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宿
津
諭
吉
は

誤
読
さ
れ
て
い
る

そ
の
論
説
を
虚
心
に
読
め
ば
福
津
こ
そ
現
代
に
通
じ
る
真
の
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
だ

渡
辺

『福
津
諭
吉
全
集
』
は
、
私
の
学
生

時
代
に
は
ま
だ
完
結
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
福
揮
の
書
い
た
主
要
な
文

献
は
慶
躍
の
図
書
館
に
整
っ
て
い
ま
し
た

の
で
、
後
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

作
品
は
、
ほ
ほ
読
ん
で
い
ま
し
た
。

大
き
な
政
治
的
、
経
済
的
な
で
き
ご
と

が
起
こ
る
と
、
福
津
な
ら
ど
ん
な
発
言
を

す
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
考
え
る
ク
セ
の
よ

う
な
も
の
が
私
に
は
身
に
つ
い
て
い
ま
す
。

簿諭吉Iま誤読されている

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

福
津
諭
吉
は
、

「西
洋
事
情
」
を
出
版
し

て
か
ら
最
後
の

『修
身
要
領
』
に
至
る
ま
で
、

休
む
こ
と
な
く
書
き
続
け
た
言
論
人
で
す
。

カ
レ
ン
ト
な
テ
l
マ
を
論
じ
続
け
て
き
ま

し
た
か
ら
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
考
え

方
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
論
理

矛
盾
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
幕

末
の
三
十
三
年
、
維
新
後
の
三
十
三
年
間
、

あ
た
か

「
恰
も
一
身
に
し
て
ニ
生
を
経
る
が
如
く
、

作
の
心

力
吉
坊

の
諭
両

氏
漂

ω

辺
徳
司

渡
一
時
間

私
は
福
津
研
究
者
で
は
な
い
し
、
も
と

よ
り
日
本
思
想
史
の
研
究
者
で
も
な
い
け

れ
ど
も
、
福
津
の
論
説
に
親
し
み
こ
れ
を

自
分
の
も
の
に
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で

は
、
か
な
り
の
福
津
読
み
だ
と
い
う
自
負

が
あ
り
ま
す
。

昨
年
の
十
二
月
に
拓
大
総
長
の
任
期
が

満
了
に
な
り
、
多
少
の
ゆ
と
り
が
で
き
ま

し
た
の
で
、
ひ
た
す
ら
福
津
を
読
み
直
し

て
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
得
た
直
観
と
い
い

一
人
に
し
て
両
身
あ
る
が
如
く
」
生
き
て
、

六
十
六
で
死
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
男

の
思
想
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
の

は
、
よ
ほ
ど
の
原
理
主
義
者
で
も
な
い
か

ぎ
り
あ
り
得
ま
せ
ん
。
現
実
の
社
会
の
虚

実
を
見
つ
め
て
苦
悶
す
る
筆
致
そ
の
も
の

が
福
津
思
想
だ
、
と
い
う
見
方
を
私
は
と

り
ま
す
。
あ
れ
ほ
ど
の
多
元
的
な
思
想
的

巨
人
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
見
方
じ
ゃ
な

い
と
、
真
実
は
探
り
当
て
ら
れ
ま
せ
ん
。

戦
後
の
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
こ
れ
は
、

こ
ん
に
ち
、
ま
す
ま
す
強
い
も
の
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
イ
ズ
ム
の
底
に
あ
る

の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
否
定
で
す
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
嫌
悪
感
と
い
っ
て

も
い
い
。

一
体
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
七
十
年
以

上
も
経
っ
て
い
ま
す
。
東
西
冷
戦
も
終
わ
っ

た
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

中
国
の
膨
張
に
よ

っ
て
「
新
冷
戦
」
時
代
が

始
ま
っ
て
も
い
ま
す
。

渡
辺
利
夫

ま
す
か
、
こ
こ
が
福
津
の
論
説
の
ポ
イ
ン

ト
だ
と
思
え
る
と
こ
ろ
を
切
り
抜
い
て
、

私
な
り
の
「
福
揮
語
録
」
を
つ
く
り
、
一
気

か
せ
い

阿
成
と
い
う
と
言
い
過
ぎ
で
す
が
、
六
カ

月
ほ
ど
で
書
き
上
げ
た
の
が
、
こ
の

「士
魂

福
揮
諭
吉
の
真
実
』
で
す
。

今
ま
で
の
日
本
人
の
福
津
理
解
と
い
い

ま
す
か
、
福
揮
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、

あ
ま
り
に
せ
せ
こ
ま
し
く
、
自
分
た
ち
が

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
福
揮
を
閉
じ
込
め

て
き
た
。
逆
に
、
自
分
た
ち
が
こ
う
あ
っ

て
ほ
し
い
と
思
う
福
津
像
を
拡
大
照
射
し

て
、
そ
れ
を
勝
手
に
福
津
思
想
と
名
づ
け

あ
ま
り
に
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の

警
戒
感
に
、
私
は
正
直
も
う
う
ん
ざ
り
で

す
。
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
て
、

こ
の
ま
ま
で
は
二
十

一
世
紀
の
日
本
は
も

た
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
さ
え
あ

り
ま
す
。
福
津
が
も
し
生
き
て
い
た
と
し

た
ら
、
日
本
の
現
状
を
見
て
、
ど
う
発
言

し
た
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
い
う
空
想
を

す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

人
間
は
他
の
生
命
体
と
同
じ
く
、
い
や
、

ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
根
本
に
お

い
て
私
（
わ
た
く
し
）
で
す
。
私
（
し
）
で
す
。

個
の
｜
｜
個
人
の
個
で
す
｜
｜
個
の
私
情

こ
そ
が
、
至
上
の
価
値
を
持
つ
、
そ
う
い

う
存
在
が
人
閉
じ
ゃ
な
い
か
、
と
福
揮
は

考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

外
国
に
対
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
や
同

胞
と
し
て
の
私
情
が
湧
き
出
し
て
く
る
。

つ
ま
り
、
国
民
と
し
て
の
私
情
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
感
情
が
湧
き
出
て
こ
な

、，、
8
e

い
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
を
、
福
津
は
侃
蜘
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心
と
言
っ
た
り
報
国
心
と
言
っ

て
い
ま
す
。

外
国
が
私
情
と
偏
頗
心
を
露
に
し
て
い

る
以
上
、
自
分
た
ち
も
こ
の
心
を
重
ん
じ

な
け
れ
ば
日
本
は
も
た
な
い
。
そ
う
い
う

思
考
が
福
津
の
心
の
底
に
は
あ
り
ま
し
た
。

現
代
の
日
本
を
見
て
い
る
と
、
福
揮
の

こ
の
主
張
か
ら
ま
す
ま
す
遠
い
と
こ
ろ
に

来
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も

の
を
い
か
に
し
て
掴
も
う
か
と
必
死
に

な
っ
て
い
た
福
揮
に
対
し
て
、
現
代
人
は

三
つ
去
す
ん

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
胡
散
臭
く
、
嫌
悪

す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

福
津
と
言
え
ば
文
明
開
化
論
者
で
あ
る
、

と
人
は
い
い
ま
す
。
そ
の
主
要
著
作
が

『文

明
論
之
概
略
』
だ
と
も
い
い
ま
す
。
こ
れ
は

私
も
否
定
し
ま
せ
ん
。
知
識
人
に
日
本
近

代
の
名
著
を
三
つ
挙
げ
よ
と
い
え
ば
、

『文

明
論
之
概
略
』
が
大
抵
入
り
ま
す
。
幕
末
か

ら
明
治
の
初
期
に
お
い
て
、
日
本
を
文
明

化
の
道
を
進
ま
せ
ん
と
説
い
た
本
だ
と
い

う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
主
張
す
る

を
取
り
上
げ
て
つ
く
ら
れ
た
の
が

一
般
的

な
福
津
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
福
津
諭
吉
が
一

万
円
札
の
肖
像
に
な
っ
て
い
る
理
由
も
、

ま
さ
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
故
で
し
ょ
う
ね
。

し
か
し
、

『学
問
の
す
、
め
』
の
第
七
編

を
よ
く
読
ん
で
ほ
し
い
。
こ
の
第
七
編
と

い
う
の
が
、
福
津
思
想
の
中
核
に
あ
る
と

て

い

ち

ゅ

う

や

せ

が

ま

ん

こ
ろ
の
の
ち
の

『丁
丑
公
論
』
や
『靖
我
慢

の
せ
っ

之
説
』
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

福
津
研
究
者
は
指
摘
し
ま
せ
ん
。
想
像
す

ら
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

論雷除講読さ机ている

マ
ル
チ
ル
ド
ム
と
は

福i

｜
｜
第
七
編
に
出
て
く
る
マ
ル
チ
ル
ド

ム
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。

渡
辺
殉
死
と
訳
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う

ね
。
こ
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
以
来
、

私
自
身
、

『学
問
の
す
、
め
」
の
読
み
方
は

随
分
と
変
わ
り
ま
し
た
。
第
七
編
で
福
揮

は
、
政
府
の
暴
力
（
暴
政
）
に
人
民
は
い
か

人
は
、

「文
明
論
之
概
略
』
の
第
十
章
を
ぜ

ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

あ
き
ら
か

「
内
外
の
区
別
を
明
に
し
て
我
本
国
の
独

立
を
保
つ
こ
と
な
り
。
而
し
て
こ
の
独
立

ほ
か

を
保
つ
の
法
は
文
明
の
外
に
求
む
べ
か
ら

ず
。
今
の
日
本
国
人
を
文
明
に
進
む
る
は

こ
の
国
の
独
立
を
保
た
ん
が
た
め
の
み
。

故
に
、
国
の
独
立
は
目
的
な
り
、
国
民
の

文
明
は
こ
の
目
的
に
達
す
る
の
術
な
り
」

文
明
と
独
立
と
ど
ち
ら
が
大
切
か
と
問

え
ば
、
も
ち
ろ
ん
独
立
の
ほ
う
が
重
要
で

あ
る
。
文
明
は
独
立
を
達
成
す
る
た
め
の

手
段
だ
と
福
揮
は
断
言
す
る
の
で
す
。
こ

の
結
論
に
達
す
る
た
め
に
、
第
一

章
か
ら

第
九
章
ま
で
を
書
き
進
め
、
そ
し
て
第
十

章
に
到
達
し
て
い
る
の
で
す
。
第
十
章
を

読
み
込
め
ば
読
み
込
む
ほ
ど
福
揮
の
痛
い

ほ
ど
の
心
情
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
ま
さ

に
こ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
大
著
を
書

い
た
の
で
す
。
こ
の
部
分
を
、
福
揮
の
惑

い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ス

に
抗
す
る
か
と
問
う
て
三
策
を
提
示
し
て

い
ま
す
。
一

が
「
節
を
屈
し
て
政
府
に
敵
対

す
る
」
、
二
が
「
力
を
以
て
政
府
に
敵
対
す

せ

い

り

ま

も

り

す

っ

る
」
、
三
が
「
正
理
を
守
て
身
を
棄
る
」
で
す
。

こ
の
う
ち
ど
れ
を
取
る
べ
き
か
。
福
揮

は
ベ
ス
ト
は
第
三
策
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

「
正
理
を
守
て
身
を
棄
る
」
と
は
、
「
天
の
道

理
を
信
じ
て
疑
わ
ず
、
如
何
な
る
暴
政
の

も

と

か

こ

く

く

る

し

下
に
居
て
、
い
か
な
る
苛
酷
の
法
に
碧
め

わ
が
こ
こ
ろ
す
し

ら
る
〉
も
、
そ
の
苦
痛
を
忍
び
て
我
志
を

た
ず
き

挫
く
こ
と
な
く
、
一
す
の
兵
器
を
携
え
ず
、

た

だ

と

な

え

片
手
の
力
を
用
い
ず
、
唯
正
理
を
唱
て
政

う
れ
え

府
に
迫
る
こ
と
な
り
」
と
説
き
、
「
世
を
患

あ
る
い

て
身
を
苦
し
め
、
或
は
命
を
落
す
も
の
を

西
洋
の
語
に
て
『
マ
ル
チ
ル
ド
ム
』
と
云
う
」

と
い
い
ま
す
。

マ
ル
チ
ル
ド
ム
と
は

E
R
q邑。
E
と
い
う
英
語
で
す
が
、
殉
死

の
こ
と
で
す
。

天
賦
人
権
説
や
社
会
契
約
説
に
よ
り
、

日
本
社
会
に
新
規
範
を
示
そ
う
と
し
た
福

津
が
、
こ
の
よ
う
な
旧
時
代
そ
の
ま
ま
の

ト
は
捉
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
や

っ
ぱ

り
福
津
の
読
み
込
み
方
の
間
違
い
で
す
。

－
｜
｜
「
学
問
の
す
、
め
』
の
「
天
は
人
の

上
に
：
：
：
」
の
影
響
が
大
き
い
で
す
ね
。

渡
辺

『学
問
の
す
、
め
』
は
、
福
揮
を
し

て
福
揮
た
ら
し
め
、
福
揮
の
名
を
高
か
ら

し
め
た
最
初
の
衝
撃
的
な
著
作
で
す
。
彼

て
ん
ぷ

を
天
賦
人
権
説
の
男
だ
と
言
っ
た
り
、
文

明
開
化
論
者
と
言
っ
た
り
、
啓
蒙
主
義
者

と
言
っ
た
り
、
欧
化
主
義
者
と
言
っ
た
り
、

そ
う
い
う
表
現
の
す
べ
て
は
『学
問
の
す
、

め
』
か
ら
出
て
い
ま
す
。

「学
問
の
す
、
め
」
は
、
実
は
そ
ん
な
簡
単

な
文
章
で
は
な
い
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

『学
問
の
す
、
め
』
と
い
う
著
作
は

一
気
に

書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
時
に

応
じ
て
書
き
進
め
た
長
期
に
わ
た
る
論
説

の
い
わ
ば
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
必
ず
し

も
首
尾
一
貫
し
て
は
い
な
い
。
最
初
の
三
、

四
編
は
、
文
字
通
り
天
賦
人
権
説
と
社
会

契
約
説
に
立
脚
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
だ
け

精
神
の
構
え
を
最
上
策
と
し
て
提
示
す
る

と
い
う
の
は
、
確
か
に
意
外
な
こ
と
で
す
。

け
れ
ど
も
、
福
津
の
の
ち
の
思
想
を
見

て
い
る
と
、
こ
れ
は
す
こ
し
も
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
第
七
編
が
書
か

れ
た
の
は
、
明
治
七
年
の
三
月
末
日
で
す
。

こ
の
時
期
が
ど
ん
な
世
相
だ
っ
た
か
と
い

う
と
、
維
新
に
よ
っ
て
特
権
を
奪
わ
れ
た

不
平
士
族
に
よ
る
反
乱
が
続
発
し
た
頃
で

す
。
そ
の
先
駆
け
に
な
っ
た
の
が
、
前
司

法
卿
（
司
法
大
臣
）
江
藤
新
平
に
よ
る
佐
賀

の
乱
で
す
。
こ
の
乱
は
大
久
保
利
通
率
い

る
新
政
府
軍
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
、
江
藤

き
ょ
う
し
ゅ

は
巣
首
の
刑
と
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
事
件
を
背
景
に
、
福
揮
が
マ
ル
チ

ル
ド
ム
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は

想
像
し
て
い
ま
す
。
西
郷
隆
盛
は
征
韓
論

に
敗
れ
て
下
野
し
て
い
ま
し
た
。
江
藤
は
、

当
然
、
西
郷
に
加
勢
を
求
め
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
西
郷
は
は
っ
き
り
と
こ
れ
を

拒
否
し
ま
す
。
そ
の
う
え
で
西
郷
は
、
「
殉
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死
の
道
を
選
べ
」
と
い
う
た
ぐ
い
の
こ
と
を

言
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

実
は
、
福
揮
は
西
郷
と
は
面
識
が
あ
り

ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
次
の
よ

う
な
経
緯
で
福
津
は
西
郷
の
こ
と
を
知
っ

た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
想
像
し
て
い
ま

す
。
福
津
の
慶
踏
義
塾
の
門
下
生
に
、
中

津
藩
の
増
田
宗
太
郎
と
い
う
人
物
が
い
ま

し
た
。「
福
翁
自
伝
」
に
よ
る
と
、
増
田
は

福
揮
を

一
度
は
暗
殺
し
よ
う
と
企
ん
だ
の

で
す
が
、
そ
の
後
、
福
津
と
い
う
人
物
に

惚
れ
慶
膳
義
塾
に
入
っ
た
人
物
で
す
。

増
田
は
、
西
南
戦
争
勃
発
の
報
に
接
す

る
や
、
「
中
津
藩
に
は
戻
る
な
」
と
い
う
福

津
ら
の
引
き
留
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義

塾
を
辞
め
て
中
津
に
帰
り
、
中
津
隊
を
率

い
て
西
南
戦
争
に
参
加
、
城
山
で
西
郷
と

と
も
に
自
刃
し
ま
す
。
こ
の
増
田
を
通
じ

て
、
福
揮
は
西
郷
と
い
う
人
物
の
器
量
を

知
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

正
理
を
詩
々
と
説
い
て
正
理
に
殉
ず
る
人

福簿諭吉lま誤読されている

務
省
を
同
じ
よ
う
に
見
て
い
ま
し
た
。
こ

の
点
を
さ
ら
に
あ
か
ら
さ
ま
と
い
う
か
、

露
悪
的
に
表
現
し
た
も
の
が
『
通
俗
国
権

論
』
で
す
。
明
治
十
一
年
の
論
説
で
す
。
彼

き
ん
じ
ゅ
う

は
、
世
界
は
禽
獣
、
つ
ま
り
け
だ
も
の
の

世
界
だ
と
い
い
ま
す
。
日
本
が
独
立
を
維

持
す
る
に
は
、
軍
事
力
の
強
化
が
不
可
欠

だ
と
い
う
主
張
を
初
め
て
前
面
に
押
し
出

し
た
も
の
が
『通
俗
国
権
論
』
で
す
。

世
界
は
国
家
を
基
本
単
位
と
し
そ
れ
ぞ

れ
が
政
府
を
い
た
だ
い
て
競
い
合
っ
て
い

る
。
列
強
諸
国
は
、
国
力
の
伸
長
を
求
め

て
ア
ジ
ア
諸
国
の
開
園
、
属
領
化
、
植
民

ま
い
し
ん

地
化
に
遁
進
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況

下
に
あ
っ
て
ひ
と
り
日
本
の
み
が
高
尚
な

る
文
明
を
求
め
よ
う
と
努
め
て
も
、
そ
の

努
力
は
無
に
帰
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
大

い
に
あ
る
。
こ
の
禽
獣
世
界
で
日
本
が
生

き
延
び
て
い
く
の
に
は
、
士
風
、
士
魂
を

ぎ
よ
う

擁
し
た
指
導
者
の
も
と
国
家
と
し
て
の
凝

し
ゅ
う
り
よ
〈

集
力
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

物
だ
と
、
福
揮
は
西
郷
を
見
抜
い
て
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

西
郷
隆
盛
と
佐
倉
惣
五
郎

『学
問
の
す
、
め
』
の
第
七
編
を
読
ん
で
み

る
と
、
「
マ
ル
チ
ル
ド
ム
を
実
践
し
た
歴
史

上
の
人
物
は
、
佐
倉
惣
五
郎
た
だ
一
人
」
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
佐
倉
惣
五
郎
と
い
う

人
物
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
な
ど
に
よ
っ
て
随
分
と

脚
色
さ
れ
て
、
庶
民
の
人
気
を
博
し
た
人

物
で
す
。
お
そ
ら
く
福
揮
は
西
郷
と
い
う

人
物
を
惣
五
郎
に
仮
託
し
て
言
い
た
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
、
想
像
し
て
い
ま
す
。

西
南
戦
争
と
は
文
字
通
り
の
戦
争
で

あ
っ
て
、
マ
ル
チ
ル
ド
ム
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
西
南
戦
争
は
、
西
郷
の

意
に
反
し
た
私
学
校
生
徒
の
暴
発
だ
と
私

は
見
て
い
ま
す
。
西
郷
は
私
学
校
の
生
徒

『丁
丑
公
論
』
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
支
え

る
精
神
の
構
え
を
論
じ
た
も
の
だ
と
す
れ

ば、

「通
俗
国
権
論
』
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
裏
付
け
ら
れ
た
強
兵
の
必
要
性
を
主

張
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

周
辺
に
膨
張
主
義
の
中
国
を
抱
え
て
い
る

の
に
、
こ
の
期
に
及
ん
で
な
お
極
め
て
限

定
的
な
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
し
か
容
認

で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
代
日
本
の
恥
ず

べ
き
体
た
ら
く
で
す
。

三つつれ』

「
今
の
禽
獣
世
界
に
処
し
て
最
後
に
訴
う

じ
ゅ
う
り
よ
〈

べ
き
道
は
必
死
の
獣
力
に
あ
る
の
み
」

こ
れ
が
「通
俗
国
権
論
』
の
問
題
提
起
で

あ
り
、
か
つ
結
論
で
す
。
憲
法
九
条
が
あ

る
か
ら
日
本
は
平
和
を
保
っ
て
い
ら
れ
る

と
左
翼
リ
ベ
ラ
ル
は
言
い
た
い
よ
う
で
す

が
、
福
揮
は
愚
論
だ
と
否
定
し
て
い
ま
す
。

「
百
巻
の
万
国
公
法
は
数
門
の
大
砲
に
若

か
ず
、
幾
冊
の
和
親
条
約
は
一
匿
の
（
ひ
と

箱
の
）
弾
薬
に
若
か
ず
。
大
砲
弾
薬
は
以
て

あ

そ

な

え

あ

ら

有
る
道
理
を
主
張
す
る
の
備
に
非
ず
し
て

の
後
を
つ
い
て
死
に
場
所
を
求
め
九
州
山

地
を
さ
ま
よ
い
、
最
後
に
城
山
で
自
刃
し

た
と
い
う
の
が
本
当
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。
福
津
の
言
、
つ
マ
ル
チ
ル
ド
ム
の
体
現

者
は
西
郷
隆
盛
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の

が
、
私
の
見
立
て
で
す
。
こ
の
西
郷
思
想

を
は
っ
き
り
と
建
言
し
た
も
の
が
『丁
丑
公

論
』
で
あ
り
、

『癖
我
慢
之
説
」
で
す
。
そ
う

し
た
見
方
を
再
確
認
で
き
た
こ
と
が
、
今

回
の
福
津
読
み
返
し
の
収
穫
で
す
。

｜
｜
士
魂
や
マ
ル
チ
ル
ド
ム
を
現
代
に

例
え
れ
ば
、
様
々
な
こ
と
が
思
い
起
こ
さ

れ
ま
す
。
た
と
え
ば
外
務
省
批
判
が
そ
う

で
す
。
武
力
の
背
景
の
な
い
丸
腰
の
外
務

省
に
果
た
し
て
何
が
で
き
る
の
か
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
。

渡
辺

ま
っ
た
く
で
す
。
投
致
問
題
一
つ

と
っ
て
み
て
も
ね
。
結
局
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
背
負
う
と
い
う
気
概
な
く
外
交
を

や
っ
て
い
く
と
、
今
の
外
務
省
み
た
い
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
福
津
も
当
時
の
外

無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
な
り
」
。
つ
ま
り

万
国
公
法
・
和
親
条
約
も
兵
力
を
前
に
す

れ
ば
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
前
段
で
言

い
、
後
段
で
は
、
兵
力
と
は
も
と
も
と
は

存
在
し
な
い
道
理
を
敢
え
て
つ
く
り
出
す

も
の
だ
と
さ
え
い
い
ま
す
。

ひ
き

外
交
に
関
し
て
も
、
弓
を
「
引
て
放
た
ず

い
き
お

満
を
持
す
る
の
勢
い
を
張
る
」
国
民
の
気
力

と
兵
力
の
後
ろ
盾
を
持
た
な
い
外
務
省
が

交
渉
を
通
じ
て
外
交
を
決
す
る
こ
と
な
ど

で
き
は
し
な
い
と
い
い
ま
す
。
現
代
の
リ

ベ
ラ
リ
ス
ト
の
幼
稚
さ
を
あ
ざ
笑
っ
て
い

る
よ
う
な
こ
の
論
説
が
、
も
う
百
四
十
年

前
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
現
代
の
立
憲
主
義
者
批
判
に
も

通
じ
ま
す
。
ま
っ
た
く
、
あ
の
立
憲
主
義

者
た
ち
の
猛
々
し
き
を
、
福
揮
が
生
き
て

い
た
ら
、
な
ん
と
見
る
だ
ろ
う
か
。
安
保

法
制
に
反
対
す
る
憲
法
学
者
の
生
硬
な
議

論
を
聞
い
て
い
る
と
、
「
憲
法
栄
え
て
国
滅

ぶ
」
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
民
権
と
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国
権
と
い
う
概
念
が
出
て
き
ま
す
。

じ
巴
し
よ
う
げ
ん

ー
ー
そ
の
次
に
書
い
た

『時
事
小
言
』
に

あ
る
言
葉
で
す
ね
。

渡
辺

『時
事
小
言
』
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー

ド
が
、
民
権
と
国
権
で
す
。
自
分
は
、
民

権
論
を
大
い
に
歓
迎
す
る
。
し
か
し
、
民

権
を
伸
長
し
国
会
を
開
設
し
て
も
、
ど
の

よ
う
な
国
柄
の
国
家
を
建
設
す
べ
き
か
、

と
い
う
肝
心
の
問
題
を
議
論
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
民
権
な
ど
論
じ
た
と
こ
ろ
で
詮

無
い
こ
と
だ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
。

り

わ

き

ざ

え

か

〈

ち
ゅ
う

「
僅
話
に
、
青
螺
が
殻
中
に
収
縮
し
て
愉

快
安
堵
な
り
と
思
い
、
そ
の
安
心
の
最
中

た
ち
ま

か
く
が
い

に
忽
ち
殻
外
の
喧
嘩
異
常
な
る
を
聞
き
、

ひ

そ

か

う

か

が

あ

に

窃
に
頭
を
伸
ば
し
て
四
方
を
窺
え
ば
、
山
一旦

は
か

す
で

か

ら

う

お
い
ち

計
ら
ん
や
身
は
既
に
そ
の
殻
と
共
に
魚
市

モ
じ
よ
う

の
温
上
に
在
り
と
い
う
こ
と
あ
り
」

国
家
と
い
う
殻
が
外
敵
に
よ
っ
て
壊
さ

れ
て
し
ま
え
ば
、
国
民
の
生
命
や
財
産
を

守
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
福
津
と
い
う
文
章
家
は
比
轍

簿諭吉1i誤読されている

な
清
国
の
圧
力
を
受
け
て
、
日
本
も
危
う

い
と
考
え
た
知
識
人
が
、
福
揮
で
す
。
朝

鮮
を
蔑
視
す
る
ど
こ
ろ
か
開
化
派
の
金
玉

均
や
朴
泳
孝
に
対
す
る
福
揮
の
思
い
入
れ

は
、
「
恋
」
と
い
う
ほ
ど
に
強
い
も
の
で
し
た
。

朝
鮮
の
開
化
派
と
事
大
派
と
の
血
で
血

を
洗
う
争
い
、
そ
し
て
朝
鮮
と
清
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
『
士
魂
』
の
中
で
コ
ン
パ

ク
ト
に
論
じ
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
そ
ち
ら

を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
福

揮
が
『脱
亜
論
』
を
書
い
た
最
大
の
契
機
は
、

こ
う
し
ん

甲
申
事
変
（
明
治
十
七
年
の
開
化
派
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
）
の
首
謀
者
に
対
す
る
残
酷
を

極
め
た
刑
罰
に
あ
り
ま
し
た
。

し
ゃ
ば

「
人
間
婆
婆
世
界
の
地
獄
は
朝
鮮
の
京
城

ニ
の

〈

に

も

〈

に
出
現
し
た
り
。
我
輩
は
此
国
を
目
し
て

む
し

よ
う

ま

野
蛮
と
評
せ
ん
よ
り
も
、
寧
ろ
妖
魔
悪
鬼

の
地
獄
固
と
云
わ
ん
と
欲
す
る
者
な
り
」
と

最
大
級
の
表
現
で
朝
鮮
を
難
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
処
刑
に
直
接
手
を
下
し
た
の
は
た
し

か
に
朝
鮮
の
事
大
派
官
僚
だ
け
れ
ど
も
、

が
実
に
た
く
み
で
す
ね
。

福
揮
は
、

『学
問
の
す
、
め
』
を
書
い
て

啓
蒙
思
想
家
と
し
て
国
民
の
前
に
立
っ
た

人
物
で
す
。
民
権
と
国
権
に
分
け
れ
ば
、

本
来
は
民
権
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
は
ず

で
す
。
し
か
し
、
禽
獣
の
世
界
に
あ
っ
て

国
家
的
危
機
に
対
す
る
に
は
、
権
道
（
国
権
）

し
か
な
い
。
「
我
輩
は
権
道
に
従
う
者
な
り
」

と
福
津
は
宣
言
し
て
い
ま
す
。
自
由
民
権

運
動
は
明
治
十
年
代
に
起
こ
り
ま
す
が
、

福
揮
の
ど
こ
を
読
ん
で
も
そ
れ
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
言
説
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
教
科
書

な
ど
を
見
る
と
、
自
由
民
権
運
動
イ
コ
ー

ル
福
津
諭
吉
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
間
違
い
で
す
。
福
揮
は
徹
底
し
た
リ
ア

リ
ス
ト
で
す
。
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
に
通
じ

る
考
え
方
の
持
ち
主
で
も
あ
り
ま
し
た
。

戦
後
日
本
の
知
識
人
、
特
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
等
に
関
わ
る
人
た
ち
は
、
リ
ア
リ
ズ

ム
に
目
覚
め
て
ほ
し
い
。
目
覚
め
る

一
つ

の
方
法
は
、
同
じ
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ

そ
れ
を
指
揮
し
た
の
は
紛
れ
も
な
く
支
那

人
だ
と
福
揮
は
断
じ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
開

化
派
の
処
刑
に
つ
い
て
福
揮
は
、

『
時
事
新

報
」
の
明
治
十
八
年
二
月
二
十
三
日
付
け
と

二
十
六
日
付
け
の
二
回
に
わ
た
っ
て
書
き

ま
す
。
二
十
日
後
の
三
月
十
六
日
付
け
の

『時
事
新
報
』
に
は
、
激
情
を
抑
え
き
れ
ず

「脱
亜
論
』
を
認
め
ま
し
た
。
期
待
が

一
挙

に
絶
望
に
反
転
し
た
の
で
す
か
ら
、
人
間

な
ら
当
然
そ
う
い
う
感
情
に
襲
わ
れ
る
の

も
致
し
方
な
い
。
福
津
ほ
ど
の
人
物
で
あ
っ

て
も
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
す
。
『
脱
亜
論
」

と
い
う
た
っ
た
ひ
と
つ
の
文
章
を
見
て
、

福
津
は
根
っ
か
ら
の
朝
鮮
蔑
視
論
者
だ
と

評
す
る
の
は
い
か
に
も
軽
率
で
す
。

『
脱
亜
論
』
は
、
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で

五
枚
半
ほ
ど
の
長
さ
の
も
の
で
す
。
そ
の

企
句

”
し
》
金
の

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
「
亜
細
亜
全
洲
の
中

あ

り

あ

ら

た

に
在
て
新
に
一
機
軸
を
出
し
、
主
義
と
す

た
だ

あ

る
所
は
唯
脱
亜
の
二
字
に
在
る
の
み
」
と
言

ぃ
、
第
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
で
、
「
悪
友

て
い
た
明
治
の
福
揮
の
論
説
に
目
を
通
す

こ
と
が
、
何
よ
り
の
妙
薬
と
信
じ
ま
す
。

な
ぜ
『脱
亜
論
』を
書
い
た
か

｜
｜
い
ま
ま
で
の
お
話
が
『士

魂

福

津

諭
吉
の
真
実
」
と
い
う
ご
本
の
肝
に
当
た
る

と
こ
ろ
で
す
ね
。

渡
辺
こ
こ
で
論
を
閉
じ
て
も
い
い
の
で

す
が
、
福
津
と
い
え
ば
朝
鮮
蔑
視
論
者
あ

る
い
は
脱
亜
論
者
と
い
う
左
翼
陣
営
か
ら

の
批
判
は
や
む
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。
最

後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
私
見
を
少
し
述

べ
て
み
ま
す
。

福
津
が
朝
鮮
蔑
視
論
者
だ
と
い
う
の
は
、

福
揮
の
本
心
を
知
ら
ず
に
の
ち
の

『脱
亜

論
」
を
か
じ
っ
て
の
稚
拙
な
決
め
つ
け
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
明
治
の
あ
の
時
代
に
あ
っ
て
、

福
津
ほ
ど
朝
鮮
近
代
化
の
必
要
性
を
論
じ

た
人
は
他
に
い
ま
せ
ん
。
朝
鮮
が
近
代
化

し
て
清
国
か
ら
独
立
し
な
け
れ
ば
、
強
大

ま
由

を
親
し
む
者
は
共
に
悪
名
を
免
か
る
べ
か

お
い

ら
ず
。
我
れ
は
心
に
於
て
亜
細
亜
東
方
の

悪
友
を
謝
絶
す
る
も
の
な
り
」
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
福
揮
は
こ
の
後
も
朝
鮮
論
を

書
き
続
け
ま
す
。
実
際
の
福
揮
は
『脱
亜
論
」

の
執
筆
後
も
朝
鮮
と
謝
絶
な
ど
し
て
は
い

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
帝
国
主
義
時
代
の

パ
ワ
1
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
波
が
極
東
の
地

ま
で
及
ん
で
き
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い

事
実
で
す
か
ら
、
以
降
の
福
津
の
朝
鮮
論

に
は
、
パ
ワ
l
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
の
論
理
が

だ
ん
だ
ん
と
強
く
入
り
込
ん
で
い
き
、
福

津
一
流
の
論
理
が
構
成
さ
れ
て
い
く
の
で

す
。

図

わ
た
な
べ
と
し
お

1
9
3
9
年
、
甲
府
市
生
ま
れ
。
慶
慮
義
霊
大
学
卒
業
。
経
済
学

博
士
。
筑
波
大
学
教
授
、
東
京
工
業
大
学
教
授
を
経
て
、
拓
殖
大

学
総
長
。
外
務
省
国
際
協
力
有
識
者
会
議
議
長
｛
前
）
。
第
W
期
学

術
会
議
会
員
。
ア
ジ
ア
政
経
晶
子
会
理
事
長
（
元
）
、
山
梨
総
研
理
事

長
。
2
0
1
1
年
、
正
論
大
貨
を
受
賞
。
著
書
と
し
て
『成
長
の

ア
ジ
ア
停
滞
の
ア
ジ
ア
」
（
吉
野
草
逗
君
、

『開
発
経
済
学
｜
経

済
学
と
現
代
ア
ジ
ア
』
（
大
平
正
芳
記
念
賞
）
、『
西
太
平
洋
の
時
代
』

（
ア
ジ
ア
太
平
洋
貧
大
賞
）
、

『神
経
。症
の
時
代
わ
が
内
芯
る
森
田

正
馬
』
（
開
高
健
賞
）
、『
放
哉
と
山
頭
火
死
を
生
き
る
』
は
ど
が
あ

り
、
最
新
作
は
『
士
魂
福
津
諭
吉
の
真
実
』。
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