め
統
治
機
構
を
構
成
す
る
各
機
関
の
権
限
を

一
定
の
枠
の
中
に
囲
い
込
む
、
そ
う
し
た
機
能
を
営
む
も
の
で
も
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
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む
ろ
ん
、
全
体
的
か

つ
無
制
約
的
な

「全
権
授
与
」
が
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
授
権
自
体
が

何
ら
か
の
法
令
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
限
り
、
統
治
者
の
権
力
は
常
に
当
該
の
法
令
に
よ

っ
て
担
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
担
保
を
失

え
ば
、
全
権
授
与
も
ま
た
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

市
民
的
法
治
国
家
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る

「法
の
支
配
」
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
法
規
範
の
も

つ
原
理
的
な
制
限

機
能
の
最
大
限
の
利
用
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
「安
寧
と
秩
序
」
の
実
現
、
具
体
的
に
は
、
国
家
の
権
力
活
動
の

「
予
測
可
能
性
」

の
確
保
、
及
び
国
民
の

「
国
家
か
ら
の
自
由
」
の
最
大
限
の
保
障
を
眼
目
と
す
る
市
民
国
家
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
、　
一
部
は
国
民
の

一
般
意

思
の
表
現
と
し
て
の
憲
法
に
よ
る
基
本
的
人
権
の
宣
言
に
よ
り
、
ま
た

一
部
は
個
人
の
生
活

へ
の
干
渉
を
国
民
代
表
機
関
が
制
定
す
る
法
令
に

基
づ
い
て
の
み
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
「
立
憲
主
義
」
、
「法
律
に
よ
る
裁
判
」
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
立
法
を
含
む
国
家
の
権
力
活
動
の

一
切
は
、
憲
法
、
法
律
等
の
実
定
法
規
範
に
依
拠
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
結
果
、
予
測
可
能
性
及
び
基
本
的
人
権
の
保
障
に
と

っ
て
最
大
の
脅
威
と
な
る
国
家
の
全
体
的
か

つ
無
制
約
的
な
権
力
活
動
が
排
除

さ
れ
、
防
止
さ
れ
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
市
民
国
家
の
統
治
機
構
の
根
幹
を
形
成
す
る
憲
法
制
度
、
三
権
分
立
制
度
、
議

会
制
度
、
法
令
審
査
制
度
等
は
こ
ヶ
し
た
仕
掛
け
を
制
度
的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と

か
ら
、
何
故
政
権
掌
握
後
ナ
チ
ス
が
た
だ
ち
に
合
法
革
命
の
名
の
下
に
こ
れ
ら
の
制
度
の
解
体
を
目
指
し
た
の
か
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

的嚇躙．一ぉ暉」「国なわ脚範‐こ嘲同一出にｒ耀つ質〔型麻一陣蒙囃け」“衆ろ（し欺「̈
嘲に向獣詢」雌脚舷い製‐こ有け』畔̈
同『

見
い
出
さ
れ
る
以
下
の
原
理
、
即
ち
、
安
寧
と
秩
序
の
実
現
を
最
優
先
の
課
題
と
し
て
、
憲
法
等
の
実
定
的
法
規
範
に
、
国
家
の
権
威
の

一
切

躍
】聾
ｐ鍔
誘
翻向̈
の一同時題依製
計
‰
糠
鰺
こ力理岬灘日町［
莉
訓̈
要
幹
聟
″湘
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と
で
あ
ろ
う
。
ク
リ

ュ
ー
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
「法
律
は
運
動
そ
の
・

そ
れ
で
は
、
指
導
者

―
憲
法
体
制
は
、
国
家
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
法
治
の
原
理
に
拠
ら
ず
、
指
導
者
並
び
に
指
導
者
団
の
権
威
を

ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
、
民
族
指
導
の
権
能
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
し
、
ま
た
実
際
に
民
族
指
導
を
ど
の
よ
う
に
実
現
、
実
行
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
指
導
者
権
力
の
根
拠
と
し
て
の
種
の
同

一
性

「種
の
同

一
性
」
、
そ
れ
が
、
法
治
の
原
理
に
代
わ
る
、
指
導
者
―
憲
法
体
制
を
支
え
る
究
極
の
構
成
原
理
で
あ
り
、
存
在
根
拠
で
あ

っ（だ

。

那
誌商げお断
黎

亦

鮮

燿
謳

睡

死

霧

（
醒

趙

鱚

民族のもっとも優れた血から生まれた者として、民族の生存法則等の世界観をもっとも純粋に体現し、もっとも完全に表

卿
臨い珈吐一賭
‐こてよたり夭
鷺
五
誡
』
梅
携
岬
時
弄
鯨
暴
鮮
吋
障申一は福

国
家

（
と
糊
ま

っ
た
く
無
関
係
な
、
国
家
の
外
に
、
あ
る
い
は
国
家
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
、
民
族
に
根
拠
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
授
与
さ
れ
た
権
力

で
あ

っ
た
。
他
方
、
被
指
導
者
団
も
ま
た
、
憲
法
等
の
法
規
範
と
は
無
関
係
に
、
指
導
者
と
同
じ
種
に
属
す
る
こ
と
を
唯

一
の
根
拠
と
し
て
、

彼
に
対
す
る
忠
誠
義
務
を
負
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
法
規
範
に
よ
り
定
め
し
れ
、
力
に
よ
り
強
制
さ
れ
る
ま
で
も
な
い
、
国
家
以
前
の
、
国
家
を

超
え
た
、
民
族
に
根
拠
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ

っ（た
。
種
を
共
有
す
る
指
導
者
と
被
指
導
者
団
の
関
係
は
、
指
導
者
の
意

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
五
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思
が
実
力
の
存
在
に
よ
り
担
継
姿
れ
る
必
要
性
を
失
わ
せ
、
そ
の
結
果
、
「
力
を
法
に
転
換
す
る
」
仕
掛
け
を
不
要
と
し
、
国
家
が
介
在
す
る

余
地
を
あ
り
え
な
い
も
の
と
し
た
。

か
く
し
て
、
指
導
者
は
、
自
ら
の
権
力
の
根
拠
を
種
の
同

一
性
の
原
理
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
消
極
的
に
は
、
法
治
の
原
理
に
由
来
す
る

一

切
の
制
限
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
は
、
同
じ
種
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
共
同
体
の
生
全
体
、
及
び
個
々
の
民
族
同
胞
の

現
存
在
全
体
を
統
御
し
、
か

つ
、
不
断
の
運
動
に
即
応
す
る

一
切
の
民
族
指

（
導
物
行
う
権
力
を
獲
得
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
制

約
的
で
は
な
く
無
制
約
的
で
あ
り
、
部
分
的
で
は
な
く
全
体
的
な
権
力
で
あ

っ
た
。

指
導
者
権
力
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
民
族
の
最
終
日
標
や
生
存
法
則
等
の
世
界
観
以
外
の
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
制
約
さ
れ
な
い
権
力
で

あ

っ（理
。
こ
の
無
制
約
性
の
故
に
指
導
者
は
し
ば
し
ば
独
裁
者
と
同

一
視
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
の
、
ブ
ー
フ
ハ
イ
ム
が
正
し
く
指
摘
す

魏
ど

お
り
ヽ
か
か
る
理
解
に
よ

っ
て
は
こ
の
新
た
な
権
力
の
も

つ
本

罐
刹
鎌
哺
［
躙
饗
』
に

つ と
れ

力ヽ な
』
ｒ

あ
（
そ

獅
疑
い
い
¨
｛
ど
嘲
滅

一 的
癖
勤
「

無
制
約
性
は
、
所
詮
国
家
を
前
提
と
し
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
許
さ
れ

静
に
り
に
脚
『
ぎ
け
】
律
嘲
師

果 ‐こ

「
対

れ
イ 『

囃
』
は
¨

独
（
ラ

拙
「
¨
制
瑚
嘲
雄
］
は
い
¨
轟
碑
き
は
〔
¨
環
聾
け
』
躊
緩

的 ‐こ
ぃ
馴
帥
軽
】
〔
い

詮
「南

国
家
権
力
の

一
つ
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が

っ
て
、
国
家
の
統
治
手
段
に
伴
う
様
々
な
制
約
か
ら
の
解
放
が
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か

っ

た
。
な
る
ほ
ど
ラ
イ
ヒ
政
府
は
従
来
の
議
会
に
比
べ
は
る
か
に
巨
大
な
立
法
権
力
を
手
に
し
た
に
せ
よ
、
官
報
に
よ
る
法
律
公
布
の
必
要
等
、

憲
法
等
の
法
規
範
に
よ
る
授
権
に
必
然
的
に
付
随
す
る
制
約
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況
に
何
ら
変
わ
り
は
な
か

っ
た
か

（
ら
晩
あ
る
。

』
猛製
″瞼
哨嚇効牌
ｒ
「範
新
膨
舗
魏
延
鐵
統
舞
斜
メ
カ
欝
だ
っヽけ郁
ｒ％

司
法

・
行
政
と
い
っ
た
国
家
的
手
段
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
、
そ
の
折
々
の
民
族
指
導
に
最
適
な
何
ら
か
の
非
国
家
的
手
段
に

訴
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



無
制
約
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
指
導
者
権
力
は
全
体
的
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
共
同
体
の
生
全
体
を
統
御
す
る
権
力
と
し
て
、
フ
ー
バ
ー

が
指
摘
す
る
と
お
り
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
大
統
領
等
の
権
鞭
が
そ
う
で
ぁ
る
よ
う
な
、
「他
の
諸
権
限
に
対
し
限
定
可
能
な
制
限
さ

れ
た
管
轄
権
と
い
う
意
味
で
の
権
限
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ（遡
。
ち
な
み
に
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
は
大
統
領
の
権
限
と
し
て
九

つ
の
権
限
を

挙
げ
て
い
る
。
即
ち
、
ラ
イ
ヒ
議
会
解
散
権
、
外
交
権
、
ラ
イ
ヒ
官
吏

・
将
校
の
任
免
権
、
軍
最
高
指
揮
権
、
対
ラ
ン
ト
強
制
権
、
緊
急
命
令

権
、
恩
赦
権
、
ラ
イ
ヒ
首
相

・
大
臣
の
任
免
権
、
法
律
公
布
権
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
大
統
領
の
権
限
は
こ
れ
以
上
で
も
、
こ
れ
以
下
で
も
な
く
、

そ
れ
故
、
彼
の
権
力
は
部
分
的
で
し
か
な
く
、
全
体
的
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
指
導
者
の
権
力
は
、
個
々
に
数
え
上
げ
る
こ

絲

刹
嘲
燎

（
意 権
呻
¨
時
崚
い

ヽ っ
金
』
』
彎
れ
試

駕
繊

祠

羊

は

っ
勝

鰐

理 な
肝

物

時

獅
計

に
［
鰈

躊
勁
】
瑚

は

「憲
法
の
欠
快
」
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
先
の
無
制
約
性
と
あ
わ
せ
て
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け
た
運
動
の
中
で
、
そ
の
折
々
に
不
断
に
転

変
す
る
民
族
指
導
の
必
要
性
に
応
じ
、
民
族
の
生
、
及
び
個
々
の
民
族
同
胞
の
現
存
在
全
体
に
対
す
る
統
御
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〓
一　
指
導
者
の
地
位
の
特
性

権
力
の

（
根
物
の
変
化
は
、
当
然
に
、
指
導
者
の
地
位
に
従
来
の
大
統
領
等
の
国
家
の
統
治
者
の
そ
れ
と
は
異
な
る
性
格
と
内
容
を
も
た
ら
す

こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
シ
ュ
ト
ウ
ッ
カ
ル
ト
等
は
、
「指
導
者
の
官
職
Ｆ
日
こ

は
国
家
法
的
に
何
か
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
過
去
あ
る
い
は
現
在
の
他
の
い
か
な
る
制
度
と
も
識
物
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
指
導
者
は
独
裁
者
で
も
、
絶

対
君
主
で
も
な
い
。
彼
は
ま
た
立
憲
君
主
や
大
統
領
と
も
比
較
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。」
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
カ
ル
ト
等
が
、
「何
か
ま
っ

た
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
な
お

「指
導
者
の
官
職
」
に
つ
い
て
語
る
の
に
対
し
、
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
よ
り
端
的
に
、
「指

兆

岬
¨
町
呻
鐸

嘩
¨
又

雉

鳩
¨

野

欅

輝

』
魏

粋

彎

向

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
単

に
ト
リ
ー
ペ
ル
が
い
う
よ
う
に
、
「
官
岨

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
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一
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で
は
な
か

っ
た
。

官
職
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
も

つ

「非
人
格
性
」
に
求
め
ら
れ
る
。
或
る

一
人
の
人
物
が
憲
法
に
よ
る
授
権
に
基
づ
き
国
家
の
統
治
者

と
し
て
の
地
位
と
権
限
、
即
ち
、
官
職
を
付
与
さ
れ
た
瞬
間
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
彼
個
人
の
人
格
は
背
後
に
退
き
、
国
家
の

一
つ
の
機
関

と
し
て
、
法
の
非
人
格
的
な
執
行
者

へ
と
変
貌
す
る
。
彼
の
権
限
が
常
に
法
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
こ
う
し
た

理
由
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、

縦
鵠
者
の
非
人
格
化
が
法
治
の
原
理
に
由
来
す
る

一
つ
の
結
果
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
「裁
判
官
は
法
の
言
葉
を
述
べ
る
口
で
あ
る
」
と
の
モ
ン
テ
ス
キ

ュ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
大
統
領
等
の
国
家
の

統
治
者
に
も
妥
当
す
る
原
則
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
で
あ
れ
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
で
あ
れ
、
彼
ら
の
人
格
が
政
治
的
に
そ

れ
ぞ
れ
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
大
統
領
や
首
相
と
し
て
の
職
務

，
日
こ

を
執
行
す

る
上
で
は
、
個
性
の
発
現
は
あ
れ
、
人
格
そ
れ
自
体
は
抑
圧
さ
れ
、
捨
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
暴
力
と
し
て
の
力

を
正
当
な
権
力

へ
と
転
換
す
る
よ
う
に
、
憲
法
を
頂
点
と
す
る
規
範
体
系
は
、
生
身
の

一
人
の
人
物
を
非
人
格
的
な
権
威
あ
る
正
当
な
法
の
執

行
者

へ
と
作
り
替
え
る
装
置
と
し
て
機
能
す
る
。
統
治
者
が
常
に
代
替
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
ら
の
交
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
及
釉
玲

治
の
継
続
性
が
確
保
さ
れ
う
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　

こ
れ
に
対
し
、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
は

「指
導
者
は
人
格
で
あ
る
」

と
い
う
。
指
導
者
は
、
既
に
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
、
も
っ
と
も
優
れ
た
血
か
ら
生
ま
れ
た
民
族
の
最
良
の
子
供
と
し
て
、
自
ら
の
人
格
の

中
に
共
同
体
そ
の
も
の
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
を
唯

一
の
根
拠
に
、
指
導
者
た
る
地
位
と
権
能
を
獲
得
す
る
。
そ
の
際
、
自
ら
の
権
力
が
種
の

同

一
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
憲
法
に
よ
る
力
の
法

へ
の
転
換
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
指
導
者
は
、
大
統
領
等
の
統

需
襲
韓
勧
こを澤障が蒙諄ベクヽ嶼一髯
挿
轟
ナ
轟
棄

噸
羹
議麟
鰭
［

体
制
の
端
緒
で
も
あ
り
、
ま
た
中
心
で
も
あ
る
」
と
。
さ
ら
に
彼
は
い
う
。
「
非
人
格
的
な
憲
法
が
ま
ず
そ
こ
に
存
在
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

或
る
人
物
が
そ
の
執
行
者

へ
と
任
命
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
指
導
者
は
既
に
憲
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
憲
法
が
或
る
人
物
を

〔統
治



者
の
地
位
に
〕
就
け
る
の
で
は
な
く
、
〔民
族
の
指
導
者
で
あ
る
〕
人
格
が
憲
法
を
決
定
す
（綱

」
と
。

（鶴
導
者

―
憲
法
体
制
の
新
し
さ
は
、
こ
の
よ
う
に
官
職
に
代
わ

っ
て
人
格
が
決
定
的
な
意
味
を
も

つ
こ
と
に
あ

っ
た
の
だ
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
指
導
者
の
地
位
は
、
大
統
領
等
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

縦
傷
権
利
及
び
義
務
を
個
々
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
法
的

に
創
設
し
た
り
、
あ
る
い
は
と
ら
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
そ
う
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。　
一
般
に
、
権
力
を
志
向
す
る
者
は
、
独
裁
者
を
含
め
、

そ
の
地
位
が
単
に
物
理
的
な
力
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
法
的
に
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が

いに４牌嗜特岬権っはぃ一っなれ蹴ギにわれは峙裁囃“一簾麟］̈
嘲嘲軸″つ不れの（要数「素震コ臓颯呻【一』」もな嘲「譴卸［

て
い
た

『
（
全
鶴
授
与
法
』
を
め
ぐ
っ
て
、
当
初
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
る
全
面
的
改
正
に
同
意
を
与
え
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
最
終
的
に
法
律
の
単
純
な
延

長
に
同
意
し
た
背
景
に
は
、
恒
久
的
な
立
法
化
が
指
導
者
の
権
力
に
も
た
ら
す
こ
う
し
た
危
険
を
懸
念
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
指
導
者
は
、
立
法
化
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
彼
が
有
す
る
人
格
の
故
に
常
に
既
に
指
導
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

村̈̈
〔▼は『れ「̈
曜鋤「『̈
黎』神̈
陽隔い囃“餞はいは詢舞は』卸́
″̈
嘲つ間れに端罐晴な（‐ま昨蹴猜̈
嘲岬［曝計崚

は颯酬碑‐こ者難鋤帥鳩̈
蜘Ⅶ爛Ⅶ熱離椰剛』』̈
】』にけ車〔一は一』おけに嘲咤な（、蠍路に根拠を置く指導者権力と非人格

四
　
人
格
の
指
導
と
し
て
の
民
族
指
導

に
端

つ 導
端
琳
［
］
』
“
榊
『
「
融
靭
“
』
赫
剣
数
一
端
嘩
賭
け
に
罐
酬
帥
嘲
肺
』

力ヽ と
」
は
ほ
廊
】
枢
Ｃ

力ゝ 一
剛
¨
組
議
は
れ
な

つ 憲
凛
螂
Ⅷ
¨
坤
〔

の
こ
と
の
有
す
る
意
義
は
、
単
に
指
導
者
が
憲
法
等
の
法
規
範
に
よ
る
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
は
ず
で
あ
る
。
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
独
裁
者
も
大
き
な
違
い
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
り
積
極
的
に
、
民
族
指
導
の

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
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在り様そのものが、不断の運動の中で民族の生の全体的統御を可能にすべく、国民統治のそれと比べ、決定的な変容を蒙

ξ
肝
韓け】諄膵叫
耐れ“】「ど
聟
‐こ。賭
流
〔聾
％暦
心
そ‐ま軍
「け』」「』』̈
薫「ケっけ̈
〔だ‐よ

い
爆
録
≠
訃
涎
〆
耀
絲

馨
鰤
鞣
拠
蒔での醐力ゝ念つと制諏引け一雰
釧

ま
た
民
族
の
世
界
観
に
拘
束
さ
れ
、
民
族
意
思
の
単
な
る
執
行
者
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ
っ

た
。
市
民
的
法
治
国
家
が
そ
れ
以
前
の
専
制
君
主
に
よ
る
人
の
支
配
を
法
の
支
配
に
よ
っ
て
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら

にあっつのな酬】れよ（も徴。「ラ人佛［畔藤産】諄̈
時時嘲け」代国噸稀嚇新嗽▼わて嘲嚇嘲呻』曜嘲“鳥瞳喫い軸な檄時螺郡『「司刹

庫肩
馨
二
観
、御
制
難
権
譲
車
のた髪
昇
託
第
測雪
罐
しｌ
Ｊ

そ
れ
で
は
、
人
格
の
上
に
構
築
さ
れ
る
民
族
指
導
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
既
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
言
等
か
ら
も
明
ら
か
で
は
あ
る

が
、
改
め
て
、
法
規
範
は
、
そ
れ
が
も

つ
非
人
格
的
な
性
格
、
及
び

熊

こ
か
ら
由
来
す
る
原
理
的
な
制
限
的
機
能
の
故
に
、
民
族
指
導
の
手
段

た
り
う
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
曜
。
「
法
律
は
運
動
そ
の
も
の
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
」
と
の
ク
リ

ュ
ー

一っょ”ば
）ラれ鼈

工とれＦ噸嗣帥赫晦薩嘲賠苛喝中「―こノヾ「けら諄改」じる鑑師師師いもつこうした危険性を容易に見て取ることができるであろう。

断
種
の
必
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
管
区
医
に
よ
る
申
請
を
却
下
し
た
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
事
柄
を
挙
げ
て
い
た
。
「
ラ
ン



卜
治
療

・
看
護
施
設
長
に
よ
る
綿
密
か

つ
詳
細
な
医
学
的
鑑
定
の
結
果
は
、
Ｚ
の
精
神
分
裂
病

へ
の
罹
患
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

鑑
定
は
、
精
神
分
裂
病
の
徴
候
の
存
在
、
及
び
軽
微
な
精
神
分
裂
病
の
障
害
の
表
現
と
判
断
さ
れ
る
傾
向
も
否
定
し
た
。
Ｚ
は
情
緒
不
安
定
、

動
作
に
落
ち
着
き
の
な
い
衝
動
的
か

つ
意
思
薄
弱
な
精
神
病
質
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
…
…

い
ず
れ
に
せ
よ
、
精
神
分
裂
病
の
罹
患

は
明
ら
か
に
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
〔
『
断
種
法
』
の
条
項
に
拠
る
限
り
〕
Ｚ
に
対
す
る
断
種
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
た
め
の
他
の
法
律
上
の
根
拠
も
存
在
し
な
い
。
…
…
Ｚ
が
子
孫
を
も
う
け
る
こ
と
は
非
常
に
望
ま
し
く
は
な
い
に
せ
よ
、
法
律
は

残
念
な
が
ら
そ
の
こ
と
か
ら
民
族
共
同
体
を
保
護
す
る
可
能
性
を
保
障
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
の
是
正
は
、
緊
急
に
法
律
の
対
象
を
精

神
病
質
者
及
び
反
社
会
的
人
物

へ
と
拡
大
す
る
こ
と
よ

っ
て
は
じ
め
て
実
現
可
能
な
も
の
と
な
る
。
」

前
述
し
た
統
治
者
に
対
す
る
授
権
の
場
合
と
表
裏
の
関
係
と
し
て
、
法
律
に
は
、
元
来
、
民
族
指
導
の
手
段
と
し
て
も
重
大
な
限
界
が
あ

っ

た
。　
一
般
に
、
立
法
者
に
対
し
て
は
、
将
来
起
こ
り
う
る
無
数
の
社
会
的
行
為
、
事
象
の
中
か
ら
、
法
的
評
価
の
対
象
と
す
べ
き
行
為
、
事
象

を
抽
出
し
、
立
法
目
的
に
そ
っ
て
こ
れ
を
整
序
し
、
類
型
化
し
、
法
的
な
定
型
と
し
て
、
各
条
文
に
個
別
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

そ
れ
故
、
法
律
は
、
常
に

一
定
時
点
に
お
け
る
、
か

つ
特
定
の
、
そ
れ
故
、
全
体
的
で
は
な
く
、
部
分
的
な
禁
止
、
制
限
、
義
務
づ
け
と
し
て

鵜

孵

辞

髪

纂̈

輔

糞

評

魃

製
鐙

慶

咳

先の
『断種法』――ちなみに、この法律は
『全権授与法』により無制約的立法権を与えられたライヒ政府により制定公布

〔】漱』̈
】』種っけ川刹̈
Ⅷ敵〔は岬ビ巌動Ⅶ″こ一‐こ九一に呻砒制九一つ四嘲］制‐こ点瞳詢颯螂制猜わ興力ゝ展嘲制れ莉れ（じ数電機酬暉

中
で
生
起
す
る
行
為
、
事
象
は
、
法
律
が
定
め
る
構
成
要
件
に
該
当
す
る
限
り
に
お
い
て
、
法
的
評
価
の
対
象
と
さ
れ
、
逆
に
、
構
成
要
件
に

該
当
し
な
い
以
上
、
以
後
の
事
態
の
変
化
に
伴
い
、
た
と
え
そ
の
こ
と
が
当
初
の
立
法
目
的
に
そ

っ
て
要
請
さ
れ
た
に
せ
よ
、
法
的
評
価
の
対

象
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か

っ
た
し
、
あ

っ
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
イ
エ
ナ
上
級
遺
伝
裁
判
所
の
決
定
は
、
法
律
的
思
考
の

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
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観
点
か
ら
見
る
限
り
、
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は

許
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
原
則
で
あ

っ
た
。
な
る
ほ
ど
、　
一
般
条
項
や
列
挙
項
目
の
例
示
化
等
の
立
法
技
術
を
使

っ
て
、
こ
う
し
た
欠
快
を
或

る
程
度
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
運
動
と
全
体
性
を
原
理
と
す
る
民
族
指
導
が
法
律
の
助
け
を
借
り

て
自
ら
の
政
治
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｓ
Ｓ
の
機
関
紙
の
指
摘
を
ま

つ
ま
で
も
な
く
、
「
法
律
機
械
を
全
速
回
転
さ
せ
る
」
必

要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
た
と
え
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、
無
限
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
も

つ
現
存
在
の
全
体
を
指
導
す
べ
く

（躙
）

「す
べ
て
を
条
文
化
す
る
」
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
う
し
た
限
界
を
も

つ
法
規
範
に
代
わ
っ
て
、
人
格
の
指
導
に
ふ
さ
わ
し
い
手
段
と
し
て
、
フ
ー
バ
ー
は

「計
画

Ｑ
一”
目
‘
●
∞
と
、
「声
明

（バ
ロ
ロ
ヽ
∞
＆
“
●
”
）」、
「指
示

（＞
●
Ｒ
ヽ
●
“
い
∞
と

を
挙
げ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
ヨ

切
の
指
導
は
政
治
的
プ
ラ
ン
を
前
提
と
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
指
導
が
必
要
と
す
る
も
の
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
指
針
つ
い魯
諄
ｏ
こ
、
構
想

つ
詳
ヨ
長
い）で
ぁ
る
。
こ
う
し

た
計
画
の
立
案
が

一
切
の
政
治
的
行
動
の
前
段
謂
％
成
す
。
民
族
は
、
〔指
導
者
の
〕
政
治
的
声
明
を
通
じ
て
、
彼
ら
に
示
さ
れ
た
偉
大
な
目

標
の
実
現
に
向
か
っ
て
呼
び
掛
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。
そ
の
際
、
指
導
者
が
自
ら
の
意
思
を
ど
の
よ
う
な
形
式
で
も
っ
て
表
明
す
る
か
は

問
題
で
は
な
か
っ
た
。
指
導
者
の
人
格
全
体
に
対
し
忠
誠
を
誓
約
す
る
被
指
導
者
団
に
と
っ
て
は
、
党
大
会
や
国
会
で
の
演
説
で
あ
れ
、
重
大

な
政
治
的
出
来
事
の
折
々
に
発
せ
ら
れ
る
布
告
、
あ
る
い
は
そ
の
他
日
常
の
些
細
な
言
動
で
あ
れ
、
形
式
の
如
何
を
問
わ
ず
、
表
明
さ
れ
た
指

導
者
の
意
思
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
〓〓
中Ｓ
３
ｏいけ①■

と
し
て
の
義
務
を
履
行
す
る
上
で
十
分
で
あ
っ
た
に
ち

（翻
）

が
い
な
い
。

五
　
人
格
的
授
権
と
指
導

の
実
行

指
導
者
と
被
指
導
者
団

の
中
間
に
あ

っ
て
、
指
導
者

に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
、
手
段

で
も

っ
て
示
さ
れ
る
構
想
、
計
画
、
指
示
等
を
具
体

化
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
最
終
日
標

の
実
現
に
向
け
て
民
族
指
導
を
実
行
す
る
役
割
は
、
政
治
指
導
部
及
び
党

の
手

に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
が
、

従
来

の
国
家

に
お
け
る
政
府
、
官
僚

・
官
吏
団
に
代
わ
る
、
民
族
指
導

の
中
枢
機
関

で
あ
り
、
執
行
機
関

で
あ

っ
た
。
国
家
の
統
治
機
関
が
法



規
範
に
よ
る
授
権
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
と
権
限
を
獲
得
し
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
権
力
活
動
に
対
す
る
制
限
、
抑
制
を
蒙
る
も
の

で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
政
治
指
導
者
た
ち
は
、
指
導
者
と
の
人
格
的
合

ポ
暁
根
拠
に
、
指
導
者
か
ら
直
接
的
に
彼
の
人
格
に
帰
属
す
る
民

族
指
導
の
権
能
の
一
部
を
授
与
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
指
導
者
の

「政
治
的
受
任

（
者
彎
と
し
て
、
授
権
の
範
囲
内
で
、
指
導
者
に
代
わ
っ
て
、
指

導
者
の
意
を
体
し
て
、
民
族
に
対
す
る
全
体
的
か
つ
無
制
約
的
な
指
導
を
担
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
の
権
力
が
も
っ
ぱ
ら
指
導
者
と
の
人

蹄
¨
一
［

「
代 係

規 ゎ ‐こ
範 っ 依

』
中
』

力ゝ 導 結
枠
一
［
囀
』
［
¨
『
¨
一

現 放 っ
一
¨
一
仲
¨
嘲
４
爆

（
格 者
い
」
け
」
螂
慟
¨
蠅
降
れ
″
罐
嘲
醐
赫

つ（の
融
「
位
階
的
な
位

・う
し
た
変
化
は
、
政
治
指
導
者
が
行
う
宣
誓
の
文
言
か
ら
も
容
易
に
読

み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
来

（の
鞠
家
に
お
け
る
宣
誓
が
大
統
領
や
首
相
か
ら
末
端
の
官
吏
に
至
る
ま
で

「憲
法
に
対
す
る
忠
誠
」、
「法

律
に
対
す
る
服
従
」
を
内
容
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
彼
ら
の
宣
誓
は
文
字
通
り
指
導
者
の
人
格
に
対
す
る
誓
約
で
あ
っ
た
。
党
組
織
監
督
官

脚
赫
舞
肇
斃

鱒

卸
鰺

木

魏

蠍
わ
」
け

し な
能

諄

鑓

齢

稿

経

荼

‰

０

」
不

ダ

こ

り

‐
Ｌ

Ｕ

奮

え

こ
う
し
た
人
格
的
授
権
を
め
ぐ
る
実
際
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
以
下
の
報
告
が
参
考
と
な
ろ
う
。
「最
近
数
力
月
の
間
に
私

が
手
に
し
た
数
多
く
の
肩
書
や
名
誉
の
中
で
、
ド
イ
ツ
民
族
か
ら
与
え
ら
れ
た
以
下
の
称
号
以
上
に
私
に
と
っ
て
誇
り
と
す
べ
き
も
の
は
他
に

存
在
し
な
い
。
即
ち
、
『
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
の
も

っ
と
も
誠
実
な
忠
臣
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
指
導
者
に
対
す
る
私
の
関
係
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。
私
は
長
年
に
わ
た
り
指
導
者
に
対
し
無
条
件
の
忠
誠
を
も
っ
て
従
い
、
ま
た
今
後
も
私
の
生
涯
の
終
わ
り
ま
で
彼
に
従
い
続
け

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
指
導
者
も
ま
た
私
に
対
し
同
じ
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
承
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
私
が
指
導
者
か
ら

比
類
の
な
い
信
頼
を
得
て
い
る
こ
と
を
誇
り
を
も
っ
て
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
信
頼
が
私
の
す
べ
て
の

活
動
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
誰
も
が
、
指
導
者
が
そ
の
者
に
与
え
る
こ
と
を
望
む
だ
け
の
権
力
を
所
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
指
導
者
と
と
も
に
、
ま
た
指
導
者
の
後
ろ
立
て
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
は
権
力
を
所
有
す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
意
思
に
反
し
て
、

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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あ
る
い
は
彼
が
そ
の
こ
と
を
望
む
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
瞬

（
間
趾
わ
れ
わ
れ
は
権
力
を
完
全
に
失
う
こ
と
に
な
る
。
指
導
者
が
排
除
し
た
い
と

望
む
者
を
失
脚
さ
せ
る
に
は
、
彼
の

一
言
が
あ
れ
ば
充
分
な
の
だ
。
」

受
任
者
の
特
定
、
授
権
の
方
法
、
対
象
、
内
容
、
時
期
等
の
決
定
は
む
ろ
ん
指
導
者
の
そ
の
折
々
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
個
別
具
体

的
な
授
権
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
発
言
を
引
い
て
お
こ
う
。
ポ
グ

ロ
ム
後
の
対
応
策
の
検

討
の
た
め
に
ラ
イ
ヒ
空
軍
省
に
関
係
閣
僚
等
を
招
集
し
て
開
催
し
た
会
議
の
冒
頭
、
彼
は
ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
の
授
権
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
報
告
と
確
認
を
行

っ
て
い
た
。
即
ち
、
「
諸
君
、
本
日
の
会
議
は
決
定
的
な
重
要
性
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
指
導
者
代
理
ボ
ル
マ
ン

か
ら
、
彼
が
指
導
者
の
委
任
に
基
づ
い
て
し
た
た
め
た

一
通
の
書
状
を
受
け
取

っ
た
。
そ
こ
に
は
、
今
こ
そ
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
し
統

一
的
な

対
応
措
置
が
と
ら
れ
、
し
か
る
べ
き
解
決
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
か
れ

（
て
い
た
。
昨
日
、
改
め
て
指
導
者
か
ら
私
宛
て
に
電
話

が
あ
り
、
決
定
的
な
措
置
を
中
央
に
あ

っ
て
統
括
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」

人
格
的
授
権
に
よ
り
指
導
者
と
結
ば
れ
た
政
治
指
導
者
た
ち
を
支
配
し
た
掟
は
、
合
法
律
性
の
エ
ー
ト
ス
で
は
な
く
、
指
導
者
原
理
、
即
ち
、

上
位
の
指
導
者
に
対
す
る
絶
対
的
責
任
と
下
位
に
対
す
る
無
制
約
的
権
威
で
あ

っ（理
。
彼
ら
は
、
指
導
者
か
ら
の
授
権
に
基
づ
き
、
彼
と
と
も

に
、
民
族
に
対
す
る
人
格
指
導
を
担
当
し
、
最
終
目
標
の
実
現
に
向
け
必
要
と
な
る

一
切
の
措
置
を
決
定
し
、
執
行
す
る
。
ベ
ッ
カ
ー
は
、
こ

（棚
）

う
し
た
民
族
指
導
を
、
マ
ウ
ン
ツ
に
倣

っ
て
、
「政
治
的
指
導
（ｏ
ｏ
中〓
∽魯
①
『
疇
Ｆ
ａ
目
的
こ

と

「政
治
的
指
導
の
実
行

Ｃ
ｏ
Ｆ
中∽多
ｏ
∪
Ｌ
魯ヽ
コ
‐

ド
ご
●
∞
）」
に
分
類
す
る
。
前
者
が
本
来
的
意
味
で
の

「指
導
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
担
い
う
る
者
は
当
然
に
民
族
の
指
導
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。

指
導
者
の
み
が
、
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け
た
プ
ラ
ン
を
構
想
し
、
そ
の
折
々
の
状
況
の
力
学
の
中
で
具
体
的
な
道
筋
と
方
策
を
決
定
し
、
民

族
に
対
し
告
知
し
う
る
の
で
あ
る
。
指
導
者
に
直
属
す
る
最
高
政
治
指
導
者
の
グ
ル
ー
プ
を
含
む
下
部
指
導
者
は
、
こ
う
し
た
指
導
者
の
決
定

に
基
づ
き
、
最
終
日
標
の
実
現
の
た
め
に
、
先
に
紹
介
し
た
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
場
合
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
指
導
者
か
ら
そ
の
折
々
に
下
さ

れ
る
授
任
の
範
囲
内
で
、
必
要
な
措
置
を
決
定
し
、
実
行
す
る
に
過
ば
な
い
。
こ
れ
は
非
本
来
的
意
味
で
の
指
導
で
あ
り
、
指
導
者
の
指
導
か

Ｕ

ら
区
別
す
る
た
め
、
「
指
導

の
実
行
」

の
名

で
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。



そ
れ
で
は
、
指
導
の
実
行
と
は
い
か
な
る
類
の
政
治
的
行
為
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
通
常
の
国
家
に
お
け
る
憲
法
等
の
法
令
と
行
政
官

吏
や
裁
判
官
等
の
関
係
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
無
条
件
の
服
従
で
も
な
け
れ
ば
、
合
理
的
な
解
釈
に
基
づ
く
決
定
の
執
行
で
も
な
か
っ（型
。

Ｔ
Ｔ

鑢

瑳

髪
輔

膵

義
評

鞣
埼
驀

評
蜃

訳

疱

あ

っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
指
導
者
の
意
思
の
実
行
が
実
際
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、　
一
例
と
し
て
、　
一
九
二
八
年

一
一
月
七
日
に

パ
リ
で
起
モ
っ
た
ド
イ
ッ
大
使
館
員
フ
ォ
ム

・
ラ
ー
ト
狙
撃
事
件
か
ら
ポ
グ

ロ
ム
に
至

っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
、
ゲ

ッ
ベ
ル
ス
、
Ｓ
Ａ
等
の

一
連
の
動

経
″
榊
コ
」
利
】
一
は
い

ろ
（

。
躙
¶
¨
罐
勢
ｒ
岬
徳
邦

中
『

”
翌 ェ
九 ノレ
い

‐ ッ
‐ シ
一
［

日 ．
ぃ
け

ヤ ノヾ
ホ ノ、

〕
【

・ 』
か

ツ 「
な
¨

一 新
鐵
瞳
噺
議

念 ヵゝ
』
」
〔
協
ホ
〔
喘

た
―
―
、
パ
リ
か
ら
届
い
た
フ
ォ
ム

・
ラ
ー
ト
死
亡
の
報
せ
が
ポ
グ

ロ
ム
開
始
の
合
図
と
な

っ
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
市
旧
庁
舎

ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
記
念
式
典
の
最
中
に
受
け
取

っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
た
だ
ち
に
恒
例
の
演
説
を
取
り
止
め
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
と
二
人
き
り

で
話
し
合

っ
た
後
、
「
Ｓ
Ａ
を
解
き
放

つ
べ
き
時
が
や

っ
て
来
（型

」
と
の
言
葉
を
残
し
て
市
内
の
私
邸
に
戻

っ
た
。
午
後

一
〇
時
、
彼
に
代
わ

っ

て
演
壇
に
立

っ
た
ゲ

ッ
ベ
ル
ス
は
大
管
区
指
導
者
等
を
前
に
、
「
既
に
ク
ル
ヘ
ッ
セ
ン
及
び

マ
グ
デ
ブ
ル
ク
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
大
管
区
で
は
反

ユ

ダ
ャ
主
義
的
決
起
が
開
始
さ
れ
、

ユ
ダ
ヤ
人
商
店
の
破
壊
と
シ
ナ
ゴ
ー
グ

ヘ
の
放
火
が
行
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
報
告
、
さ
ら
に
こ
の
後
、
次

の
よ
う
な
言
葉
を
付
け
加
え
た
。
「指
導
者
は
、
こ
う
し
た
示
威
行
動
が
党
に
よ

っ
て
準
備
さ
納
報
も
の
で
も
、
組
織
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、

自
発
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
を
抑
制
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
の
決
定
を
下
し
た
」
と
。
こ
の
発
言
は
出
席
者
に
よ
リ
ユ
ダ
ヤ

人
に
対
す
る

「宣
戦
布
告
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
た
だ
ち
に
そ
の
旨
が
そ
れ
ぞ
れ
の
各
大
管
区
事
務
局
に
対
し
電
話
で
通
報
さ
（型

、
数
時
間

の
内
に
Ｓ
Ａ
の
各
部
隊
に
出
動
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ナ
イ
デ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
午
前
二
時
頃
、
管
区
指

導
者
か
ら
Ｓ
Ａ
の
部
隊
長
に
対
し
以
下
の
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
。
「大
使
館
員

フ
ォ
ム

・
ラ
ー
ト
の
暗
殺
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
今
晩
東

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
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プ

ロ
イ
セ
ン
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
を
こ
と
ご
と
く
焼
き
払
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
系
商
店
を
占
拠
し
、

ユ
ダ
ャ
人
を
拘
禁
し
、

業
務
用
書
類
を
焼
却
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
作
戦
に
対
す
る
責
任
は
管
区
指
導
者
が
負
（捌
¨

」
ヒ
ト
ラ
ー
の
発
言
に
端
を
発
し
た

一
連
の
授

権
の
連
鎖
が
、
形
式
の
面
で
も
内
容
の
面
で
も
、
先
に
紹
介
し
た

一
九
二
三
年
二
月
二
八
日
の

『
大
統
領
令
』
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
常
に

上
位
の
規
範
に
基
づ
き
、
そ
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
授
権
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ゲ

ッ
ベ
ル
ス
の
発
言
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る

「宣
戦
布
告
」
と
と
ら
え
ら
れ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
党
最
高
裁
判
所
が
ゲ
ー
リ
ン
グ
に
送
付

し
た

一
九
二
九
年
二
月

一
三
日
付
の
報
告
書
―
―

『
一
九
二
八
年

一
一
月
九
日
の
反

ユ
ダ
ヤ
人
示
威
に
関
す
る
経
緯
及
び
党
裁
判
所
の
審
理
に

関
す
る
報
告
書
』
―
―
が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
、
党
最
高
裁
判
所
が
ゲ
ー
リ
ン
グ
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
示
威
行
動
の
中
で
行
わ
れ
た
人

種
汚
濁
や
殺
人
等
の
罪
の
故
に
裁
判
に
付
さ
れ
、
あ
る
い
は
保
安
拘
禁
さ
れ
た
Ｓ
Ａ
隊
員
に
つ
き
党
の
立
場
か
ら
独
自
の
調
査
と
審
理
を
行

っ

た
結
果
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
先
の
経
緯
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
指
摘
を
見
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

「
ラ
イ
ヒ
宣
伝
大
臣
が
口
頭
で
与
え
た
指
示
は
、
党
は
対
外
的
に
は
示
威
行
動
の
主
謀
者
と
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
実
際
に
は
示
威
を
組

織
し
実
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
列
席
し
た
す
べ
て
の
党
指
導
者
に
よ
り
理
解
さ
れ
た
。
…
…

命
令
が
下
さ
れ
た
状
況
の
再

調
査
の
結
果
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
は
、
闘
争
時
代
以
来
の
党
員
に
と

っ
て
、
党
が
組
織
者
と
し
て
表
面
に
姿
を
あ
ら
わ
す
意
図
の
な
い
場
合
、

完
全
に
明
確
か

つ
詳
細
に
わ
た
る
命
令
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う

な
党
員
は

一
つ
の
命
令
か
ら
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
以
上
の
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
。
他
方
、
命
令
者
の
側
で
も
、
党
の
利

益
の
た
め
、
す
べ
て
を
言
い
尽
く
さ
ず
、
彼
が
そ
の
命
令
に
よ

っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
暗
示
す
る
に
と
ど
め
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
下
級
指
導
者
た
ち
の
多
く
は
、
口
頭
や
電
話
で
の
必
ず
し
も
適
切
に
定
式
化
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
命
令
―
―

ユ
ダ
ャ
人
グ
リ

ュ

ン
シ
ュ
パ
ン
で
は
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
人
全
体
が
同
志

フ
ォ
ム

・
ラ
ー
ト
の
死
に
責
任
が
あ
る
、
し
た
が

っ
て
ド
イ
ツ
民
族
は
ユ
ダ
ャ
人
全
体
に
対

し
復
讐
を
実
行
す
る
、
…
…
ピ
ス
ト
ル
を
携
行
し
…
…
、
各
人
は
Ｓ
Ａ
隊
員
と
し
て
今
何
を
な
す
べ
き
か

（
を
瞬
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―

を
同
志

フ
ォ
ム

・
ラ
ー
ト
の
血
の
償
い
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
血
が
流
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
理
解
し
た
の
で
あ

っ
た
。
」



党
最
高
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た

「命
令
の
存
在
」
を
前
提
に
Ｓ
Ａ
隊
員
に
対
す
る
公
判
の
取
り
消
し
の
要
請
等
の
措
置
を
決
定
し
た
も
の
の
、

報
告
書
の
中

で
、
命
令
の
在
り
方
自
体
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
即
ち
、
「命
令
を
受
け
取

っ
た
者
が
、
命
令
を
下
し
た

者
の
意
思
を
見
抜
き
、
そ
れ
に
従

っ
て
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
不
明
瞭
な
形
で
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
、
規
律

の
観
点
か
ら
見
て
、
今
後
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
。
さ
ら
に
報
告
書
は
い
う
。
「
闘
争
時
代
に
あ

っ
て
は
、
党
が
主

謀
者
で
あ
る
こ
と
を
国
家
に
見
破
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
政
治
的
な
成
果
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
止

む
を
得
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
日
も
は
や
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
に
は
な
い
。
…
…
む
し
ろ
、

兵
士
が
命
令
者
の
意
思
に
従
い
本
来
何
を
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
こ
と
こ
そ
が

肝
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
か
よ
う
な
熟
慮
は
重
要
な
任
務
の
遂
行
に
あ
た

っ
て
誤

っ
た
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
ま
た
命

［
喘
い
破
縮
腕
］
”
「
稀
¨
は
脚
げ
罐
新
降
罐
』
射
「

あ
（
る

ｈ
一「
れ
「
熟
慮
が
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ

し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
真
の
意
図
が
お
よ
そ
こ
う
し
た
主
張
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
以
下
に
紹
介
す
る
食
卓
談
話
は
教

え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
闘
争
時
代
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
民
族
指
導
に
お
け
る
、
「上
か
ら
の
大
ま
か
な
指
示
」
と

「広
範
な
自
由
裁
量
」

の
必
要
性
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
た
。
即
ぢ
、
「下
部
の
指
導
者
に
十
分
な
固
有
の
活
動
の
余
地
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
に

能
力
の
あ
る
者
が
見
い
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
偏
狭
な
官
僚
主
義
が
は
び
こ
る
だ
け
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
指
導
者
に
責

任
が
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
責
任
を
喜
ん
で
引
き
受
け
る

〔指
導
者
団
〕
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
、

指
導
の
課
題
全
体
を
実
行
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
（型

」
と
。

先取ぃけ．徴ほ［隷瑚』〔に郭〔響薇わるっ一ゎぃ』は「〔い一】動」［詢型Ⅷ〔構晴一猜痢いれは確嗜̈
あ（意硼「卿嬢熱ｒ

国
会
と
い

っ
た
公
的
な
場
だ
け
で
は
な
い
、
食
卓
談
話
の
よ
う
な
私
的
な
会
合
等
に
お
い
て
、
そ
の
折
々
に
表
明
さ
れ
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ

っ

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
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一
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裁 っ 目
¨

所 の
（
せ

中
一
一

結 し っ
け
『
¨
一
一
¨
¨
絲
い
讐
一
一
［
¨
［
¨
一
一

つ れ 今
“
』
一
「
¨
¨

つ（
と 考
一
“
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中

は
、
指
導
者
の
意
思
を
付
度
し
、
正
確
に
理
解
す
べ
く
、
「
指
導
者
の
人
格
及
び
行
動
を
直
観
的
に
把
握
す
る
」
能
力
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、

「
ひ
と
た
び
Ａ
と
い
う
決
定
を
下
し
た
場
合
、
引
き
続
き
そ
こ
か
ら
Ｂ
、
Ｃ
と
い
う
結
論
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
論
理
的
に
導
き
出
す
」
こ
と

が
で
き
る
勇
気
で
あ

っ（型
。
む
ろ
ん
、
最
大
限
の
自
由
と
責
任
が
保
障
さ
れ
（■

一
方
で
、
「
指
導
者
の
命
令
に
対
す
る
無
条
件
の
規
律
が
要
求

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
」
こ
と
も
ま
た
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
い
っ
た
ん
指
導
者
が
事
態
に
介
入
す
れ
ば
、
「彼
の
意
思
が
最
終

決
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
無
条
件
の
服
従
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
（岬

ヽ

そ
の
よ
う
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
断
言
す
る
。

エハ
　
指
導
者
の
無
謬
性
と
歴
史
に
よ
る
審
判

指
導
者
の
意
思
が

「
最
終
決
定
」
で
あ
り
、
「
無
条
件
の
服
従
」
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
詳
し
い
解
説
は

不
要
で
あ
ろ
う
。
指
導
者
が
、
民
族
の
も

っ
と
も
優
れ
た
血
か
ら
生
ま
れ
た
者
と
し
て
、
自
ら
の
人
格
の
中
に
民
族
そ
の
も
の
を
体
現
し
て
い

る
限
り
、
彼
の
意
思
は
民
族
の
意
思
で
あ
り
、
彼
の
決
定
は
民
族
の
決
定
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
被
指
導
者
団
に
と

っ
て
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、

民
族
指
導
の
中
枢
を
担
う
政
治
指
導
者
た
ち
に
と

っ
て
も
、
無
条
件
の
服
従
は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
だ
。
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
、
「指
導
者
は

い
わ
ば
無
謬
の
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
。
「
指
導
者
が
過
ち
を
犯
す
こ
と
、
彼
の
行
動
が
共
同
体

〔
の
生
存
法
則
〕
に
違
反
す
る
こ
と
な
ど
あ

り
え
な
い
。
指
導
者
は
共
同
体
の
唯

一
の
代
表
者
で
あ
る
が
故
に
、
彼
が
行
う

一
切
は
真
の
共
同
体
意
思
の
新
た
な
発
現
で
あ
る
。
指
導
者
の

無
謬
性
の
原
則
は
共
同
体
の
自
然
の
法
に
よ

っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
。
指
導
者
の
無
謬
性
の
教
説
は
、
絶
対
主
義
時
代
の
神
の
恩
寵
を
意
味
す

る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
指
導
者
と
被
指
導
者
団
の
関
係
、

つ
ま
り
は
共
同
体
の
本
質
か
ら
由
来
す
る

一
つ
の
単
純
な
結
果
に
過
ぎ

（盟
）

な
い
。
」

し
か
し
、
た
と
え
指
導
者
が
無
謬
の
存
在

で
あ
る
に
せ
よ
、
運
動

の
本
質
が
、
前
述

の
と
お
り
、
所
与
の
プ

ロ
グ

ラ
ム
の
単
純
な
執
行

に
で



は
な
く
、
む
し
ろ
意
思
の
活
動
に
こ
そ
見
い
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
限
り
、
指
導
者
の
決
定
が
常
に
民
族
の
未
来
に
と

っ
て
重
大
な
責

任
を
伴
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
、
既
に
紹
介
し
た

一
九
二
五
／
一二
ハ
年
の
冬
季
救
済
事
業

の
開
幕
演
説
を
引
い
て
お
こ
う
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
民
族
の
指
導
者
と
し
て
の
自
ら
の
責
任
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。
「
指
導
者
は
自

ら
の
良
心
に
の
み
責
任
を
負
う
。
そ
し
て
、
こ
の
良
心
は
た
だ

一
つ
の
命
令
権
者
を
持

っ
て
い
る
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
が
そ
う
で
あ
る
」

と
。
指
導
者
権
力
は
無
制
約
的
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
指
導
者
も
ま
た
、
共
同
体
人
格
の
所
有
者
と
し
て
、
常
に
民
族
の
生
存
法
則
に
拘
束
さ
れ
、

（聞
）

責
任
を
負
う
こ
と
に
何
ら
変
わ
り
は
な
か

っ
た
。

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
と
ら
え
て
、
「指
導
者
で
あ
る
こ
と
は

一
つ
の
権
利

で
は
な
く
、
む
し
ろ

一
つ
の
課
題
で
あ
る
」
と
い
う
。
「指
導
者
で
あ
る
こ
と
の
核
心
に
は
課
題
を
実
現
せ
よ
と
い
う

一
つ
の
倫
理
的
命
令
が

存
在
す
る
。
指
導
者
は
責
任
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
え
な
い
。
む
し
ろ
、
ま
さ
し
く
責
任
が
指
導
者
の
本
質
を
構
成
す
る
。
指
導
者
で
あ
る
こ
と

は
、
も

っ
と
も
ド
イ
ツ
的
な
倫
理
的
命
令
、
即
ち
、
『
汝
の
義
務
に
忠
実
で
あ
れ
』
を
自
ら
の
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
（礼

ピ

責
任
と
義
務
が
指
導
者
の
本
質
を
構
成
す
る
限
り
、
指
導
者
、
及
び
彼
が
行
う
個
々
の
民
族
指
導
に
対
す
る
審
判
は
不
可
避
な
も
の
と
な
る
。

（
む
お
ん
、
ブ
ラ
ウ
セ
が

「
民
族
共
同
体
は
、
原
則
と
し
て
、
指
導
者
を
何
ら
か
の
監
督
、
と
り
わ
け
法
律
的
な
そ
れ
に
服
さ
せ
る
こ
と
を
放
棄

し
た

（
」
梁
ぃ
ぅ
ょ
ぅ
に
、
法
治
の
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
た
民
族
の
指
導
者
に
と

っ
て
合
法
性
の
審
査
が
無
縁
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま

観

赫

肛

拠

観

証

亀

踊

胸

鉾

い
鰤

錘

製

“

％

議

酬
埓

識

悧
邸

趾

盪

脚
％

』

諄

騨

い
た
が
、
た
し
か
に
指
導
者
に
対
す
る
審
判
が
不
可
避
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
憲
法
等
の
法
規
範
で
は
な
く
、
歴
史
、
運
命
、
よ
り
端

的
に
は
神
に
よ
る
審
判
以
外
に
は
あ
り
え
な
か

っ
た
に
ち
が
い
な
（ｍ

。

先
ず
確
認
さ
れ
る
べ

（
き
凱
、
人
類
の
歴
史
を
地
球
支
配
を
め
ぐ
る
諸
民
族

ｏ
人
種
の
戦
い
の
歴
史
と
と
ら
え
、
こ
の
戦
い
を
神
の
意
思
と
み

な
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
に
と

っ
て
、
民
族
指
導
の

一
切
は
ド
イ
ツ
民
族
を
最
終
日
標
に
導
く
た
め
神
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
義
務
の
履
行
に
他
な
ら
な

か

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、　
一
九
四

一
年

一
二
月

一
一
日
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
歴
史
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
大
な
意
義
を
も

っ
た

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三



法
政
研
究
七
巻
二
号
公
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

ァ
メ
リ
カ
に
対
す
る
宣
戦
布
告
の
決
定
を
報
告
す
る
国
会
演
説
の
冒
頭
、
ヒ
ト
ラ
ー
は

「神
に
対
す
る
義
務
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て

い
た
。
「
ド
イ
ツ
民
族
が
こ
の
戦
い
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
神
の
意
思
に
か
な
う
こ
と
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
神
が
、
私
に
対
し
、
今
後

五
〇
〇
年
、　
一
〇
〇
〇
年
に
わ
た

っ
て
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
さ
ら
に
は
世
界
の
歴
史
を
決
定
づ
け
る
こ
の
画
期
的
戦
い
の
指

導
を
任
じ
た
こ
と
に
つ
き
感
謝
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。
〔
こ
の
戦
い
は
〕
単
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
将
来
、
そ
れ
も
は
る
か

未
来
の
世
代
の
た
め
の
戦
い
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
や
、
か

つ
て
例
を
み
な
い
歴
史
的
大
変
革
を
実
現
す
べ
き
任
務
を
造
物
主
に
よ
り
命

（翻
）

じ
ら
れ
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
。

神
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
義
務
の
履
行
に
対
す
る
審
判
は
た
だ
神
に
よ

っ
て
し
か
可
能
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
先
の
宣
戦
布
告
に
劣
ら
ず
、

初
期
の
外
交
政
策
の
上
で
決
定
的
な
重
要
性
を
も

っ
た
出
来
事
に
国
際
連
盟
か
ら
の
脱
退
が
あ

っ
た
が
、
こ
の
時
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
通
告
か
ら

二
〇
日
後
の

一
九
二
三
年

一
一
月

一
二
日
に
脱
退
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
を
実
施
、
さ
ら
に

一
二
月

一
一
日
、
同
時
に
行
わ
れ
た
国
会
選
挙

に
よ
り
新
た
に
選
出
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
議
員
を
前
に
、
今
回
の
投
票
結
果
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
脱
退
の
決
定
に
対
す
る
審
判
を
歴
史
に
委
ね

る
と
の
考
え
を
表
明
し
て
い
た
。
「
民
族
は
政
府
の
み
な
ら
ず
、
政
府
を
支
配
す
る
党
に
対
し
て
も
承
認
を
与
え
た
。
運
命
は
唯

一
の
運
動
の

掌
中
に
す
べ
て
の
権
力
を
委
ね
た
。
党
は

一
四
年
間
の
戦
い
の
目
的
を
達
成
し
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
党
は
歴
史

〔
の
法
廷
〕
を
前
に
し
て

未
間
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
…
…

わ
れ
わ
れ
は
、
〔今
回
の
決
定
に
賛
成
し
た
〕
す
べ
て
の
者
と
と
も
に
将
来
秤
に
か
け

概
力ゝ、「あ（価碑『一一」置い力ゝな‐こる〉嘉一話
説
卸聯
」鼈
弔
盗
瀑
曜
い胸
』輸喝秘
筵
「Ｐ軸裸れは罪

け
る
審
判
は
、
他
日
予
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
の

「地
球
上
の
最
後
の
、
そ
し
て
最
大
の
審
（躙

」
以
外
に
は
な
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。



む
す
び
　
ド
イ
ツ
民
族
の
血
に
よ

っ
て
署
名
さ
れ
た
永
遠
の
法
典

「
ド
イ
ツ
が
最
大
の
革
命
を
経
験
す
る
の
は
、
こ
の
国
で
は
じ
め
て
計
画
的
に
着
手
さ
れ
た
民
族
及
び
人
種
衛
生
学
を
通
じ
て
で
あ
る
。
ド

お
は商議口罐はけ』は獅鐸
ろ（‐こ懲計算『粍
醐
繭
頭
鞠
踊
』群
つ稼摯社製オっ‐て一Ⅷ̈
〔工ヵゝ【“規帥脚斬

者
ワ
グ
ナ
ー
に
代
読
さ
せ
た
カ
チ
ス
党
員
に
対
す
る

『声
明
』
の

一
節
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
い
さ
さ
か
謎
め
い
た
発
言
が
何
を
意
味
す
る
も
の

で
あ

っ
た
か
は
今
よ
う
や
く
明
ら
か
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
ブ
ラ
ウ
セ
が

「
民
族
共
同
体
は
民
族
共
同
体
そ
の
も
の
と
し
て
既
に
憲
法
で
あ

る
。
憲
法
の
統

一
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
指
導
者
と
被
指
導
者
団
か
ら
成
る
民
族
共
同
体
で
あ
る
」
と
語

っ
て
い
た
よ
う
に
、
指
導
者

―
憲

法
体
制
の
構
築
が
民
族
共
同
体
の
建
設
と
不
可
分
の
企
て
と
し
て
、
た
だ
そ
の
作
業
を
通
じ
て
の
み
実
現
可
能
で
あ

っ
た
限
り
、
人
種
政
策
の

実
行
は
、
単
に
ド
イ
ツ
民
族
体
の
再
構
成
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
既
に
、
ド
イ
ツ
に
文
字
通
り

「
最
大
の
革
命
」
、
即
ち
、
憲
法
体

制
の
根
源
的
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ

っ
た
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
種
政
策
の
も
た
ら
す
効
果
が
他
の
い
か
な
る
法
律
の
そ
れ
よ
り
も
決
定
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
事
柄
の
性
格

赳つ、″】い剛一】囃劫団〔
「も”は〔い‐まっは講聟〔けれい薇ん』ばれ」】ｒ薇̈
輝ろ（命炒竃刷語‐こっゎけ』〔］彙はヽ
い」壕には

の
建
設
が

一
〇
年
や
二
〇
年
で
は
な
く
、　
一
〇
〇
年
を
単
位
と
す
る
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
容
易
に
納
得
が
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最弊
鎌討
猿
証
蝿
罐
惰袈
鍔
薪
薩
鵜
餃
け督
弘
聟
雛
熊
『

けル一のュそ二″げ臓嘲一け一語層っは知はほ̈
「一一つぇわろ（れ蠍『嘲力ゝ‐ま嘲準い薇バ民「ぃ̈
蔵け頗̈
降締罐れはけな一そノレけいに̈
Ⅷ

民
族
共
同
体
と
指
導
者
―
憲
法
体
制

一
七
五
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