
第
五
回 

丸
山
真
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」 

  

今
回
は
丸
山
真
男
（
一
九
一
四
―
一
九
九
六
）
で
す
。
政
治
学
者
で
昭
和
二
十
一
年
五
月
、
雑
誌
『
世

界
』
に
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
を
発
表
し
て
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
丸
山
真
男
は
こ
の
論
文
一

篇
で
「
政
治
学
の
神
様
」
と
な
っ
た
、
現
在
で
も
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
す
ご
い
で
す
ね
、「
神

格
化
」。 

 

丸
山
真
男
の
思
想
傾
向
や
生
涯
に
わ
た
る
活
動
、
こ
れ
ら
は
か
な
り
の
著
作
が
出
て
い
ま
す
か
ら
省
き

ま
す
。
今
回
は
こ
の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」（『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
未
来
社
一
九
六
四
年
増
補
版
）

と
い
う
論
考
を
分
析
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
論
考
に
つ
い
て
、
橋
川
文
三
な
ど
の
批
判
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
何
か
的
を
外
し
た
批
判
と
し
か
読
め
ま
せ
ん
。
他
の
批
判
も
調
べ
ま
し
た
が
、
い
ま
一
つ

説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も
丸
山
真
男
の
「
永
久
革
命
」
な
ど
に
批
判
が
向
い
て
、
こ
の
論
考

そ
の
も
の
を
解
体
・
分
析
・
批
判
し
て
い
る
も
の
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る

と
思
い
ま
す(

問
１
～
４)

。 

 

（
超
国
家
主
義
） 

「
日
本
国
民
を
永
き
に
わ
た
っ
て
隷
従
的
境
涯
に
押
し
つ
け
、
ま
た
世
界
に
対
し
て
今
次
の
戦
争
を
駆
り

た
て
た
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
因
は
連
合
国
に
よ
っ
て
超
国
家
主
義
と
か
極
端
国
家
主
義
と
か
い

う
名
で
漠
然
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
ま

だ
十
分
に
究
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
」（
一
一
頁
） 

 

「
連
合
国
に
よ
っ
て
「
超
国
家
主
義
」
と
か
「
極
端
国
家
主
義
」
と
か
い
う
名
で
漠
然
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
神
道
指
令
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
国
家
と

神
道
を
分
離
せ
し
め
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
指
令
に
は
「
過
激
な
る
国
家
主
義
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
丸
山

真
男
が
語
っ
た
超
国
家
主
義
と
は
こ
の
神
道
指
令
に
あ
る
過
激
な
る
国
家
主
義
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
大
前
提
で
す
。
神
道
指
令
を
要
約
す
る
と
、「
天
皇
・
国
民
・
国
土
が
特
殊
な

る
起
源
を
も
ち
、
そ
れ
が
他
国
に
勝
る
と
い
う
理
由
か
ら
諸
国
・
諸
民
族
を
支
配
す
る
」
と
い
う
過
激
な

る
国
家
主
義
の
教
義
、
そ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
戦
争
ス
ロ
ー
ガ
ン
） 

「「
八
紘
為
宇
」
と
か
「
天
業
恢
弘
」
と
か
い
っ
た
い
わ
ば
叫
喚
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
形
で
現
わ
れ
て 

い
る
た
め
に
、
真
面
目
に
取
り
上
げ
る
に
値
し
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
が
と
も
か
く
「
我
が
闘
争
」
や
「
二
十
世
紀
の
神
話
」
の
如
き
世
界
観
的
体
系
を
持
っ
て
い
た
の

に
比
べ
て
、
こ
の
点
は
た
し
か
に
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
」（
一
一
頁
） 

  

八
紘
為
宇
は
第
一
回
で
述
べ
た
八
紘
一
宇
で
す
。
天
業
恢
弘
（
て
ん
ぎ
ょ
う
か
い
こ
う
）
は
神
武
天
皇



の
「
み
こ
と
の
り
」
で
す
。 

「
そ
の
地
（
く
に
）
は
、
必
ず
以
て
天
業
（
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
）
を
恢
（
ひ
ろ
）
め
弘
（
の
）
べ
て
、
天
下

（
あ
め
の
し
た
）
に
光
宅
（
み
ち
を
）
る
に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し
六
合
（
く
に
）」
の
中
心
（
も
な
か
）
か
」 

（
錦
正
社
『
み
こ
と
の
り
』
六
頁
） 

 

そ
の
地
と
い
う
の
は
塩
土
老
翁
（
し
ほ
つ
ち
の
を
ぢ
）
が
教
え
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
東
に
よ
い
土

地
が
あ
る
、
そ
の
示
唆
に
よ
っ
て
神
武
東
征
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
記
述
で
す
。 

「
豊
葦
原
の
千
五
百
秋
（
ち
い
ほ
あ
き
）
の
瑞
穂
国
は
、
是
吾
が
子
孫
（
う
み
の
こ
）
の
王
（
き
み
）
た

る
べ
き
地
（
く
に
）
な
り
。
宜
し
く
爾
皇
孫
（
い
ま
し
す
め
み
ま
）
就
（
ゆ
）
き
て
治
（
し
ら
）
せ
」 

 

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
天
壌
無
窮
の
詔
勅
に
あ
る
言
葉
で
す
。「
治
（
し
ら
）
す
」
こ
と
を
恢
弘
、
つ
ま
り
広

め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
し
ら
す
」
に
つ
い
て
は
第
三
回
で
詳
し
く
述
べ
ま
し
た
。 

 

丸
山
真
男
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
比
較
し
て
こ
う
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
「
真
面
目
に
取
り
上
げ
る
に

値
し
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
」
と
語
り
ま
す
。
終
戦
と
な
っ
て
軍
隊
は
解
体
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
神
道

指
令
や
公
職
追
放
令
な
ど
で
、
八
紘
一
宇
は
禁
止
さ
れ
超
国
家
主
義
者
は
追
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
悪
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
「
叫
喚
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
と
と
ら
え

た
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

（
精
神
的
君
主
た
る
ミ
カ
ド
） 

「
ま
ず
な
に
よ
り
、
我
が
国
の
国
家
主
義
が
「
超
」
と
か
「
極
端
」
と
か
い
う
形
容
詞
を
頭
に
つ
け
て
い

る
所
以
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
事
が
問
題
に
な
る
。
近
代
国
家
は
国
民
国
家
と
謂
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
む
し
ろ
そ
の
本
質
的
属
性
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
凡
そ
近
代
国
家
に
共
通
す
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
極
端
な
る
」
そ
れ
と
は
如
何
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」（
一
二
頁
） 

  

近
代
国
家
は
そ
も
そ
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
も
の
だ
と
い
う
説
明
で
す
。
こ
こ
で
は
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
国
家
主
義
は
同
じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
、
イ
コ
ー
ル
超
国
家
主
義
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
が
国
の
国
家
主
義
が
な
ぜ
超
国
家
主
義
と
い
わ

れ
る
の
か
、
そ
れ
が
丸
山
真
男
論
考
の
テ
ー
マ
で
す
。 

 

「
我
が
国
家
主
義
は
単
に
そ
う
し
た
衝
動
が
ヨ
リ
強
度
で
あ
り
、
発
現
の
し
方
が
ヨ
リ
露
骨
で
あ
っ
た
と

い
う
以
上
に
、
そ
の
対
外
膨
張
乃
至
対
内
抑
圧
の
精
神
的
起
動
力
に
質
的
な
相
違
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
真
に
ウ
ル
ト
ラ
的
性
格
を
帯
び
る
の
で
あ
る
」（
一
三
頁
） 

  

こ
れ
は
「
い
わ
ゆ
る
十
九
世
紀
末
の
帝
国
主
義
時
代
を
俟
た
ず
と
も
、
武
力
的
膨
張
の
傾
向
は
絶
え
ず

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
内
在
的
衝
動
を
な
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
」
と
い
う
こ
と
を
受
け
て
の
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
丸
山
真
男
は
「
精
神
的
君
主
た
る
ミ
カ
ド
」
に
言
及
し
ま
す
。 

 

（
教
育
勅
語
と
人
間
宣
言
） 



「
第
一
回
帝
国
議
会
の
招
集
を
目
前
に
控
え
て
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
国
家
が
倫
理
的

実
体
と
し
て
価
値
内
容
の
独
占
決
定
者
た
る
こ
と
の
公
然
た
る
宣
言
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
」（
一
五
頁
） 

  

丸
山
真
男
の
こ
の
文
章
を
解
読
す
る
た
め
に
は
、
教
育
勅
語
の
本
文
を
も
う
一
度
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
第
二
回
で
お
話
を
し
た
「
樹
徳
深
厚
」、
「
徳
を
樹
て
る
こ
と
深
厚
な
り
」
の
文
章
で
す
。
こ

の
「
徳
」
を
井
上
哲
次
郎
か
ら
国
民
道
徳
協
会
の
佐
々
木
盛
雄
に
至
る
ま
で
、
み
な
「
徳
目
」
だ
と
誤
解

し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
井
上
毅
の
い
う
「
君
治
の
徳
」
つ
ま
り
「
し
ら
す
」
と
い
う
天
皇
の
統
治
の

こ
と
で
し
た
。「
無
私
」「
公
（
お
お
や
け
）」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

右
の
文
章
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
丸
山
真
男
も
「
徳
目
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
倫

理
の
「
価
値
内
容
」
の
独
占
決
定
者
、
こ
れ
は
日
本
国
家
（
天
皇
）
が
「
徳
目
」
を
定
め
た
、
こ
う
誤
解

し
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
が
こ
の
論
考
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
丸
山
真

男
は
人
間
宣
言
に
つ
い
て
も
語
り
ま
す
。 

 

「
今
年
初
頭
の
詔
勅
で
天
皇
の
神
性
が
否
定
さ
れ
る
そ
の
日
ま
で
、
日
本
に
は
信
仰
の
自
由
は
そ
も
そ
も

存
立
の
地
盤
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
信
仰
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
国
家
が
「
国
体
」
に
於
て
真
善
美

の
内
容
的
価
値
を
占
有
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
学
問
も
芸
術
も
そ
う
し
た
価
値
的
実
体
へ
の
依
存
よ
り
ほ
か

に
存
立
し
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」（
一
五
頁
） 

  

当
時
は
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
す
。
そ
の
第
二
十
八
条
は
信
教
の
自
由
条
項
で
あ
っ
て
、「
日
本
臣
民
ハ

安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
で
し
た
。
世
を

乱
し
た
り
臣
民
の
義
務
に
背
く
の
は
そ
も
そ
も
論
外
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
を
制
限
付
き
と
い
う
の
は
言

い
過
ぎ
で
す
。
こ
れ
を
許
せ
ば
無
政
府
国
家
状
態
と
同
じ
で
す
。
現
行
憲
法
に
も
信
教
の
自
由
条
項
は
あ

り
ま
す
が
、
世
を
乱
し
た
り
国
民
の
義
務
に
背
く
こ
と
は
、
や
は
り
別
の
法
律
で
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

に
か
つ
て
は
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
も
あ
り
ま
し
た
し
、
法
の
内
容
は
と
も
か
く
、
昭
和
十
五
年
施
行

の
宗
教
団
体
法
で
は
教
派
神
道
十
三
派
、
仏
教
二
十
八
派
、
キ
リ
ス
ト
教
二
教
団
の
四
十
三
団
体
が
認
可

さ
れ
て
い
ま
す
。
信
仰
の
自
由
が
な
け
れ
ば
衝
突
も
各
派
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
「
人
間
宣
言
」
で
す
。
丸
山
真
男
は
「
詔
勅
で
天
皇
の
神
性
が
否
定
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
も
第
三
回
で
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
天
皇
現
人
神
論
は
宣
命
解
釈
の
誤
り
が
原
因
で
す
。
国
典
の
誤

っ
た
解
釈
を
分
析
せ
ず
に
、
日
本
に
お
け
る
信
仰
の
自
由
云
々
は
如
何
な
も
の
か
と
思
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
少
な
く
と
も
明
治
以
降
に
お
け
る
文
学
作
品
な
ど
に
国
家
（
価
値
的
実
体
）
へ
の
依
存
は
感
じ

ら
れ
ま
せ
ん
。
明
治
の
樋
口
一
葉
・
夏
目
漱
石
・
森
鴎
外
。
大
正
期
に
は
芥
川
龍
之
介
・
谷
崎
潤
一
郎
ら

が
い
ま
す
。
昭
和
戦
前
で
も
永
井
荷
風
や
石
川
達
三
な
ど
が
い
ま
し
た
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
盛
ん

で
し
た
。
彼
ら
の
作
品
が
必
ず
し
も
国
家
へ
の
依
存
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま

す
。 

 

し
た
が
っ
て
こ
の
文
章
は
、
非
常
に
大
雑
把
で
、
感
覚
的
で
、
学
術
的
な
検
証
を
欠
い
て
い
る
と
い
う

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 



「
国
家
活
動
が
国
家
を
超
え
た
道
義
的
基
準
に
服
し
な
い
の
は
、
主
権
者
が
「
無
」
よ
り
の
決
断
者
だ
か

ら
で
は
な
く
、
主
権
者
自
ら
の
う
ち
に
絶
対
的
価
値
が
体
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
一
七
頁
） 

  

こ
の
文
章
は
要
す
る
に
絶
対
主
義
的
天
皇
の
表
現
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
「
国
家
を
超
え
た
道
義
的
基

準
」
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
宗
教
的
と
か
普
遍
的
な
道
義
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
理
解

で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
文
章
は
次
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

 

「
そ
れ
が
「
古
今
東
西
を
通
じ
て
常
に
真
善
美
の
極
致
」
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
荒
木
貞
夫
「
皇
国
の

軍
人
精
神
」
八
頁
）。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
道
義
は
こ
う
し
た
国
体
の
精
華
が
、
中
心
的
実
体
か
ら
渦
紋
状

に
世
界
に
向
か
っ
て
拡
が
っ
て
行
く
と
こ
ろ
に
の
み
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。「
大
義
を
世
界
に
布
く
」
と
い

わ
れ
る
場
合
、
大
義
は
日
本
国
家
の
活
動
の
前
に
定
ま
っ
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
後
に
定
ま
る

の
で
も
な
い
。
大
義
と
国
家
活
動
と
は
つ
ね
に
同
時
存
在
な
の
で
あ
る
」（
一
七
頁
） 

「
道
義
は
こ
う
し
た
国
体
の
精
華
が
、
中
心
的
実
体
か
ら
渦
紋
状
に
世
界
に
向
か
っ
て
拡
が
っ
て
行
く
と

こ
ろ
に
の
み
成
り
立
つ
」
と
い
う
の
は
、
教
育
勅
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る
荒
木

貞
夫
は
第
五
回
で
述
べ
ま
し
た
が
、
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
の
『
敵
国
日
本
』
に
お
い
て
「
荒
木
は
ま
っ
た

く
の
侵
略
に
す
ぎ
な
い
政
策
を
、
宗
教
的
情
熱
で
う
わ
べ
を
飾
ろ
う
と
し
、
日
本
の
民
族
的
神
話
を
用
い

た
」（
八
七
頁
）
と
批
判
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
し
か
に
昭
和
戦
前
の
典
型
的
な
軍
人
の
一
人
で
は
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
荒
木
貞
夫
自
身
の
『
昭
和
日
本
の
使
命
』（
昭
和
七
年
）
か
ら
引
用
し
ま
す
。 

 

「
我
建
国
の
真
精
神
と
、
日
本
国
民
と
し
て
の
大
理
想
の
、
渾
然
た
る
融
和
合
一
の
示
現
と
も
称
す
べ
き

『
皇
道
』
は
、
そ
の
本
質
に
於
て
、
四
海
に
宣
布
し
、
宇
内
に
拡
充
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」（
二
八
頁
） 

 

「
日
本
は
、
日
本
だ
け
の
平
和
と
繁
栄
を
守
る
だ
け
で
満
足
す
べ
き
で
は
な
く
、
更
に
東
亜
の
天
地
に
そ

の
理
想
を
展
べ
、
更
に
更
に
広
く
こ
れ
を
世
界
に
及
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
大
理
想
は
、
皇
祖
神
武
天

皇
東
夷
御
親
征
の
大
事
業
を
畢
へ
さ
せ
給
ひ
、
大
和
の
橿
原
に
地
を
相
し
て
、
中
外
統
治
の
礎
地
を
定
め

ら
れ
た
る
と
き
、・
・
・
」（
三
四
頁
） 

 

「
明
治
、
大
正
の
両
時
代
を
通
じ
て
、
漸
次
に
興
隆
し
た
る
、
国
民
的
意
気
を
紹
述
し
て
、
更
に
こ
れ
を

建
国
の
大
精
神
と
合
致
せ
し
め
以
て
皇
道
を
四
海
に
宣
布
す
る
、
こ
れ
が
昭
和
日
本
の
真
使
命
で
あ
る
」（
四

九
頁
） 

  

昭
和
七
年
の
二
月
に
出
版
さ
れ
た
同
書
は
、
四
月
に
は
第
八
〇
版
と
な
り
ま
し
た
。
全
国
に
流
布
し
た

と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
満
州
事
変
の
原
因
に
支
那
の
日
本
軽
侮
が
あ
る
と
し
て
、
武
を
用
い
る
こ

と
も
降
魔
の
剣
を
揮
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
荒
木
貞
夫
の
膨
張
一
辺
倒
思
想
で

す
が
、
丸
山
真
男
は
こ
う
い
っ
た
言
説
が
超
国
家
主
義
の
表
現
だ
と
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
米
開
戦
直
後
に
あ
っ
た
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
や
ヒ
リ
ス
・
ロ
ー
リ
ィ
ら
の
日
本
観
に
通
じ
る
も
の
が
あ



る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

（
論
考
の
構
造
） 

 

こ
の
論
考
に
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
比
較
や
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ニ
ー
チ
ェ
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル 

ら
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
こ
の
論
考
の
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
天
皇
を
中
心
と
し
、
そ
れ
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
の
距
離
に
於
て
万
民
が
翼
賛
す
る
と
い
う
事
態
を
一
つ
の

同
心
円
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
心
は
点
で
は
な
く
し
て
実
は
こ
れ
を
垂
直
に
貫
く
一
つ
の
縦
軸
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
中
心
か
ら
の
価
値
の
無
限
の
流
出
は
、
縦
軸
の
無
限
性
（
天
壌
無
窮
の
皇
運
）

に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
二
六
頁
） 

  

非
常
に
観
念
的
で
す
が
、
教
育
勅
語
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
こ
の
構
造
は
簡
単
で
す
。
こ
れ
は
言
葉
で

説
明
す
れ
ば
や
や
こ
し
い
の
で
す
が
、
図
で
説
明
す
る
と
解
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。『
現
代
政
治
の
思

想
と
行
動
』
の
増
補
版
に
は
、「
追
記
お
よ
び
補
註
」
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
丸
山
真
男
は
そ
の
図
に

つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
な
お
昭
和
八
年
に
毎
日
新
聞
社
が
陸
軍
省
と
協
力
し
て
製
作
し
た
映
画
「
非
常
時
日
本
」
全
一
二
巻
の

中
で
は
、
荒
木
陸
相
の
演
説
を
背
景
と
し
て
次
の
よ
う
な
図
で
皇
道
の
構
造
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
恰

も
本
論
の
末
尾
に
述
べ
た
「
論
理
」
と
全
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
後
に
な
っ
て
発
見
し
た
の
で
参
考
ま

で
に
掲
げ
て
お
く
」（
四
九
五
頁
） 

                 



 
そ
の
図
を
こ
こ
に
示
し
ま
す
。 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

上
図
が
そ
れ
で
す
が
、
下
図
は
そ
の
構
造
を
教
育
勅
語
か
ら
書
き
換
え
た
も
の
で
す
。
上
下
の
図
は
完

ぺ
き
に
符
号
し
ま
す
。 

 

（
分
析
を
欠
い
た
論
考
） 

 

も
う
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
は
、
そ
れ
ま
で
一
般
的
だ
っ

た
教
育
勅
語
の
解
釈
を
基
本
に
、「
超
国
家
主
義
」
を
抽
象
的
な
文
章
で
表
し
た
も
の
だ
と
断
定
し
て
い
い

と
思
い
ま
す
。
教
育
勅
語
「
以
て
天
壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
す
べ
し
。
斯
の
道
は
、（
中
略
）
之
を
古
今
に

通
じ
て
謬
ら
ず
、
之
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
の
曲
解
さ
れ
た
解
釈
の
時
代
を
、
そ
の
現
象
面
の
み
と

ら
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

本
来
は
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
か
ら
「
臣
民
の
道
」
そ
し
て
敗
戦
に
至
る
時
代
の
批
判
だ
っ
た
か
も



し
れ
ま
せ
ん
が
、
丸
山
真
男
は
帝
国
憲
法
・
教
育
勅
語
か
ら
敗
戦
ま
で
を
ま
と
め
て
批
判
し
た
と
い
っ
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
に
こ
そ
、
丸
山
論
考
の
未
熟
さ
が
表
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
第
四
回
で

お
話
し
し
ま
し
た
が
、
帝
国
憲
法
と
教
育
勅
語
は
順
接
の
関
係
で
す
。
い
づ
れ
も
井
上
毅
が
深
く
関
与
し

ま
し
た
。
ま
た
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
と
「
臣
民
の
道
」
は
順
接
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は

帝
国
憲
法
・
教
育
勅
語
と
逆
接
の
関
係
で
す
。
丸
山
論
考
は
こ
の
決
定
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
外
し
て
い
ま
す
。 

 

天
皇
は
現
御
神
で
天
皇
御
親
政
を
理
想
と
す
る
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
は
、
帝
国
憲
法
に
反
す
る
考

え
方
で
す
。
帝
国
憲
法
に
は
現
人
神
も
天
皇
御
親
政
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
教
育
勅
語
に
も
あ
り
ま
せ

ん
。
丸
山
真
男
に
お
け
る
教
育
勅
語
の
解
釈
は
、
井
上
哲
次
郎
以
来
の
伝
統
的
な
曲
解
を
も
と
に
し
て
い

ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
図
を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
回
で
述
べ
た
通
り
、

教
育
勅
語
の
「
中
外
」
は
い
わ
ば
「
国
中
」
で
す
。
し
た
が
っ
て
論
考
に
あ
る
「
道
義
は
こ
う
し
た
国
体

の
精
華
が
、
中
心
的
実
体
か
ら
渦
紋
状
に
世
界
に
向
か
っ
て
拡
が
っ
て
行
く
と
こ
ろ
に
の
み
成
り
立
つ
」

は
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
教
育
勅
語
の
「
中
外
」
を
「
国
の
内
外
」
と
誤
解
し
て
解
釈
し
た
こ
と
の
上
に
あ

る
、
と
い
う
分
析
を
し
て
は
じ
め
て
学
術
的
な
も
の
に
な
る
と
言
え
ま
す
。 

 

天
皇
は
神
道
の
「
神
」
で
、
そ
の
国
家
神
道
は
天
皇
・
国
民
・
国
土
が
特
殊
な
起
源
を
も
つ
ゆ
え
他
国

に
優
越
し
、
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
他
国
他
民
族
に
日
本
の
支
配
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
教
義
を
含
む
。
こ
れ

が
戦
時
中
の
米
国
、
そ
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
神
道
指
令
の
考
え
方
で
し
た
。 

 

そ
れ
ゆ
え 

こ
の
論
考
は
神
道
指
令
を
基
本
と
し
、
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
の
『
敵
国
日
本
』
な
ど
の
日

本
観
を
参
考
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
、
こ
う
考
え
て
大
き
な
間
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
（
問
５
）。
で

す
か
ら
少
な
く
と
も
現
象
面
だ
け
を
描
け
ば
―
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』

の
東
京
駐
在
記
者
で
し
た
―
ほ
ぼ
事
実
の
よ
う
に
読
み
取
れ
ま
す
。 

 

し
か
し
問
題
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
い
う
超
国
家
主
義
な
る
も
の
の
論
理
の
生
成
過
程
、
そ
し
て
そ
の
推
進
力
の

分
析
で
す
。
丸
山
論
考
に
は
一
切
こ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
古
代
に
お
け
る
即
位
の
宣
命
を
読
み
誤
っ
て
天

皇
を
現
御
神
と
し
、
教
育
勅
語
の
「
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
を
「
世
界
中
ど
こ
の
国
で
お
こ
な
っ
て
も
、

決
し
て
ま
ち
が
い
の
な
い
道
」（
明
治
神
宮
『
明
治
天
皇
御
製
教
育
勅
語
謹
解
』
一
二
四
頁
）
と
曲
解
し
た
事
実
の

分
析
が
な
け
れ
ば
、
超
国
家
主
義
の
論
理
は
解
明
で
き
ま
せ
ん
。
丸
山
論
考
の
欠
陥
は
ま
さ
に
こ
の
点
で

す
。 

 

（
二
重
の
鵜
呑
み
史
観
） 

 

丸
山
真
男
は
非
常
に
巧
み
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
昭
和
二
十
一
年
五
月
に
発
表
の
際
は
、
こ
の
論
考
の

構
造
を
明
ら
か
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
教
育
勅
語
が
忘
れ
ら
れ
た
時
代
に
な
っ
て
、
追
記
に
「
非

常
時
日
本
」
の
図
を
引
用
し
ま
し
た
。
そ
し
て
丸
山
本
人
も
含
め
、
教
育
勅
語
の
曲
解
を
研
究
し
た
人
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
こ
の
論
考
は
高
い
評
価
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
橋
川
文
三
な
ど
も

こ
の
論
考
を
批
判
し
た
こ
と
は
最
初
に
述
べ
ま
し
た
。
し
か
し
橋
川
も
教
育
勅
語
の
曲
解
は
全
く
わ
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
的
外
れ
の
批
判
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。 

 

日
本
人
が
詔
勅
を
曲
解
し
た
。
そ
の
上
に
で
き
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
連
合
国
と
く
に
米
国
は
鵜
呑
み
に
し

た
。
さ
ら
に
米
国
な
ど
の
日
本
・
日
本
人
観
を
丸
山
真
男
は
鵜
呑
み
に
し
た
。
そ
れ
で
書
か
れ
た
の
が
こ



の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ば
「
二
重
の
鵜
呑
み
史
観
」（
問
６
）
と

で
も
い
う
の
が
丸
山
論
考
の
本
質
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

戦
後
の
我
が
国
に
お
い
て
、
誰
一
人
と
し
て
教
育
勅
語
の
曲
解
を
追
究
し
な
か
っ
た
ツ
ケ
が
、
丸
山
論

考
を
神
格
化
し
た
、
そ
う
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

                                



【
質
疑
応
答
】 

 

問
１ 

丸
山
真
男
の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
に
つ
い
て
、
批
判
が
少
な
い
と
の
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。
橋
川
文
三
の
批
判
を
な
ぜ
評
価
さ
れ
な
い
の
で
す
か
。 

回
答 

た
し
か
に
橋
川
文
三
は
「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」「
解
説
」（『
超
国
家
主
義
』
筑
摩
書
房
一
九

六
四
年
）
で
丸
山
論
考
を
批
判
し
ま
し
た
。
た
だ
、
批
判
の
内
容
は
核
心
を
突
い
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
機
会
で
す
か
ら
少
し
こ
の
「
昭
和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」「
解
説
」
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。 

  

橋
川
文
三
は
正
直
な
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

「
い
っ
た
い
何
が
超
国
家
主
義
で
あ
る
か
と
い
う
概
念
的
規
定
に
お
い
て
、
私
の
分
析
は
徹
底
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
全
体
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ブ
が
曖
昧
に
な
っ
た
こ
と
を
懸
念
す
る
」（
五
七
頁
） 

こ
う
い
う
よ
う
に
、
正
直
に
告
白
し
て
い
ま
す
。
丸
山
真
男
が
対
象
と
し
た
超
国
家
主
義
は
、
そ
の
論
考

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
神
道
指
令
等
で
定
義
し
た
「
過
激
な
る
国
家
主
義
」
と
同
じ
で
す
。 

橋
川
論
考
は
ま
ず
こ
の
点
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

「
ま
た
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
右
翼
者
に
お
い
て
、
超
国
家
主
義
を
自
認
し
、
自
称

す
る
も
の
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
は
や
は
り
留
意
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
そ

れ
ら
の
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
超
国
家
主
義
の
概
念
規
定
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
」（
同
） 

橋
川
文
三
が
対
象
と
し
た
超
国
家
主
義
は
や
は
り
曖
昧
で
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
大
正
期
か
ら
昭
和
戦

前
の
思
想
傾
向
に
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
こ
と
で
超
国
家
主
義
を

把
握
で
き
る
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
丸
山
真
男
が
「
連
合
国
に
よ
っ
て
超
国
家
主
義
と
か
極
端
国
家
主
義

と
か
い
う
名
で
漠
然
と
呼
ば
れ
」
（
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
一
一
頁
）
た
も
の
を
究
明
し
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
少
し
奇
異
な
感
じ
が
し
ま
す
。
た
と
え
ば
「
国
家
神
道
」
で
す
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
神
道

指
令
で
定
義
し
た
そ
の
根
拠
を
検
証
せ
ず
に
、
観
念
的
に
こ
れ
を
語
る
論
者
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
橋

川
論
考
の
超
国
家
主
義
も
同
じ
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

問
２ 

橋
川
文
三
は
な
ぜ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
を
重
要
視
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
。 

回
答 

丸
山
真
男
は
「
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
民
的
開
放
の
課
題
を
早
く
か
ら
放
棄
し
、
国
民
主

義
を
国
家
主
義
に
、
さ
ら
に
超
国
家
主
義
に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
・
・
・
」（「
日
本
に
お
け
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
究
極
が
超
国
家
主
義
と
い
う
こ
と

で
す
。
た
だ
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
は
特
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
、
橋
川
文
三
で
す
。 

「
そ
れ
は
い
わ
ば
日
本
超
国
家
主
義
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
一
般
か
ら
区
別
す
る
特
質
の
分
析
で
あ
っ
て
、
日
本

の
超
国
家
主
義
を
日
本
の
国
家
主
義
一
般
か
ら
区
別
す
る
視
点
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
」（
九
頁
） 

橋
川
の
整
理
に
お
け
る
日
本
の
超
国
家
主
義
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
一
般
と
区
別
さ
れ
、
日
本
の
国
家
主
義
一

般
と
も
区
別
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
た
だ
し
フ
ァ
シ
ズ
ム
一
般
や
国
家
主
義
一
般
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
も
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん
。 



い
ず
れ
に
せ
よ
丸
山
真
男
が
超
国
家
主
義
の
解
明
に
つ
い
て
、「
上
か
ら
の
演
繹
」
を
手
法
と
し
て
用
い
た

こ
と
と
対
照
的
に
、
橋
川
文
三
は
昭
和
戦
前
に
特
徴
的
だ
っ
た
事
案
か
ら
帰
納
法
に
よ
っ
て
超
国
家
主
義

の
概
念
的
規
定
を
試
み
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

問
３ 

帰
納
法
に
よ
っ
て
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。 

回
答 

橋
川
文
三
は
、
大
正
後
期
に
遡
り
、
安
田
財
閥
の
安
田
善
次
郎
暗
殺
事
件
に
お
け
る
朝
日
平
吾
の

「「
死
の
叫
び
声
」
が
そ
の
後
の
日
本
超
国
家
主
義
の
歴
史
に
「
も
っ
と
も
は
や
い
先
駆
」
と
し
て
の
地
位

を
占
め
る
こ
と
は
疑
え
な
い
は
ず
で
あ
る
」（
二
〇
頁
）
と
位
置
付
け
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
橋
川
文
三
「
昭

和
超
国
家
主
義
の
諸
相
」
は
む
し
ろ
丸
山
真
男
の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
よ
り
は
「
日
本
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
」
に
重
な
っ
て
い
ま
す
。 

丸
山
の
対
象
は
あ
く
ま
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
い
う
超
国
家
主
義
で
す
。
こ
れ
は
彼
の
文
章
か
ら
明
確
で
す
。
し
か

し
橋
川
は
独
自
の
超
国
家
主
義
を
追
究
し
ま
し
た
か
ら
、
丸
山
批
判
と
し
て
は
的
外
れ
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。 

「
ご
く
大
雑
把
に
図
式
化
し
て
い
え
ば
、
私
は
日
本
の
超
国
家
主
義
は
、
朝
日
・
中
岡
・
小
沼
（
正
）
と

い
っ
た
青
年
た
ち
を
原
初
的
な
形
態
と
し
、
北
一
輝
（
別
の
意
味
で
は
石
原
莞
爾
）
に
お
い
て
正
統
な
完

成
形
態
に
到
達
す
る
も
の
と
考
え
、
井
上
日
召
・
橘
孝
三
郎
ら
は
そ
の
一
種
中
間
的
な
形
象
と
み
な
し
て

い
る
」（
二
三
頁
） 

い
ま
出
て
き
た
朝
日
平
吾
は
安
田
善
次
郎
、
中
岡
艮
一
は
原
敬
を
暗
殺
し
た
犯
人
で
す
。
朝
日
平
吾
は
自

殺
し
ま
し
た
が
、
中
岡
は
裁
判
に
お
い
て
無
期
懲
役
と
な
っ
て
い
ま
す
。
当
然
で
す
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
こ
れ

ら
を
以
っ
て
超
国
家
主
義
者
と
は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
天
皇
・
国
民
、
そ
し
て
国
土
が
特
殊
な
る
起
源
を

持
ち
、
そ
れ
ら
が
他
国
に
優
る
と
い
う
理
由
か
ら
日
本
の
支
配
を
他
国
他
民
族
に
及
ぼ
す
、
こ
れ
が
Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
い
う
超
国
家
主
義
で
す
。
こ
れ
を
対
象
と
し
な
い
超
国
家
主
義
論
は
、
し
た
が
っ
て
丸
山
批
判
に
は

相
当
し
な
い
、
そ
う
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。 

 

問
４ 

最
近
の
丸
山
論
考
批
判
は
ど
ん
な
傾
向
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

図
書
館
で
見
る
限
り
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
丸
山
真
男
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
が
何
冊
か
出
て
い
ま

す
。
以
下
、「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
に
関
す
る
部
分
を
読
ん
で
み
ま
す
。
敬
称
は
略
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

二
〇
〇
一
年
五
月
、
長
谷
川
宏
『
丸
山
真
男
を
ど
う
読
む
か
』
講
談
社
現
代
親
書 

「
敗
戦
に
よ
っ
て
事
態
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。
ど
う
変
わ
る
べ
き
な
の
か
。
答
え
は
「
超
国
家
主
義
の
論

理
と
心
理
」
の
結
語
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
」（
八
〇
頁
） 

こ
の
結
語
は
「
日
本
軍
国
主
義
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
八
・
一
五
の
日
は
ま
た
同
時
に
、
超
国
家
主
義
の

全
体
系
の
基
盤
た
る
国
体
が
そ
の
絶
対
性
を
喪
失
し
今
や
始
め
て
自
由
な
る
主
体
と
な
っ
た
日
本
国
民
に

そ
の
運
命
を
委
ね
た
日
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
で
す
。
し
か
し
そ
も
そ
も
こ
の
結
語
は
、
教
育
勅
語
の

誤
っ
た
解
釈
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
す
が
、
同
書
に
そ
の
分
析
は
な
く
、
教
育
勅
語
解
釈
の
検
証
も
あ
り



ま
せ
ん
。 

 

二
〇
〇
五
年
十
一
月
、
竹
内
洋
『
丸
山
真
男
の
時
代
』
中
公
新
書 

「
敗
戦
直
後
に
、
丸
山
は
一
連
の
論
考
を
発
表
し
た
。（
中
略
）
そ
の
な
か
で
も
有
名
な
論
文
「
超
国
家
主

義
の
論
理
と
心
理
」
は
、
日
本
が
通
り
ぬ
け
て
き
た
ば
か
り
の
時
期
を
対
象
に
し
た
鋭
い
考
察
で
あ
る
」（
一

四
頁
） 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
国
家
が
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
い
う
と
こ
ろ
の
中
性
国
家
、
つ
ま
り
国
家
主
権
が

形
式
的
な
法
機
構
に
よ
っ
て
倫
理
的
価
値
に
対
し
て
は
中
立
的
立
場
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
の
国
家

主
義
は
教
育
勅
語
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
内
容
的
価
値
の
実
体
を
も
っ
て
統
治
し
た
か
ら
で
あ

る
」（
一
六
六
頁
） 

 

丸
山
論
考
を
「
鋭
い
考
察
」
と
評
価
し
要
約
す
る
の
み
で
、
論
考
の
分
析
や
批
判
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

二
〇
〇
六
年
四
月
『
丸
山
真
男
』
河
出
書
房
新
社 

 

同
書
で
は
小
熊
英
二
、
佐
藤
卓
己
が
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
論
考
の
分

析
や
教
育
勅
語
解
釈
の
検
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
道
場
親
信
は
米
谷
匡
史
と
の
対
談
に
お
い
て
、
同
論

考
と
「
追
記
お
よ
び
補
註
」
に
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
肝
心
の
論
考
分
析
と
教
育
勅
語
に
は
触
れ

て
い
ま
せ
ん
。
平
野
敬
和
も
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
と
「
追
記
お
よ
び
補
註
」
を
と
り
あ
げ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
分
析
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

二
〇
〇
六
年
五
月
、
苅
部
直
『
丸
山
真
男
』
岩
波
新
書 

「「
超
国
家
主
義
」
論
文
は
、
昭
和
の
世
に
軍
部
と
政
府
と
国
民
を
お
お
い
つ
く
し
た
、
暴
力
的
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
そ
の
「
思
想
構
造
乃
至
心
理
的
基
盤
」
の
解
明
を
試
み
る
。
そ
れ
は
、
明
治
時
代

の
教
育
勅
語
い
ら
い
、
日
本
の
近
代
に
お
い
て
、
国
家
が
「
倫
理
的
実
体
と
し
て
価
値
内
容
の
独
占
的
決

定
者
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
」（
一
四
一
頁
） 

「
丸
山
に
よ
る
、
「
超
国
家
主
義
」
あ
る
い
は
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
精
神
構
造
の
分
析
は
、
「
倫
理
の

内
面
化
」[

集
３
ー
５]

を
達
成
し
、「
主
体
的
意
識
」
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
は
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
内

面
の
敵
と
闘
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」（
一
四
四
頁
） 

 

批
判
ら
し
き
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
要
約
を
述
べ
た
だ
け
で
す
。
残
念
な
の
は
、
一
九
四
七

年
の
「
世
界
」
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
津
田
左
右
吉
論
考
の
要
約
を
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
追
究
を
し
て
い

な
い
こ
と
で
す
。 

「
天
皇
の
権
威
の
源
泉
は
宗
教
的
な
も
の
と
し
て
の
「
神
」
に
あ
り
、
国
家
が
「
道
徳
的
価
値
の
決
定
者
」

で
あ
る
と
す
る
思
想
は
、
近
年
の
「
い
は
ゆ
る
超
国
家
主
義
者
軍
国
主
義
者
」
が
こ
し
ら
え
た
も
の
で
あ

り
、
明
治
の
教
育
勅
語
に
も
、
さ
ら
に
古
代
か
ら
の
伝
統
の
中
に
も
な
か
っ
た
。
津
田
は
そ
う
説
い
て
、

例
外
現
象
に
す
ぎ
な
い
昭
和
の
「
超
国
家
主
義
」
の
特
色
を
、
明
治
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
の
は
不
当

だ
と
し
た
の
で
あ
る
。[

津
田
１
９
４
７
、
集
６
ー
２
４
９]

」（
一
四
三
頁
） 

 

む
ろ
ん
、
第
七
回
で
お
話
し
し
た
通
り
、
津
田
左
右
吉
は
「
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
」
等
を
読
み
誤
っ



て
い
ま
す
。
国
典
に
「
天
皇
＝
現
御
神
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
例
外
現
象
に
す
ぎ
な
い
昭
和
の
「
超

国
家
主
義
」
の
特
色
を
、
明
治
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
の
は
不
当
だ
」
と
い
う
見
解
に
は
、
重
要
な
見

方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
詳
細
を
詰
め
れ
ば
、
あ
る
い
は
根
拠
の
あ
る
批
判
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 

問
５ 

丸
山
真
男
は
ヒ
ュ
ー
・
バ
イ
ア
ス
な
ど
を
読
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

丸
山
の
『
自
己
内
対
話
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、
そ
の
「
一
九
四
八
年
ノ
ー
ト
か
ら
の
抜
萃
」

に
バ
イ
ア
ス
『T

h
e
 

J
a

p
a

n
 

E
n

e
m

y

』
（『
敵
国
日
本
』）
の
要
約
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
抄
訳
は
昭
和

二
十
一
年
「
世
界
」
の
１
・
２
号
に
掲
載
さ
れ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
丸
山
が
読
ん
で
い
た
可
能
性

は
高
い
と
思
い
ま
す
。 

 

問
６ 

終
戦
直
後
の
「
二
重
の
鵜
呑
み
史
観
」
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
後
の
状
況
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。 

回
答 

や
は
り
今
日
で
も
丸
山
真
男
の
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
は
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
終
戦
直
後
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
我
が
国
で
は
こ

れ
を
そ
の
構
造
か
ら
分
析
・
批
判
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
同
様
な
海
外
の
著
作
が
翻
訳
さ
れ
て
話
題
に

な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
』（
二
〇
〇
二
年 

岩
波
書
店
）
、
ハ
ー
バ

ー
ト
・
ビ
ッ
ク
ス
『
昭
和
天
皇
』（
二
〇
〇
二
年 

講
談
社
）
な
ど
で
す
。 

 

し
か
し
こ
れ
ら
も
新
聞
記
事
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
盛
り
込
ん
だ
だ
け
の
読
み
物
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま

す
。
た
と
え
ば
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
』
の
第
一
〇
章
は
「
天
か
ら
途
中
ま
で
降
り
て
く
る
」
で
す
が
、

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
人
間
宣
言
」
の
分
析
は
お
粗
末
で
す
。『
続
日
本
紀
』
な
ど
に
あ
る
即
位
の
宣
命

の
検
証
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
も
そ
も
木
下
道
雄
の
『
宮
中
見
聞
録
』
に
は
ま
っ
た
く
言
及
が
あ
り
ま
せ

ん
。
少
な
く
と
も
第
三
回
で
お
話
し
し
た
「
現
御
神
止
」、
こ
の
解
釈
が
語
れ
ら
な
い
「
人
間
宣
言
」
論
は

分
析
に
値
し
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
『
昭
和
天
皇
』
で
は
「
皇
道
」「
現
人
神
」「
聖
戦
」
等
々
、
昭
和
戦
前
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が

何
回
も
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
な
ぜ
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
ま
っ
た
く
記
載
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
人
間
宣
言
」
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
留
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
雑
把
に
い
う
と
、
両
著
と
も
昭
和
戦
前
に
お
け
る
日
本
精
神
史
の
分
析
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、

と
て
も
学
術
的
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
彼
ら
に
は
詔
勅
の
曲
解
な
ど
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

教
育
勅
語
の
曲
解
が
も
た
ら
し
た
前
代
未
聞
の
あ
の
時
代
。
Ｄ
・
Ｃ
・
ホ
ル
ト
ム
が
「
近
代
日
本
の
歴
史

の
生
ん
だ
も
っ
と
も
有
名
で
重
要
な
文
書
で
あ
る
」
と
語
っ
た
、
そ
の
教
育
勅
語
の
解
釈
に
も
ま
っ
た
く

関
心
を
示
し
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
知
る
日
本
人
助
言
者
も
皆
無
だ
っ
た
と
断
定
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
教
育
勅
語
の
「
中
外
」
や
宣
命
の
「
現
御
神
止
」
を
本
格
的
に
検
証
し
た
も
の
は
、
拙
著
『
日

米
の
錯
誤
』
ま
で
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
す
。 

 

あ
の
複
雑
な
昭
和
史
は
、
と
く
に
そ
の
精
神
史
は
、
主
要
な
論
理
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
、
何
が
そ

の
推
進
力
と
な
っ
た
の
か
、
こ
の
分
析
を
欠
い
て
の
解
明
は
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
日
本
の
読



者
も
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
海
外
研
究
者
が
紹
介
す
る
豊
富
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
む
こ
と

で
納
得
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
は
第
四
回
で
詳
し
く
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
お
よ
そ
昭
和
戦
前
は
、
帝
国
憲
法
と
教
育
勅
語
が
順

接
の
関
係
、
こ
れ
が
基
本
で
す
。
そ
し
て
天
皇
機
関
説
排
撃
・
国
体
明
徴
声
明
・
二
・
二
六
事
件
・
文
部

省
「
国
体
の
本
義
」
が
や
は
り
順
接
の
関
係
。
た
だ
し
前
者
と
後
者
は
逆
接
の
関
係
で
す
。
こ
こ
を
明
ら

か
に
し
な
い
昭
和
史
は
ど
う
し
て
も
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
必
然
で
す
。
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
、
ハ
ー

バ
ー
ト
・
ビ
ッ
ク
ス
と
も
に
、
こ
こ
を
明
確
に
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
我
が
国
の
多
く
の
論
者
も
こ
の
点
は

同
じ
で
す
。 

 

そ
の
意
味
で
は
、「
二
重
の
鵜
呑
み
史
観
」
は
間
違
い
な
く
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

   


