
― 9―

　

こ
の
「
丸
山
眞
男
百
歳
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
昭
和
の
戦
前
期
か
ら
活
躍
し

た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
学
者
で
あ
っ
た
服
部
之
総
が
、「
原
敬
百
歳
」
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
す
。
た
だ
、
こ
の
「
百

歳
」
に
は
単
に
丸
山
眞
男
が
生
ま
れ
て
百
年
め
と
い
う
だ
け
に
は
尽
き
な
い
意
味

を
も
た
せ
た
つ
も
り
で
す
。

　

今
年
、
二
〇
一
四
年
は
ま
た
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
て
か
ら
百
年
め
で

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
界
大
戦
は
さ
ら
に
世
界
の
先
進
国
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
賛
美

の
潮
流
を
巻
き
起
こ
し
、
日
本
に
お
い
て
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
し
よ
う
と
い

う
議
論
が
本
格
的
に
闘
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
よ
く
示
す
の
が
、
吉

野
作
造
が
『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
一
月
号
に
載
せ
た
「
憲
政
の
本
義
を
説
い

て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
と
い
う
論
文
で
す
。
一
月
号
で
す
か
ら
、

実
際
に
発
売
さ
れ
た
の
は
一
九
一
五
年
の
末
。

　

し
た
が
っ
て
一
年
の
違
い
を
無
視
し
て
言
え
ば
、
今
年
は
日
本
に
お
け
る
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
百
周
年
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
年
に
丸
山
眞

男
が
生
ま
れ
た
の
は
偶
然
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
機
会
に
日
本
に
お
け
る

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
百
年
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
も
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

　

つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
い
か
に
確
立
し
、
い
か
に
健
全
に
運
営
す
る
か
と

い
う
こ
と
は
、
現
代
で
も
常
に
問
わ
れ
続
け
て
い
る
課
題
で
す
。
そ
の
時
に
重
要

な
問
題
の
一
つ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
の
も
と
で
政
治
に
か
か
わ
る
一
人
一

人
の
市
民
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
の
考
え
方
を
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
も
っ
と
強
調
し
て
言
え
ば
、
政
治
に
参
加
し
て
ゆ
く
た
め
の
資
質
と
は

い
か
な
る
も
の
か
。
そ
の
意
味
で
の
「
政
治
の
た
め
の
教
養
」
と
い
う
問
題
を
切

り
口
と
し
な
が
ら
、丸
山
眞
男
の
思
想
を
読
み
解
い
て
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

一　

出
発
点
と
し
て
の
一
九
四
五
年

　

丸
山
眞
男
は
、
政
治
思
想
史
研
究
者
と
し
て
は
戦
前
・
戦
中
期
か
ら
仕
事
を
始

め
て
い
ま
し
た
が
、
本
格
的
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
論
者
と
し
て
の
活
動
を
始
め
た

の
は
、
一
九
四
五
年
の
日
本
の
終
戦
を
へ
た
あ
と
で
す
。
そ
の
出
発
点
に
大
き
な

丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

政
治
の
た
め
の
教
養―

丸
山
眞
男
百
歳

苅　

部　
　

直
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影
響
を
与
え
た
出
来
事
と
し
て
、
一
九
四
六
年
二
月
か
ら
翌
年
ま
で
続
い
た
、
庶

民
大
学
三
島
教
室
で
の
経
験
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

詩
人
の
荒
川
洋
治
さ
ん
は
、「
心
理
」（『
現
代
史
手
帖
』
二
〇
〇
一
年
一
月
号

初
出
、『
心
理
』
み
す
ず
書
房
、
所
収
）
と
い
う
お
も
し
ろ
い
詩
で
、
こ
の
丸
山

と
庶
民
大
学
と
の
か
か
わ
り
を
題
材
に
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
学
生
、
商
店
主
、
農
民
、
主
婦
と
い
っ
た
、
名
前
の
と
お
り
の
庶
民
た
ち
か

ら
「
子
犬
」
ま
で
も
が
、
丸
山
眞
男
の
講
義
に
集
ま
り
、
熱
心
に
語
り
あ
っ
て
い

る
情
景
で
す
。

　

荒
川
さ
ん
の
詩
で
は
、
丸
山
の
講
義
の
中
心
は
「
な
ぜ
戦
争
は
起
き
た
の
か
。

ど
う
し
て
日
本
人
は
戦
争
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
三
島
市
に
住
ん
で
い
る
ご
く
普
通
の
人
た
ち
が

集
ま
っ
て
、
東
京
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
人
を
呼
ん
で
そ
の
講
義
を
き
き
、
勉
強

す
る
と
と
も
に
議
論
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
す
を
荒
川
さ
ん
は
よ
く
描
き
だ
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
庶
民
大
学
は
、
木
部
達
二
と
い
う
丸
山
眞
男
と
同
年
輩
の
労
働
法
学
者
が

戦
時
中
か
ら
三
島
に
疎
開
し
て
住
ん
で
い
て
、
戦
後
に
な
っ
て
住
民
た
ち
と
も
に

始
め
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
木
部
が
仲
介
役
と
な
っ
て
、
丸
山
の
ほ
か
、
そ
の
兄

弟
子
に
あ
た
る
政
治
学
者
の
中
村
哲あ

き
ら、社
会
学
者
の
清
水
幾
太
郎
、そ
れ
か
ら
さ
っ

き
名
前
を
挙
げ
た
服
部
之
総
も
話
し
に
来
て
い
ま
す
。
芸
能
関
係
、
文
学
関
係
で

は
、
映
画
監
督
の
山
本
薩
夫
や
作
家
の
宮
本
百
合
子
が
呼
ば
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う

ど
こ
の
期
間
に
日
本
国
憲
法
の
草
案
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
一
九
四
六
年
六

月
に
は
、
こ
の
庶
民
大
学
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
に
な
っ
て
憲
法
改
正
草
案
市
民
検

討
会
と
い
う
催
し
が
三
島
で
開
か
れ
て
も
い
ま
す
。

　

丸
山
眞
男
は
、庶
民
大
学
の
発
足
の
前
に
講
演
に
呼
ば
れ
た
機
会
も
含
め
れ
ば
、

三
回
、
三
島
に
行
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
列
車
で
す
か
ら
、
超
満
員
で
窓
か
ら
入

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
苛
酷
な
状
態
の
東
海
道
線
で
、
東
京
か
ら
往
復
す

る
。
日
帰
り
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
一
泊
す
る
と
き
に
、
主
催
団
体
だ
っ
た
三
島
文

化
協
会
の
世
話
人
を
や
っ
て
い
た
米
屋
さ
ん
の
二
階
に
泊
ま
る
。
す
る
と
講
義
が

終
わ
っ
た
後
も
、
そ
の
二
階
に
米
屋
さ
ん
が
議
論
を
し
に
来
た
と
、『
丸
山
眞
男

回
顧
談
』
下
巻
（
岩
波
書
店
）
で
回
想
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、丸
山
が
話
し
て
い
る
と
米
屋
さ
ん
が
「
た
だ
い
ま
の
お
話
は
、

い
た
だ
き
ま
し
た
」と
答
え
た
。
い
か
に
も
米
屋
さ
ん
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

丸
山
眞
男
に
と
っ
て
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
衝
撃
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。「『
い
た

だ
き
ま
し
た
』
が
非
常
に
面
白
か
っ
た
。
単
に
頭
で
理
解
し
た
の
で
は
な
く
て
、

い
ま
の
言
葉
で
言
え
ば
、
体
で
わ
か
っ
た
と
。
そ
こ
が
本
当
に
庶
民
な
の
で
し
ょ

う
ね
、決
し
て
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
な
い
」
と
丸
山
は
回
顧
談
で
語
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
相
槌
を
う
っ
て
表
面
だ
け
わ
か
っ
た
ふ
り
を
す
る
の
で
は
な
く
、
本

当
に
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、「
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
実
感
の
あ
る
表
現
で

発
言
す
る
。
こ
れ
は
丸
山
眞
男
の
よ
う
な
知
識
人
に
と
っ
て
は
衝
撃
で
あ
っ
た
の

で
す
。
あ
る
い
は
、こ
う
い
う
ふ
う
に
も
丸
山
は
語
っ
て
い
ま
す
。「
ま
さ
に
『
学

問
の
す
ゝ
め
』
の
時
代
で
す
ね
。
す
ご
い
欲
求
で
す
。
今
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い

く
ら
い
で
す
。
自
己
弁
解
に
な
る
け
れ
ど
、
一
方
的
に
知
識
人
が
押
し
つ
け
た
と

い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
実
感
と
違
う
な
。
む
こ
う
か
ら
沸
き
上
が
る
よ
う
に
や
っ

て
き
て
、
こ
っ
ち
が
や
や
タ
ジ
タ
ジ
と
い
う
の
が
実
感
で
す
」。
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こ
の
発
言
は
晩
年
に
な
っ
て
丸
山
の
記
憶
が
美
化
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
丸
山
眞
男
と
中
村
哲
と
が
加
わ
っ
た
、「
新
学
問
論
」
と
い
う

一
九
四
七
年
の
座
談
会
が
あ
り
ま
す
（『
丸
山
眞
男
座
談
』
第
一
冊
、
岩
波
書
店
、

所
収
）。
そ
の
な
か
で
中
村
哲
が
、
お
そ
ら
く
庶
民
大
学
で
の
経
験
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
「
そ
う
い
う
意
味
で
は
実
際
こ
っ
ち
か
ら
教
え
る
の
で
な
く
て
、
教
え

ら
れ
に
行
く
よ
う
な
も
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
丸
山
眞
男
や
中
村
哲
が
教
育
を
受
け
た
戦
前
の
社
会
で
は
、
非
常
に

ご
く
少
数
の
人
だ
け
、
同
じ
学
年
の
男
性
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
数
の
人

が
高
等
教
育
を
受
け
る
と
い
う
時
代
で
す
の
で
、
終
戦
直
後
は
ま
だ
イ
ン
テ
リ
と

庶
民
と
の
間
の
距
離
は
非
常
に
大
き
い
。
そ
の
と
き
に
、
そ
う
し
た
庶
民
た
ち
の

あ
い
だ
で
揉
ま
れ
、
彼
ら
の
言
葉
に
触
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
経
験
が
、
丸
山
眞
男

が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
確
信
を
深
め
て
い
く
、
大
き
な
基
盤
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
当
時
す
で
に
丸
山
眞
男
は
戦
前
・
戦
中
か
ら
、
荻
生
徂
徠
や
本
居
宣
長
と

い
っ
た
徳
川
時
代
の
思
想
家
た
ち
、
あ
る
い
は
福
澤
諭
吉
の
思
想
に
関
す
る
論
文

を
発
表
し
て
、
若
い
政
治
思
想
史
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
戦
後
は

さ
ら
に
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
「
天
皇
制
」
を

頂
点
に
置
く
日
本
の
近
代
国
家
を
支
え
た
精
神
構
造
を
批
判
的
に
解
剖
し
て
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
学
問
上
の
知
見
を
庶
民
に
向
け
て
じ
か
に
話
す
、
そ
う
い

う
体
験
を
初
め
て
も
っ
た
こ
と
が
、
丸
山
眞
男
の
思
想
家
と
し
て
の
人
生
に
と
っ

て
重
要
だ
っ
た
。
講
義
に
参
加
し
た
三
島
の
庶
民
た
ち
の
側
も
、
新
し
い
時
代
の

な
か
で
ど
う
生
き
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
を
自
分
の
頭
で
考
え
、
そ
の
糧
と
な
る

よ
う
な
知
識
を
貪
欲
に
求
め
て
い
る
。
教
え
る
側
と
教
え
ら
れ
る
側
の
相
互
の
教

育
の
場
と
し
て
の
庶
民
大
学
が
、
そ
の
後
の
丸
山
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
信
念
を

支
え
た
根
源
的
な
経
験
を
作
り
あ
げ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
『
庶
民
大
学
通
信
』
と
い
う
庶
民
大
学
で
発
行
し
て
い
た
雑
誌
に
、丸
山
は
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
て
い
ま
す
（
一
九
四
六
年
四
月
、

『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
所
収
）。
庶
民
大
学
の
受
講
生
が
投
げ

か
け
て
き
た
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
は
ど
う
違
う
の
か
、
と
い
う
質
問
に
対
す

る
答
と
し
て
書
い
た
文
章
で
す
。
丸
山
は
こ
こ
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
人
間
の
理

性
に
対
す
る
信
頼
を
前
提
と
す
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
楽
観
主
義
に
立
つ
と
指

摘
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て
、
人
間
は
み
ん
な
優
し
い
と
い
う
お
人
好
し

の
思
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ど
ん
な
に
意
見
や
利
害
が
ち
が
っ
て
い
て
も
よ
く

話
し
合
え
ば
お
互
い
の
立
場
が
了
解
さ
れ
、
円
滑
な
共
同
生
活
が
出
来
る
と
い
う

考
え
方
は
、
人
間
が
自
分
を
反
省
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
建
前
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
自
己
反
省
の
能
力
が
則
ち
わ
れ
わ
れ
の
理
性
で
あ

り
、
自
由
主
義
や
民
主
主
義
は
す
べ
て
こ
う
し
た
人
間
理
性
に
対
す
る
信
頼
を
基

礎
と
し
た
主
張
で
す
。
私
が
人
間
性
に
対
す
る
楽
観
主
義
と
い
っ
た
の
は
こ
の
意

味
で
す
。
従
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
人
間
が
現
実
の
ま
ま
で
完
全
で
あ
る
と
か
、
人

間
の
性
質
の
な
か
に
は
『
悪
』
が
な
い
と
か
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

　

つ
ま
り
、
社
会
に
は
当
然
、
悪
人
も
存
在
す
る
し
、
利
害
や
意
見
の
く
い
ち
が

い
が
生
じ
る
の
が
通
例
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
と
こ
と
ん
話
し
合
う
な
か
か

ら
自
己
反
省
を
繰
り
返
し
て
い
け
ば
、
ど
こ
か
で
共
通
了
解
を
見
い
だ
せ
る
は
ず
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だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
理
性
へ
の
信
頼
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

う
考
え
る
な
ら
ば
、
人
々
が
自
由
に
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
い
う

意
味
で
の
自
由
主
義
は
、
民
主
主
義
と
密
接
に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
わ
か
る
で

し
ょ
う
。「
民
主
主
義
は
自
由
主
義
の
主
張
を
政
治
的
・
社
会
的
に
ひ
ろ
げ
て
い
っ

た
も
の
で
す
。
歴
史
的
に
言
っ
て
も
封
建
主
義
に
対
し
て
自
由
主
義
の
主
張
が
ま

ず
現
わ
れ
、
や
が
て
そ
の
な
か
か
ら
民
主
主
義
が
成
長
し
て
行
っ
た
の
で
す
」。

　

こ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」
と
い
う
文
章
は
非
常
に
短
い
も
の
で
す
が
、

す
で
に
こ
こ
に
、
丸
山
眞
男
が
そ
の
後
も
課
題
と
し
続
け
た
問
題
に
関
す
る
見
解

が
登
場
し
て
い
ま
す
。
一
九
五
八
年
に
行
な
っ
た
座
談
会「
戦
争
と
同
時
代
」（『
丸

山
眞
男
座
談
』
第
二
集
所
収
）
の
な
か
で
、
自
分
は
戦
後
、
二
つ
の
問
題
と
格
闘

し
続
け
て
き
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
天
皇
制
」、
も
う
一
つ
は
「
マ
ル

ク
ス
主
義
」
で
す
。

　
「
天
皇
制
」
と
い
う
言
葉
を
丸
山
眞
男
が
使
う
場
合
、
そ
れ
は
大
日
本
帝
国
憲

法
や
日
本
国
憲
法
の
第
一
条
に
規
定
さ
れ
た
皇
室
の
制
度
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
襲
君
主
制
の
制
度
を
作
る
前
提
に
な
っ
て
い
る
「
精

神
構
造
」
の
問
題
と
し
て
「
天
皇
制
」
を
と
ら
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の

が
、
丸
山
眞
男
の
姿
勢
で
す
。
つ
ま
り
、
明
治
時
代
か
ら
、
近
代
日
本
の
国
家
・

社
会
に
浸
透
し
て
い
た
「
精
神
構
造
」
の
抱
え
て
い
た
病
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

批
判
的
に
捉
え
克
服
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
説
い
て
い
た
の
で
し
た
。

　

先
ほ
ど
名
前
を
挙
げ
た「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」と
い
う
論
文
で
は
、「
抑

圧
移
譲
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
そ
う
し
た
近
代
日
本
の
国
家
・
社
会
に
浸
透

し
た
意
識
を
批
判
し
て
い
ま
す
。
官
僚
機
構
に
し
て
も
軍
隊
に
し
て
も
会
社
に
し

て
も
、
あ
る
い
は
大
学
や
学
校
で
も
、
そ
の
な
か
の
秩
序
が
、
上
下
に
多
く
の
階

層
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
の
ど
こ
か
の

段
階
に
自
分
が
い
て
、
上
の
人
間
に
は
こ
び
へ
つ
ら
い
、
下
の
人
間
に
は
威
張
り

散
ら
し
て
自
分
の
意
見
を
押
し
付
け
る
。
そ
う
い
う
意
識
を
、
上
か
ら
下
ま
で
す

べ
て
の
構
成
員
が
も
っ
て
い
て
、
抑
圧
が
次
々
と
よ
り
下
の
方
へ
転
化
さ
れ
て
ゆ

き
ま
す
。
こ
う
し
た
意
識
が
、
大
日
本
帝
国
に
お
い
て
は
、
一
般
人
か
ら
政
治
家
・

官
僚
・
軍
人
ま
で
、
ま
た
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
天
皇
自
身
に
ま
で
浸
み
わ
た
っ
て
い

た
。
こ
の
「
抑
圧
移
譲
」
の
精
神
構
造
を
批
判
的
に
と
り
あ
げ
た
の
が
、「
超
国

家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
で
す
。

　

あ
る
い
は
ま
た
「
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
」
と
い
う
論
文
（
一
九
四
九
年
）

で
は
、
そ
う
し
た
精
神
構
造
を
前
提
と
し
て
、
政
治
家
や
軍
人
が
、
自
分
が
決
定

し
た
こ
と
は
上
か
ら
命
令
さ
れ
て
や
っ
た
の
だ
と
か
、
自
分
に
は
そ
の
内
容
を
変

え
る
権
限
は
な
か
っ
た
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
自
分
自
身
の
良
心
に
基
づ
い
た

責
任
の
と
り
方
を
し
な
い
、「
無
責
任
の
体
系
」
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
と
指

摘
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
精
神
構
造
の
病
理
を
克
服
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
そ
の
た

め
に
は
、
個
人
個
人
が
内
面
に
お
い
て
自
立
性
を
確
立
し
、
積
極
的
に
社
会
に
対

し
て
声
を
あ
げ
、
政
治
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
う
い
う
順
序
で
丸

山
の
考
え
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、「
天
皇
制
」
の
精
神
構
造
に
対
す
る
批
判
と
、「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」
の
説
明
が
、
問
い
と
そ
れ
に
対
す
る
一
種
の
解
決
策
と

い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
問
題
で
す
。
丸
山
眞
男
は
自
分
自
身
の
主
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義
・
信
条
に
つ
い
て
は
、
哲
学
的
な
体
系
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
否

定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
と
歴
史
を
全
体
的
に
と
ら
え
る

視
座
を
提
供
す
る
点
に
つ
い
て
は
大
き
な
敬
意
を
払
う
。
そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主

義
の
ど
の
点
を
認
め
、
ど
う
い
う
方
向
へ
克
服
す
る
か
が
思
想
家
と
し
て
の
大
き

な
課
題
だ
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
に
お
い
て
は
、
経
済
構
造
が
人
間
の
精
神
の
あ
り
方
を

一
方
的
に
規
定
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
十
八
・
十
九
世
紀
に
確
立
し
た
自
由
主
義

の
思
想
や
議
会
制
度
な
ど
は
、
歴
史
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に

よ
る
支
配
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
や
が
て
そ
う
し
た
経
済
構
造
が
改
め
ら
れ
、
支

配
体
制
も
倒
さ
れ
て
共
産
主
義
社
会
が
実
現
す
れ
ば
、
発
展
的
に
解
消
さ
れ
る
も

の
だ
。
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
考
え
方
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
丸
山
眞
男
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」
に
も
見
え
ま
す

よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
「
自
由
」
が
社
会
に
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
く
た

め
の
基
礎
に
な
る
と
説
き
ま
す
。
自
由
に
つ
い
て
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」

の
な
か
で
は
、「
消
極
的
な
自
由
」
と
「
積
極
的
な
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
い
る
。「
消
極
的
な
自
由
」
と
は
、
個
人
へ
の
拘
束
を
と
り
除
く
こ
と
で
、
先

の
意
味
で
の
自
由
主
義
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
積
極
的
な

自
由
」
は
、
人
間
が
社
会
に
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
つ
ま
り
は
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
と
解
釈
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

丸
山
は
積
極
的
な
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
消
極
的
な
そ
れ
と
の
連

続
性
を
示
唆
し
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で
、
自
由
の
追
求
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
礎

と
な
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、人
間
の
理
性
と
関
係
す
る
以
上
、

歴
史
的
条
件
を
超
え
た
普
遍
的
な
原
理
で
す
か
ら
、
時
代
が
変
わ
っ
た
か
ら
と

言
っ
て
、放
棄
し
て
よ
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、「
天
皇
制
」

「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
両
方
と
の
格
闘
と
い
う
課
題
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」

の
な
か
で
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
付
け
加
え
れ
ば
、
や
や
逆
説
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
と
の
対
決
と
い
う
課
題
も
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
丸
山
が
若
い
こ
ろ
か
ら
著
作
を
よ
く
読
ん
で
い
た
、
ド
イ

ツ
の
公
法
学
者
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
、
自
由
主
義
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の

関
係
に
関
す
る
議
論
へ
の
応
答
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
、『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』（
一
九
二
三
年
）
と
い
う
著
書
の
な

か
で
、
そ
の
両
者
を
き
っ
ぱ
り
と
切
り
分
け
、
単
純
に
言
え
ば
二
十
世
紀
の
現
代

に
お
い
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
方
が
自
由
主
義
に
対
し
優
位
に
立
つ
と
論
じ
て

い
ま
す
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
自
由
主
義
が
原
理
と
す
る
の
は
、
永
遠
の
討
論
で
す
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
と
こ
と
ん
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
闘
わ
せ
る
と
い
う
こ
と

が
、
議
会
を
支
え
る
原
理
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
挙
げ
る
の
は
、「
同
一
性
」

（Identität

）
で
す
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
原
理
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
人
々

が
全
体
と
し
て
共
通
の
利
益
や
目
標
に
同
一
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
全
体
の
目
標

を
皆
で
決
め
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
自
由
主
義
と
が
衝
突
す
る
場
合
も
あ
り
う
る

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
闘
わ
せ
る
と
い
う
手
続
な
ど
に
こ
だ
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わ
ら
ず
、
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
が
登
場
し
、
全
体
の
利
益
や
目
標
を
実
現
す
る

よ
う
、
強
力
に
指
導
し
て
く
れ
た
方
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
に
と
っ
て
は
望

ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
要
求

す
る
統
治
形
態
と
し
て
は
、
独
裁
も
あ
り
う
る
と
説
き
ま
し
た
。
全
体
の
利
益
を

実
現
す
る
指
導
者
に
対
し
て
、
国
民
の
全
て
が
拍
手
喝
采
を
送
る
と
い
う
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
。
こ
れ
は
当
然
、
全
体
主
義
の
論
理
に
簡
単
に
転
化
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
意
味
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、つ
ま
り
単
に
多
数
決
と
し
て
理
解
さ
れ
、

し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
全
体
の
利
害
を
実
現
す
る
指
導
者
の
存
在
を
歓
迎
す
る

よ
う
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
対
決
も
、
丸
山
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」
の

議
論
に
は
入
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
確
立
す
る
こ

と
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
健
全
に
営
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
両
者
は
不
可
分
だ
。
そ

う
し
た
形
で
、
こ
の
人
間
の
理
性
に
よ
る
反
省
と
自
己
変
革
の
能
力
に
対
す
る
信

頼
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
基
礎
と
す
る
丸
山
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
信
念
を
支
え

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
信
念
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
庶
民
大
学
で
の
体
験

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

二　
「
政
治
化
」
と
情
報
化
社
会

　

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
理
性
に
よ
っ
て
自
己
反
省
し
、
自
己
変
革
し
う
る
存
在

と
し
の
人
間
像
が
、
丸
山
眞
男
の
考
え
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
支
え
に

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
丸
山
は
、理
性
的
な
人
間
そ
れ
自
体
の
存
在
が
、

こ
の
現
代
社
会
で
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
リ
ア
ル
に
認
め
る
立
場
も
、
早
い
時

期
か
ら
と
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
や
は
り
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
提
示
し

た
概
念
、「
政
治
化
」（Politisierung

）
に
か
か
わ
り
ま
す
。
丸
山
は
助
手
時
代
、

一
九
三
八
年
に
発
表
し
た
文
章
「
一
九
三
六―

三
七
年
の
英
米
及
び
独
逸
政
治
学

界
」
で
す
で
に
、
こ
の
言
葉
を
用
い
て
二
十
世
紀
の
国
家
と
社
会
の
あ
り
方
を
説

明
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
言
う
「
政
治
化
」
の
問
題
は
、
の
ち
の
大
衆
社
会
論
や
情
報
化
社
会
論

に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
問
題
と
も
重
な
る
要
素
を
多
く
も
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
に

も
丸
山
は
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
特
徴
を
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
政
治
的
無
関
心
の
問

題
と
関
わ
ら
せ
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
例
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
国
家
の
宣
伝
活
動
が
人
々
を
感
情
面
で
刺
戟

し
て
熱
狂
的
な
政
治
参
加
に
向
か
わ
せ
、
全
体
主
義
的
な
支
配
を
可
能
に
す
る
。

あ
る
い
は
逆
に
、
メ
デ
ィ
ア
が
政
治
問
題
を
熱
心
に
報
じ
る
こ
と
を
せ
ず
、
娯
楽

に
ば
か
り
人
々
の
関
心
を
集
中
さ
せ
、脱
政
治
化
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

既
存
の
権
力
が
温
存
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

論
文「
人
間
と
政
治
」（
一
九
四
九
年
）の
な
か
で
丸
山
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

「
政
治
の
働
き
か
け
は
、
理
性
で
あ
ろ
う
と
、
情
緒
で
あ
ろ
う
と
、
欲
望
で
あ
ろ

う
と
、
人
間
性
の
い
か
な
る
働
き
を
も
必
要
に
応
じ
て
動
員
す
る
」。
そ
し
て
そ

れ
は
「
宗
教
も
、
学
問
も
、
経
済
も
」
す
べ
て
の
物
事
を
、「
い
つ
で
も
自
己
の

目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
」
も
の
だ
と
指
摘
し
ま
す
。
こ
う
い
う
状
況
で
は
「
近

代
国
家
に
よ
っ
て
一
旦
分
離
さ
れ
た
、
外
面
と
内
面
・
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も

の
・
法
的
＝
政
治
的
な
も
の
と
文
化
的
な
も
の
と
が
再
び
区
別
が
で
き
な
く
な
っ

て
く
る
。
政
治
権
力
が
、
ラ
ジ
オ
と
か
映
画
と
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
高
度
な
近
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代
的
技
術
を
駆
使
し
て
」
と
丸
山
は
指
摘
し
ま
す
が
、
ラ
ジ
オ
と
映
画
が
例
と
し

て
挙
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
一
九
四
〇
年
代
ら
し
い
で
す
ね
。
い
ま

な
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
挙
げ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
し
た
「
非
常
に
高
度
な
近

代
的
技
術
を
駆
使
し
て
、
自
分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
朝
と
な
く
晩
と
な
く
人
民
に

注
ぎ
込
む
」
こ
と
が
、
政
治
権
力
を
維
持
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
手
段
に
な
り
、

そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
陣
営
の
側
も
、
同
じ
よ
う
な
宣
伝
合
戦
を
繰
り
広
げ

る
　

人
々
が
こ
う
し
た
情
報
の
渦
に
ま
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う
現
代
社
会
で
は
、
人
々

が
自
分
自
身
の
頭
で
、
理
性
を
働
か
せ
な
が
ら
政
治
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
と
い

う
営
み
が
、
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
丸
山
は
、「
現
代
に
お
け
る
人

間
と
政
治
」（
一
九
六
一
年
）
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、「
イ
メ
ー
ジ
」
に
よ
る
精

神
の
支
配
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
は
、
異
な
る
政
治
的
立
場
の

人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
世
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
と
り
込
ま
れ
て
生
き
て

い
る
。「
内
側
の
住
人
と
外
側
の
世
界
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、『
世
の
中
』
の

イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
自
己
累
積
作
用
が
お
こ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
の
壁
が

ま
す
ま
す
厚
く
な
る
と
い
う
悪
循
環
」
が
起
き
て
い
る
と
丸
山
は
表
現
し
て
い
ま

す
。　

　

こ
の
時
代
で
は
も
は
や
、「
さ
ま
ざ
ま
の
『
虚
構
』、
さ
ま
ざ
ま
の
『
意
匠
』
の

な
か
に
し
か
住
め
な
い
の
が
、
私
達
の
宿
命
で
あ
る
」。
社
会
の
姿
を
リ
ア
ル
に

と
ら
え
、
理
性
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
、
政
治
に
参
加
す
る
個
人
が
、

成
り
立
つ
の
は
も
は
や
難
し
く
な
っ
た
。
そ
う
い
う
現
代
の
情
報
化
社
会
の
あ
り

方
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
が
発
表
さ
れ
た
六
〇
年
代
初
頭
よ
り
も
、
む

し
ろ
現
代
に
ぴ
っ
た
り
く
る
よ
う
な
指
摘
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
丸
山
の
警
告

は
早
す
ぎ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
現
代
社
会
の
病
理
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
丸
山

が
提
起
す
る
の
は
「
境
界
に
住
む
こ
と
の
意
味
」
で
す
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
イ

メ
ー
ジ
の
内
側
に
い
る
こ
と
は
所
与
の
条
件
と
し
て
、
同
じ
く
内
側
に
い
る
住
人

た
ち
と
実
感
を
共
有
し
続
け
る
。
そ
し
て
同
時
に
ま
た
、
外
か
ら
の
声
に
も
耳
を

傾
け
、
外
と
の
交
通
を
不
断
に
保
っ
て
ゆ
く
こ
と
。
そ
う
し
た
姿
勢
を
、
こ
の
論

文
で
は
提
起
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
人
間
理
性
へ
の
信
頼
を
抱
き
、
他
方
で
は
情
報
化
社
会

の
よ
う
な
現
代
的
条
件
を
厳
し
く
認
識
す
る
、
そ
の
二
つ
の
あ
い
だ
の
葛
藤
を
正

面
か
ら
見
つ
め
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
そ
の
困
難
を
の
り
こ
え
る
の
か
。
戦
後
の

丸
山
は
、
い
ま
紹
介
し
た
「
現
代
に
お
け
る
人
間
と
政
治
」
に
お
け
る
問
題
提
起

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
史
研
究
の
仕
事
、
あ
る
い
は
評
論
・
エ
ッ

セ
イ
の
な
か
で
、
こ
の
難
問
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
そ
う
し
た
仕
事
の
う
ち
、
一
点
だ
け
、「
教
養
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
す
。

三　
「
政
治
的
教
養
」
と
「
遊
び
」

　

丸
山
眞
男
の
師
で
あ
っ
た
政
治
哲
学
者
、
南
原
繁
は
戦
後
日
本
の
教
育
改
革
、

と
り
わ
け
現
在
の
大
学
制
度
の
発
足
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
人
物
で
も
あ
り

ま
し
た
。
旧
制
大
学
か
ら
新
制
大
学
へ
の
変
化
は
、
も
ち
ろ
ん
三
年
か
ら
四
年
に

009　政治のための教養.indd   15009　政治のための教養.indd   15 2015/03/02   15:50:422015/03/02   15:50:42



― 16 ―

な
っ
た
と
か
、
男
女
共
学
に
な
っ
た
と
か
、
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
の

な
か
で
重
要
な
の
は
、
専
門
教
育
あ
る
い
は
職
業
教
育
だ
け
で
は
な
く
て
、「
一

般
教
養
科
目
」
を
も
教
授
す
る
こ
と
を
大
学
の
重
要
な
役
割
と
し
て
規
定
し
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

実
は
こ
の
教
養
教
育
の
創
設
に
関
し
て
、
南
原
繁
が
非
常
に
大
き
な
働
き
を
し

た
こ
と
が
、
土
持
ゲ
ー
リ
ー
法
一
『
戦
後
日
本
の
高
等
教
育
改
革
政
策
』（
玉
川

大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
）
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
の
日
本
の
教

育
改
革
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
に
よ
っ
て
起
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実

際
に
は
日
本
側
が
か
な
り
の
程
度
、
具
体
案
を
作
っ
て
い
ま
す
。
特
に
高
等
教
育

に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
側
は
日
本
の
高
等
教
育
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ

た
の
で
、
ほ
ぼ
日
本
側
か
ら
考
え
た
案
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

と
き
の
中
心
の
一
つ
が
教
養
教
育
の
新
設
で
す
。

　

こ
う
し
た
高
等
教
育
改
革
に
着
手
す
る
の
と
前
後
し
て
、
南
原
繁
は
、「
新
日

本
の
建
設
」
と
い
う
講
演
（
一
九
四
五
年
十
一
月
）
を
、
東
大
の
法
学
部
長
と
し

て
学
生
に
対
し
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
学
教
育

に
は
「
政
治
的
教
養
」
が
大
事
だ
と
い
う
言
葉
が
見
え
ま
す
。「
政
治
的
教
養
」

に
つ
い
て
、
こ
の
講
演
で
は
「
人
は
国
民
た
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
の
以
前

に
、
各
自
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
『
人
間
』
と
し
て
自
己
の
理
性
と
良
心
と
に
従
っ
て

判
断
し
、
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
自
主
自
律
的
な
人
格
個
性
た
る
こ
と
が
根
本
で
あ

る
」
と
説
明
し
て
い
ま
し
た
。

　

南
原
繁
が
戦
後
の
大
学
に
一
般
教
養
科
目
を
導
入
し
た
と
き
の
「
教
養
教
育
」

の
モ
デ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
で
す
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
は
ち
ょ
う
ど
一
九
四
〇

年
代
に
教
育
改
革
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
担
当
委
員
会
が
ア
メ
リ
カ
の
大
学

に
お
け
るgeneral education

（
普
通
教
育
・
教
養
教
育
）
に
つ
い
て
の
プ
ラ

ン
を
書
い
た
長
い
本
、〝General Education in a Free Society

〞（1945

）

を
刊
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
南
原
も
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
報
告
書
は
、
大
学
の
学
士
課
程
教
育
を
含
むgeneral education

の
目

的
は
、
人
文
学
・
社
会
科
学
・
自
然
科
学
を
幅
広
く
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
学
生

が
「
よ
き
市
民
」
に
成
長
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
意

味
で
、
大
学
で
の
教
養
教
育
は
そ
の
ま
ま
「
政
治
的
教
養
」
に
結
び
つ
く
。
こ
の

理
想
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
戦
後
日
本
の
大
学
に
お
け
る
教
養
教
育
は
出
発
し
た
の

で
し
た
。
現
実
に
そ
の
後
六
十
年
の
時
間
を
へ
て
、
大
学
の
学
士
課
程
教
育
が
ど

う
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
は
割
愛
し
ま
す
。

　

丸
山
眞
男
の
方
は
、
大
学
教
育
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
稿
は
残
し
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
、『
春
曙
帖
』
と
い
う
ノ
ー
ト
に
書
き
付
け
て
い
た
内
容
が
、没
後
に
『
自

己
内
対
話
』（
み
す
ず
書
房
）
と
い
う
本
に
収
録
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
な
か
に
お
そ
ら
く
一
九
六
八
年
、
大
学
紛
争
の
さ
な
か
に
書
い
た
東
大
改
革

案
が
載
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、そ
れ
と
関
連
し
て
「
大
学
は
何
を
学
ぶ
と
こ
ろ
か
」

と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
ね
。

　

こ
の
文
章
の
な
か
で
丸
山
は
「『
遊
び
』
と
し
て
の
学
問
、
遊
び
に
専
念
す
る

場
と
し
て
の
大
学
」
と
「
専
門
化
し
、
分
化
し
た
知
識
の
市
場
と
し
て
の
大
学
」、

そ
う
い
う
二
つ
の
側
面
が
大
学
に
は
あ
る
と
指
摘
し
ま
す
。
後
者
は
い
わ
ゆ
る
専

門
教
育
・
職
業
教
育
の
こ
と
で
、
丸
山
は
「
問
題
解
決
の
具
と
し
て
の
学
問
」
と

も
呼
ん
で
い
ま
す
。
丸
山
は
、
前
者
、「『
遊
び
』
と
し
て
の
学
問
」
の
意
義
が
現
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代
に
お
い
て
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
と
お
そ
ら
く
考
え
て
、
ノ
ー
ト
で
は
そ
ち
ら

の
方
に
つ
い
て
詳
し
く
持
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

丸
山
は
前
者
に
つ
い
て
「『
問
題
』
を
前
提
と
し
な
い
学
問
で
あ
る
。
最
悪
の

学
問
教
育
は
、
問
題
解
決
の
具
と
も
な
ら
な
い
知
識
の
つ
め
こ
み
教
育
で
あ
る
」

と
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
ん
な
風
に
も
言
っ
て
い
る
。「
対
象
と
し
て
は
ど

ん
な
に
切
実
な
現
代
性
を
も
つ
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
、『
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
』
研
究
に
は
あ
そ
び
の
精
神
が
必
要
で
あ
り
、
意
味
が
あ
る
。
問
題
解
決
の
具

と
し
て
で
は
な
い
学
問
、
た
だ
無
限
の
対
話
（
自
己
内
対
話
を
ふ
く
む
）、
な
い

し
だ
べ
り
と
し
て
の
学
問
が
、
ど
こ
か
分
か
ら
ぬ
時
と
場
所
で
『
生
き
て
』
来
る

も
の
な
の
だ
。
こ
う
い
う
『
遊
び
』
と
し
て
の
学
問
は
紙
一
重
で
デ
カ
ダ
ン
ス
に

な
る
。
し
か
し
デ
カ
ダ
ン
ス
を
賭
さ
な
い
で
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
学
問
的
業
績

は
生
ま
れ
な
い
」。

　
「
遊
び
」
の
強
調
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
学
者
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン

ガ
の
著
書
、『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』（
一
九
三
八
年
）
を
た
ぶ
ん
背
景
と
し
て
い

る
で
し
ょ
う
。
人
間
は
物
を
つ
く
る
動
物
（
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
）
だ
と
い
う
普

通
の
理
解
に
対
し
て
、「
遊
び
」
も
人
類
の
様
々
な
文
化
の
な
か
で
、
歴
史
上
大

き
な
要
素
を
占
め
て
き
た
と
指
摘
し
た
お
も
し
ろ
い
本
で
す
。
実
は
一
九
六
三
年

に
出
た
日
本
語
訳
（
高
橋
英
夫
訳
）
の
本
が
、丸
山
文
庫
に
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
れ
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
の
な
か
で
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、「＜

日
常
生
活＞

と
は
別

の
あ
る
も
の
と
し
て
、
遊
戯
は
必
要
や
欲
望
の
直
接
的
満
足
と
い
う
過
程
の
外
に

あ
る
、い
や
、そ
れ
は
こ
の
欲
望
の
過
程
を
一
時
的
に
中
断
す
る
」（
高
橋
英
夫
訳
）

と
説
明
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
何
か
の
必
要
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
欲
望
を
満
た

す
た
め
に
活
動
す
る
の
で
は
な
く
、
遊
び
と
い
う
活
動
そ
れ
自
体
を
楽
し
む
こ
と

が
、
充
実
し
た
意
味
を
人
間
に
実
感
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
も
人
間
が
生
き
て
い
く

う
え
で
必
要
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
同
時
に
、
遊
び
に
は
ル
ー
ル
が
大
事
だ
と
い
う
の
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
考

え
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
議
論
は
政
治
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の

『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
の
な
か
に
は
、
先
ほ
ど
ふ
れ
た
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

を
批
判
し
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
九
三
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
で
は
や
っ
た

「
非
常
時
」（Ernstfall

）
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
議
論
で
し
た
。
こ
のErnstfall

と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
、
そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
「
ま
じ
め
な
時
間
」
と
い
う
意
味
に
な

り
ま
す
か
ら
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
性
質
は
ま
さ
し
く
「
遊
び
」

の
時
間
と
対
極
に
あ
る
。

　

そ
の
文
脈
で
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
代
表
作
で
あ
る
『
政

治
的
な
も
の
の
概
念
』（
一
九
三
三
年
改
訂
版
）に
対
す
る
批
判
を
述
べ
て
い
ま
す
。

『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
の
な
か
で
は
、Ernstfall

と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
は

あ
ま
り
登
場
し
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
類
似
し
た
、
日
常
性
と
対
立
す
る

「
例
外
状
況
」
の
概
念
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
多
く
用
い
ま
す
。
そ
の
「
例
外
状
況
」

に
お
い
て
友
と
敵
を
区
別
し
、
敵
を
殲
滅
す
る
。
そ
う
し
た
行
動
が
「
政
治
的
な

も
の
」
の
原
理
を
な
す
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
説
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
の
な
か
で
批
判
を
加

え
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
六
・
十
七
世
紀
の
君
主
た
ち
ど
う
し
の
戦
争
は
、

ル
ー
ル
を
守
り
、
兵
隊
た
ち
だ
け
が
戦
争
を
す
る
、
遊
び
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
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外
交
も
ま
た
同
様
で
す
。「
い
っ
た
い
、
遊
戯
規
則
を
遵
守
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

諸
民
族
、
諸
国
家
間
の
交
渉
の
場
合
の
よ
う
に
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

な
い
。
一
た
び
そ
れ
が
破
ら
れ
れ
ば
、
社
会
は
野
蛮
と
混
沌
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
そ
の
反
面
わ
れ
わ
れ
は
、
戦
争
と
い
う
も
の
は
、
威
信
を
求
め
て
行
な
わ

れ
る
原
始
的
な
遊
戯
に
形
式
と
内
容
を
与
え
る
闘
技
的
精
神
へ
回
帰
し
て
ゆ
く
も

の
で
も
あ
る
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」。

　

戦
争
を
遊
び
だ
と
言
い
切
っ
て
し
ま
え
ば
、
不
謹
慎
に
も
聞
こ
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
他
面
、
相
手
を
す
べ
て
殲
滅
す
る
ま
で
終
わ
ら
な
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
戦
争
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
歴
史
上
ど
ん
な
悲
劇
を
生
ん
で
き
た
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、「
遊
び
」
と
し
て
の
戦
争
の
方
が
ず
っ
と
ま
し
だ
と
わ

か
る
で
し
ょ
う
。
対
立
状
況
が
あ
っ
て
も
、
お
た
が
い
に
一
定
の
ル
ー
ル
の
範
囲

内
で
攻
撃
し
あ
い
、
適
当
な
と
こ
ろ
で
手
を
打
っ
て
ゲ
ー
ム
終
了
と
す
る
。
そ
う

い
う
戦
争
の
方
が
、
人
間
に
も
た
ら
す
被
害
は
は
る
か
に
小
さ
い
で
し
ょ
う
。
そ

れ
は
戦
争
だ
け
で
な
く
、
政
治
に
お
け
る
対
立
状
況
を
ど
う
克
服
し
、
共
存
に
導

く
か
と
い
う
過
程
に
つ
い
て
も
重
要
な
知
恵
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

丸
山
眞
男
に
よ
る
日
本
政
治
思
想
史
の
講
義
に
は
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
以
上
の
よ

う
な
議
論
を
頭
に
置
き
な
が
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
な
部
分
が
あ
り
ま
す
。

一
九
六
五
年
度
の
講
義
の
「
武
士
の
エ
ー
ト
ス
と
そ
の
展
開
」
と
い
う
章
（『
丸

山
眞
男
講
義
録
』
第
五
冊
、
東
京
大
学
出
版
会
、
七
一
頁
）
で
は
、
鎌
倉
時
代
の

武
士
た
ち
が
お
互
い
に
騙
し
討
ち
を
せ
ず
、
正
々
堂
々
と
闘
っ
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
「
戦
闘
は
ま
さ
に
互
い
に
武
者
と
し
て
の
身
分
的
等
質
性
を
意
識
し
あ
っ
た

も
の
が
対
等
に
、
一
定
の
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
フ
ェ
ア
に
行
う
と
こ
ろ
の
ゲ
ー

ム―

し
か
し
、
生
命
を
か
け
た
厳
粛
な
遊
戯
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
学
問
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
を
守
っ
た
「
遊
び
」
と
い
う
側
面

を
、
丸
山
眞
男
は
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
九
六
七
年
に
丸
山
が
鶴
見
俊
輔
さ
ん
と
行
な
っ
た
「
普
遍
的
原
理
の
立
場
」

と
い
う
対
談
が
あ
り
ま
す
（『
丸
山
眞
男
座
談
』
第
七
冊
所
収
）。
そ
の
な
か
で
、

徳
川
時
代
の
社
会
生
活
に
あ
っ
た
「
型
」
の
洗
練
を
丸
山
は
高
く
評
価
し
ま
し
た
。

「
型
を
磨
き
洗
練
す
る
こ
と
で
、
全
体
の
文
化
体
系
を
あ
れ
ほ
ど
に
完
成
し
た
社

会
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
以
外
に
は
な
い
」
と
い
っ
て
、
学
問
と
剣
道
、
さ
ら

に
遊
郭
で
の
遊
女
の
客
に
対
す
る
接
待
の
し
か
た
に
、「
型
」
が
生
き
て
い
た
例

を
見
て
い
ま
す
。
そ
し
て
丸
山
が
論
じ
る
の
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
よ
う
な
学
問

に
お
け
る
「
型
」
の
重
要
性
な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
一
定
の
方
法
と
か
、
論
理

的
読
解
力
と
か
、
表
現
力
の
「
型
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
初
め
て
独
創
性
の

あ
る
業
績
を
創
り
だ
し
、
人
々
に
説
得
的
に
提
示
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

大
学
に
お
け
る
「
遊
び
」
と
し
て
の
学
問
と
丸
山
が
言
っ
た
と
き
、
こ
う
し
た

「
型
」
を
ル
ー
ル
と
し
て
守
り
な
が
ら
行
な
う
「
遊
び
」
と
し
て
考
え
て
い
た
。

そ
う
読
ん
で
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
知
的
営
為
を
、
大
学

で
学
生
や
受
講
生
と
し
て
積
み
重
ね
る
こ
と
を
通
じ
て
、
政
治
に
お
け
る
対
話
に

向
け
た
思
考
能
力
と
感
覚
が
養
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が「『
遊
び
』と
し
て
の
学
問
」

と
い
う
言
葉
で
、
丸
山
が
大
学
教
育
に
つ
い
て
考
え
た
内
容
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。こ
こ
で
は
大
学
の
学
士
課
程
教
育
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
が
、

現
代
で
は
生
涯
教
育
の
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
大
学
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な

学
び
の
場
面
に
も
応
用
可
能
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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一
九
二
四
年
六
月
、
東
京
女
子
大
学
の
二
代
目
の
学
長
に
な
っ
た
安
井
て
つ
が

語
っ
た
「
就
任
の
辞
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
（『
学
友
会
雑
誌
』
五
号
、

一
九
二
六
年
三
月
掲
載
）。
そ
こ
に
は
、
こ
の
大
学
が
旨
と
す
るliberal 

education

の
理
念
に
つ
い
て
語
っ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。「College

に
は

Professional

の
性
質
を
有
つ
も
の
とLiberal

の
性
質
を
有
つ
も
の
が
あ
り
ま

す
。﹇
中
略
﹈
或
種
の
教
育
は
直
接
生
活
に
必
要
な
る
も
の
を
授
く
る
の
で
な
く
、

人
間
生
活
を
理
解
す
る
に
足
る
べ
き
根
本
知
識
を
与
え
て
、
特
別
の
仕
事
に
従
事

す
る
基
礎
を
造
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
職
業
教
育
の
基

礎
又
は
背
景
を
造
る
も
の
で
あ
っ
て
、
甲
は
直
に
教
育
の
結
果
を
予
想
し
、
乙
は

最
善
な
る
結
果
を
将
来
に
収
め
ん
が
た
め
に
其
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
を
重
大

視
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
甲
は
教
育
の
近
路
を
通
り
乙
は
迂
回
す
る
の
で
あ
り
ま

す
」。

　
「
近
路
」
を
ゆ
く
職
業
教
育
も
し
く
は
専
門
教
育
と
、「
迂
回
す
る
」
教
養
教
育
。

後
者
が
リ
ベ
ラ
ル
な
教
育
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
特
定
の
職
業
や
目
的
の
た
め
に
行

な
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
特
定
の
目
的
か
ら
一
歩
離
れ
た
態
度
で
や
っ
て
い

く
教
育
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
丸
山
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
遊
び
」
と
し
て
の

学
問
の
姿
に
通
じ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
「
遊
び
」
と
し
て
の
学
問
に
真
剣
に
触

れ
る
こ
と
が
、
自
由
な
人
間
と
し
て
政
治
の
事
柄
を
み
ず
か
ら
判
断
す
る
た
め
の

基
礎
訓
練
に
な
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
丸
山
が
大
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ

の
教
育
に
期
待
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

009　政治のための教養.indd   19009　政治のための教養.indd   19 2015/03/02   15:50:432015/03/02   15:50:43


