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も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
社
会
は

本
当
に
終
末
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

モ
ノ
と
束
の
間
の
快
楽
に
あ
ふ
れ
、

日
常
は
何
の
破
綻
も
想
定
せ
ず
、
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
装
う
。

し
か
し
、
何
か
不
気
味
な
も
の
に
社
会
の
中
心
が

蝕
ま
れ
て
い
く
気
配
だ
け
は
確
実
に
あ
る
。

サ
リ
ン
と
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
は
、
そ
ん
な
社
会
の
象
徴
だ
。

恐
怖
を
風
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
件
を
ゴ
シ
ッ
プ
の
種
に
お
と
し
め
で
は
な
ら
な
い
。

極集
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超
官
僚
主
義
教
団
の
終
末
観

オ
ウ
ム
真
理
教
一
な
ぜ

ハ
ル
ド
ン
』
確
信
し
た
か
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偲
谷
さ
ん
控
致
事
件
↓
地
下
鉄
サ
リ
ン
事

件
↓
オ
ウ
ム
真
理
教
強
制
捜
索
と
、
三
月
は

め
ま
ぐ
る
し
く
事
件
が
展
開
し
た
。
こ
の
原

稿
を
書
い
て
い
る
四
月
七
日
現
在
、
ま
だ
上

九
一
色
村
を
は
じ
め
と
す
る
オ
ウ
ム
施
設
の

捜
索
が
続
い
て
い
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
は
果

指
揮
系
統
)
も
特
定
で
き
な
い
と
、
オ
ウ
ム

真
理
教
の
疑
惑
が
事
実
で
あ
っ
た
と
は
言
え

な
い
の
だ
。
犯
行
の
事
実
が
法
廷
で
立
証
さ

れ
る
ま
で
、
「
推
定
無
罪
」
(
訴
追
の
段
階
で

は
、
被
疑
者
は
無
罪
と
の
大
前
提
か
ら
証
拠

を
揃
え
て
い
く
こ
と
)
の
原
則
を
あ
く
ま
で

も
貫
く
の
が
、
民
主
主
義
・
法
治
国
家
の
ル

ー
ル
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
は
、
寸
動
機
」
に
問
題
を
絞

ろ
う
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教

に
ど
う
い
う
動
機
(
教
義
上
の
必
然
)
が
あ

り
う
る
か
と
い
う
点
を
、
誰
も
あ
ま
り
議
論

し
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
が
理
解
で
き
な
い
と
、

事
件
の
全
体
像
は
つ
か
め
な
い
の
で
あ
る
。

オ
ウ
ム
真
理
教
は
、
仏
教
系
の
新
興
宗
教

で
あ
る
。
「
仏
教
系
」
と
言
っ
て
も
、
た
い

て
い
の
新
興
宗
教
(
創
価
学
会
や
立
正
佼
成

会
)
が
日
蓮
系
な
の
と
違
い
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
で

修
行
し
「
最
終
解
脱
」
を
果
た
し
た
と
い
う

麻
原
彰
晃
氏
を
教
祖
と
あ
お
ぐ
、
「
原
始
仏

教
系
」
と
で
も
言
う
べ
き
宗
派
だ
。
出
家
し

て
悟
り
を
聞
く
こ
と
を
重
視
す
る
そ
の
教
義

は
、
日
本
の
既
成
宗
派
が
忘
れ
て
い
た
仏
教

の
原
点
に
還
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
り
、

そ
れ
な
り
に
評
価
で
き
る
も
の
だ
っ
た
。

す
る
と
最
大
の
疑
問
は
、
こ
う
し
た
オ
ウ

ム
真
理
教
が
な
ぜ
、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
(
世
界

最
終
戦
争
)
が
間
も
な
く
起
こ
る
と
信
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
、
で
あ
ろ
う
。

た
し
て
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に
か
か
わ
っ
た

の
か
。
状
況
証
拠
は
そ
れ
な
り
に
揃
い
つ
つ

あ
る
が
、
事
件
を
立
証
す
る
決
め
手
が
見
つ

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
真
相
は
な
お
、
霧

の
中
に
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
捜
査
か
ら
、

オ
ウ
ム
真
理
教

ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
は
、
新
約
聖
書
「
ヨ
ハ
ネ

黙
示
録
」
第
十
六
章
第
十
六
節
に
出
て
く
る

地
名
で
、
世
界
の
最
後
に
起
こ
る
と
い
う
善

と
悪
の
大
戦
争
を
指
す
。
要
す
る
に
、
終
末

論
で
あ
る
。
終
末
論
は
、
一
神
教
(
ユ
ダ
ヤ

教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
)
に
は
っ

き
も
の
。
も
と
も
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
(
善

悪
二
神
論
)
起
源
と
も
言
わ
れ
る
が
、
い
ま

で
は
一
神
教
の
専
売
特
許
と
言
っ
て
よ
い
。

ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
と

仏
教
の
ミ
ス
マ
ッ
チ

実
際
こ
れ
ま
で
、
世
界
の
終
末
が
近
い
と

事
件
を
起
こ
し
た
カ
ル
ト
教
団
は
ど
れ
も
、

キ
リ
ス
ト
教
系
の
新
興
宗
教
だ
っ
た
。
一

方
、
仏
教
に
は
終
末
論
に
あ
た
る
も
の
は
な

い
。
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
と
出
家
主
義
の
仏
教
と

は
、
水
と
油
、
木
に
竹
を
接
い
だ
よ
う
な
取

り
合
わ
せ
な
の
で
あ
る
。

た
い
て
い
の
日
本
人
は
、
宗
教
に
つ
い
て

ほ
と
ん
ど
知
識
が
な
い
の
で
、
「
世
界
最
終

戦
争
を
唱
え
る
仏
教
教
団
」
が
ど
ん
な
に
奇

妙
か
つ
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
響
く
か
、
ピ
ン
と
こ

な
い
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
同
じ
く
鈍
感
で
、

そ
の
辺
の
突
っ
込
み
が
ま
る
で
甘
い
。
し
か

し
、
問
題
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
ハ
ル
マ

ゲ
ド
ン
と
出
家
主
義
と
が
ど
う
結
び
つ
い
て

い
る
の
か
を
理
解
で
き
た
な
ら
、
オ
ウ
ム
真

が
、
神
経
ガ
ス
・
サ
リ
ン
を
合
成
す
る
能
力

(
設
備
と
原
料
)
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
と
な
っ
た
よ
う
だ
。
け
れ
ど
も
、
そ
の

動
機
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り

し
な
い
。
能
力
と
動
機
が
両
方
と
も
立
証
さ

れ
、
さ
ら
に
、
実
行
部
隊
(
犯
人
の
氏
名
や

理
教
の
謎
も
解
け
る
の
だ
。

そ
こ
で
、
話
の
順
序
と
し
て
、
終
末
論
と

は
何
か
、
そ
し
て
出
家
主
義
と
は
何
か
を
、

ま
ず
復
習
し
よ
う
。
そ
の
あ
と
で
、
両
者
の

「
結
合
」
に
つ

い
て
考
え
よ
う
。

終
末
論
と
は
文
字
ど
お
り
、
こ
の
世
界
が

「
終
わ
る
」
と
考
え
る
こ
と
を
い
う
。
簡
単

な
の
だ
が
、
も
と
も
と
日
本
人
に
は
こ
う
い

う
発
想
が
な
い
か
ら
、
理
解
で
き
な
い
。
何

と
な
く
、
「
だ
ん
だ
ん
世
の
中
が
悪
く
な
る

こ
と
L

み
た
い
に
思
っ
て
し
ま
う
。
で
も
こ

れ
は
、
仏
教
の
末
法
思
想
(
ブ
ッ
ダ
の
死

後
、
う
ん
と
時
聞
が
経
つ
と
、
ブ
ッ
ダ
の
説

法
が
次
第
に
す
た
れ
て
い
く
こ
と
)
の
イ
メ

ー
ジ
で
あ
っ
て
、
終
末
論
と
は
関
係
な
い
。

終
末
と
は
、
創
造
(
世
界
が
あ
る
時
に
始

ま
っ
た
け
神
が
あ
る
時
に
世
界
を
造
っ
た
)

の
裏
返
し
で
あ
る
。
世
界
が
あ
る
時
点
で
創

造
さ
れ
た
か
ら
、
世
界
は
あ
る
時
点
で
終
駕

を
迎
え
る
。
世
界
の
創
造
か
ら
終
末
に
向
か

っ
て
、
時
間
は
一
直
線
に
流
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
、
一
神
教
の
時
間
感
覚
で
あ
る
。
世
界

の
創
造
と
終
末
と
を
信
じ
る
の
が
、
神
を
信

じ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

終
末
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
①
あ
る
時

突
然
や
っ
て
く
る
。
②
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
終
末
の
あ
と
、
神
は
世
の
中
を
も

う
少
し
ま
し
な
も
の
に
つ
く
り
直
す
は
ず
だ

か
ら
。
③
一
部
の
選
ば
れ
た
者
だ
け
が
、
終

橋
爪
大
三
郎

はしづめ だいさぶろう 1948年生まれ。東

京大学文学部卒、同大学院博士課程修了。学

生時代から構造主義を踏まえた「言語派社会
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末
の
あ
と
も
生
き
の
び
る
。
こ
の
意
味
で
終

末
は
、
一
種
の
試
練
で
あ
る
。

一
神
教
は
「
最
後
の
審
判
」
(
神
が
人
聞

を
裁
き
、
永
遠
の
破
滅
/
永
遠
の
生
命
、
の

判
決
を
与
え
る
)
を
信
じ
る
。
「
最
後
の
審

判
」
は
、
世
界
の
終
末
の
第
二
幕
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
は
、
終
末
の
予
告

編
み
た
い
な
も
の
。
予
告
編
だ
か
ら
、
な
く

た
っ
て
構
わ
な
い
。

さ
て
問
題
は
、
い
つ
世
界
の
終
末
が
訪
れ

る
の
か
、
で
あ
る
。

使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
神
の
国
(
終
末
)
が
ま

も
な
く
到
来
す
る
、
と
述
べ
た
。
「
ま
も
な

く
」
と
は
、
数
年
か
ら
、
長
く
て
も
十
年
程

度
。
つ
い
に
そ
の
日
が
来
る
と
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
再
臨
し
て
、
彼
が
直
接
人
類
を

統
治
す
る
新
し
い
時
代
が
始
ま
る
。
こ
れ
を

待
望
す
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
が
、
肝
心

の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
い
つ
ま
で
も
再
臨

せ
ず
に
、
か
れ
こ
れ
二
千
年
が
経
っ
て
し
ま

っ
た
。
パ
ウ
ロ
が
「
何
月
何
回
」
と
具
体
的

に
終
末
の
日
を
予
言
し
な
か
っ
た
か
ら
、
こ

う
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
だ
が
、
終
末
が
な

ぜ
な
か
な
か
来
な
い
の
か
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
泣
き
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
出
家
主
義
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

終
末
論
と
出
家
主
義
は
、
宗
教
が
と
る
典

型
的
な
二
つ
の
タ
イ
プ
の
戦
略
で
あ
る
。
終

末
論
が
「
時
間
差
」
を
利
用
す
る
の
に
対
し

て
、
出
家
主
義
は
い
わ
ば
「
空
間
差
」
を
利

用
す
る
。

も
う
少
し
、

詳
し
く
説
明
し
よ
う
。

ど
ん

出
家
主
義
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
世
俗

社
会
と
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
出
家
の
目
的
は
、
世
俗
社
会
の
雑
音
を

シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当

然
そ
こ
で
は
、
世
俗
社
会
と
異
な
っ
た
ル
ー

ル
が
適
用
さ
れ
る
。
サ
ン
ガ
の
戒
律
(
具
足

戒
)
は
シ
ヤ
カ
が
制
定
し
た
(
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
)
も
の
で
、
労
働
を
禁
じ
て
い
る
。

こ
の
た
め
サ
ン
ガ
は
、
世
俗
社
会
と
同
じ
で

は
あ
り
え
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
の
結
果
皮
肉

な
こ
と
に
、
か
え
っ
て
世
俗
社
会
(
在
家
の

人
び
と
)
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

乞
食
主
義
(
食
物
を
托
鉢
に
頼
る
こ
と
)
が

そ
の
帰
結
だ
。
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
居
直
ら

な
い
と
、
出
家
主
義
は
っ
と
ま
ら
な
い
。

経
済
の
肥
大
化
に
伴
い

政
治
や
権
力
も
発
生

も
う
ひ
と
つ
の
選
択
は
、
出
家
者
の
団
体

が
自
給
自
足
の
態
勢
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
禅
宗
の
選
択
で
あ
り
、
オ
ウ
ム
真
理

教
も
自
給
自
足
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
出
家
者
は
労
働
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

出
家
者
の
共
同
社
会
は
、
そ
の
ぶ
ん
世
俗
社

会
と
似
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
経
済
の
肥
大
化

に
伴
っ
て
、
政
治
や
権
力
も
発
生
す
る
だ
ろ

う
。
少
な
く
と
も
シ
ヤ
カ
の
具
足
戒
は
そ
ん

な
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
な
い
。

独
特
の
時
間
感
覚

出
家
主
義
の
宗
教
は
、

を
持
っ
て
い
る
。

仏
教
の
最
終
目
的
と
は
、
悟
り
を
開
く
こ

と
、
す
な
わ
ち
解
脱
で
あ
る
。
オ
ウ
ム
真
理

教
も
、
こ
の
点
は
同
じ
だ
。
そ
し
て
解
脱
と

は
、
人
間
の
宿
命
、
す
な
わ
ち
輪
廻
(
カ
ル

マ
)
を
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
解
脱
す
る
前

の
人
聞
は
、
輪
廻
の
法
則
(
こ
の
宇
宙
を
支

配
す
る
因
果
律
、
一
種
の
自
然
法
則
の
よ
う

な
も
の
)
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法

則
は
、
未
来
永
劫
続
く
不
変
の
法
則
だ
。
こ

の
法
則
を
認
識
・
体
得
し
つ
く
す
こ
と
で
、

こ
の
法
則
か
ら
自
由
に
な
り
、
解
脱
を
果
た

す
。
そ
れ
が
修
行
の
な
か
み
で
あ
る
。

解
脱
を
果
た
し
た
存
在
(
ブ
ッ
ダ
)
は
、

こ
の
世
界
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
。
一

神
教
の
神
は
、
世
界
に
先
立
っ
て
存
在
し
て

お
り
、
世
界
が
終
末
を
迎
え
た
あ
と
で
も
存

在
し
続
け
る
。
世
界
が
あ
る
間
も
、
そ
の
外

側
に
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
世
界
は
神

が
何
月
何
日
に
創
造
し
た
も
の
な
の
で
あ

り
、
何
月
何
日
に
消
滅
す
る
も
の
な
の
だ
。

い
っ
ぽ
う
プ
ッ
ダ
は
、
世
界
の
創
造
者
で
は

な
い
か
ら
、
こ
の
世
界
の
外
側
に
存
在
す
る

わ
け
で
は
を
い
。
プ
ッ
ダ
と
は
、
修
行
を
し

た
人
間
(
あ
く
ま
で
も
世
界
の
な
か
に
存
在

す
る
)
の
と
り
う
る
特
別
の
状
態
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
は
、
こ
の
世
界
の
法
則
性
そ
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
極
限
的
に
は
こ
の
世
界
全
体

な
宗
教
も
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
社
会
に
対

し
、
あ
る
べ
き
理
想
の
状
態
を
対
置
す
る
。

現
実
社
会
と
宗
教
の
理
想
と
は
、
多
く
の
場

合
、
矛
盾
す
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
あ
る
が

ま
ま
の
社
会
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
も
あ
る

べ
き
状
態
を
実
現
す
る
の
が
、
宗
教
に
と
っ

て
の
理
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
一

般
に
容
易
で
な
い
。

ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
社
会
を

宗
教
の
理
想
に
近
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
矛

盾
の
解
消
を
は
か
つ
て
き
た
。
そ
の
手
段
が

律
法
(
宗
教
法
)
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は

律
法
を
も
た
な
い
の
で
、
矛
盾
は
当
面
解
消

で
き
な
い
(
教
会
と
国
家
と
が
分
立
す
る
)

が
、
そ
の
か
わ
り
に
終
末
が
訪
れ
た
あ
と
、
こ

の
矛
盾
が
最
終
的
に
解
消
す
る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
の
宗
教
は
、
出
家

と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
の
理

想
を
実
現
す
る
た
め
に
、
社
会
を
離
れ
、
ど

こ
か
別
の
場
所
に
、
選
ば
れ
た
者
た
ち
だ
け

の
共
同
社
会
を
つ
く
る
と
い
う
方
法
で
あ

る
。
バ
ラ
モ
ン
教
は
も
と
も
と
こ
う
し
た
伝

統
を
持
っ
て
い
た
が
、
仏
教
も
そ
れ
を
ひ
き

継
い
だ
。
シ
ャ
カ
は
出
家
し
た
あ
と
悟
り
を

聞
き
、
出
家
の
弟
子
た
ち
を
集
め
て
サ
ン
ガ

(
僧
伽
H
仏
教
の
修
行
者
の
共
同
社
会
)
を

形
成
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
彼
ら
が
修
行
に

専
念
で
き
、
解
脱
を
え
や
す
い
よ
う
な
環
境

を
整
え
る
た
め
だ
っ
た
。

と
一
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

仏
教
に
は
、
だ
か
ら
、
「
世
界
の
終
末
」

と
い
う
考
え
方
が
な
い
。
仏
典
の
な
か
に
は
、

こ
の
世
界
が
地
獄
か
ら
順
番
に
火
炎
に
包
ま

れ
て
崩
壊
す
る
、
と
い
う
記
述
も
あ
る
が
、
こ

れ
も
あ
く
ま
で
世
界
の
法
則
性
に
従
っ
て
生

ず
る
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
世
界
は
ま

た
一
か
ら
再
生
す
る
。
論
理
的
に
考
え
て
、

世
界
が
終
末
す
る
に
は
、
世
界
の
外
側
に
世

界
を
終
末
さ
せ
る
「
意
志
」
が
必
要
で
あ
る
。

一
神
教
で
は
そ
の
意
志
を
神
が
担
う
。
ブ
ツ

ダ
は
そ
う
し
た
意
志
で
は
あ
り
え
な
い
。

因
果
論
的
法
則
観
に
立
つ
仏
教
は
、
円
環

的
な
時
間
感
覚
を
も
ち
、
終
末
論
に
立
つ
一

神
教
は
、
直
線
的
な
時
間
感
覚
を
も
っ
。
こ

れ
は
、
ま
っ
た
く
相
い
れ
な
い
二
つ
の
発
想

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
最
初
の
疑
問
に
戻
ろ
う
。
出
家
主

義
を
と
る
弘
教
教
団
・
オ
ウ
ム
真
理
教
は
、

な
ぜ
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
。
こ
こ
ま
で
伝
統
的
な
宗
教
の
ロ
ジ
ッ

ク
を
説
明
し
て
き
た
の
で
、
出
家
主
義
と
終

末
論
の
組
み
合
わ
せ
が
、
手
術
台
の
上
の
ミ

シ
ン
と
こ
う
も
り
傘
み
た
い
に
ち
ぐ
は
ぐ
だ

と
分
か
っ
て
も
ら
え
た
と
思
う
。

こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
に
は
、
オ
ウ
ム
真

理
教
の
教
義
を
、
組
織
神
学
的
に
解
明
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
仕
事
な
の
で
、
こ

こ
で
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
補
助
線
だ
け
を
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考
え
て
み
よ
う
。

麻
原
彰
晃
『
人
類
滅
亡
の
真
実
』
(
オ
ウ

ム
出
版

・
一
九
九
一
年
)
と
い
う
書
物
が
あ

る
。
氏
の
予
言
の
書
だ
が
、
巻
末
に
《
「
人

類
滅
亡
の
真
実
」
は
、
こ
の
仏
教
経
典
に
よ

っ
た
》
と
あ
り
、
「
転
輪
王
獅
子
肌
経
」
の

パ
l
リ
語
原
本
が
載
っ
て
い
る
。
仏
典
を
読

ん
だ
ら
、
世
界
最
終
戦
争
の
予
言
が
み
つ
か

っ
た
と
い
う
の
だ
。
《
こ
の
宇
宙
は
、
創
造

・
維
持
・
還
元
(
破
壊
)
・
虚
空
と
い
う
輪

廻
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
創

造
と
還
元
の
中
間
の
時
期
に
、
人
類
が
決
定

的
な
滅
亡
を
迎
え
る
時
が
や
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
衆
生
よ
、
そ
し
て
高
貴
な
る
魂
よ
、

こ
れ
が
『
新
約
聖
書
』
の
中
で
は
ハ
ル
マ
ゲ

ド
ン
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
最
終
戦
争
で
あ

る。

:
:
:
ま
た
、
こ
の
軍
事
力
が
重
大
な
影

響
を
与
え
る
時
期
と
は
、
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス

の
有
名
な
詩
に
表
さ
れ
た
時
期
の
こ
と
で
も

あ
る
の
だ
》
(
幻

1
幻
ベ

1
ジ)。

そ
れ
で
は
こ
の
、
「
転
輪
王
獅
子
肌
経
」

と
は
ど
う
い
う
経
典
か
。
手
元
の
資
料
を
見

た
が
、
調
べ
が
つ
か
な
か
っ
た
。
パ

1
リ
語

の
経
典
は
南
伝
し
た
の
で
、
明
治
以
前
の
日

本
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
し
、
漢
訳
の
な
い
，

も
の
も
あ
る
の
だ
。
同
書
に
は
出
典
と
し

て
、
《
斗
回
開
口
日
の
出
〉
Z
ロ
ハ〉
J

へ
〉
ナ
l

ラ
ン
ダ
版
第
8
巻
》
と
注
記
が
あ
る
。
、
吋
国
間

口
円
。
ー
出
〉
ZHH内〉
J

ヘ
〉
と
は
「
阿
含
経
」
(
初

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

仏
教
教
団
の
出
家
者
の
組
織
(
サ
ン
ガ
)

は
、
対
等
な
修
行
者
の
集
ま
り
で
、
平
等
原

理
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
サ
ン
ガ
の

戒
律
や
運
営
規
則
(
律
蔵
)
を
み
れ
ば
わ
か

る
。
た
だ
し
中
国
や
日
本
に
は
、
そ
う
し
た

教
団
の
運
営
方
法
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。

麻
原
氏
の
周
囲
に
集
ま
っ
た
弟
子
た
ち
は

ご
く
当
た
り
前
の
日
本
人
だ
っ
た
。
彼
ら
は

出
家
主
義
の
伝
統
と
無
縁
だ
っ
た
(
近
代
日

本
の
組
織
し
か
知
ら
な
か
っ
た
)
か
ら
、
氏

を
頂
点
と
す
る
が
っ
ち
り
し
た
官
僚
組
織
を

こ
し
ら
え
て
し
ま
っ
た
。
科
学
技
術
省
、
治

療
省
な
ど
と
い
う
中
央
官
庁
ま
が
い
の
名
称

が
、
そ
の
組
織
体
質
を
表
し
て
い
る
。

自
ら
終
末
つ
く
る
の
が

い
ち
ば
ん
確
実

こ
う
し
て
成
立
し
た
オ
ウ
ム
教
団
は
、
い

わ
ゆ
る
官
僚
制
を
超
え
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
主

義
型
の
超
官
僚
組
織
と
化
す
運
命
に
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
組
織
は
、
①
教
祖
(
宗

教
上
の
権
威
)
と
何
ぐ
麻
原
氏
が
、
同
時
に

官
僚
組
織
の
頂
点
に
も
位
置
す
る
た
め
、
政

教
一
致
た
ら
ざ
る
を
え
ず
、
②
出
家
主
義
を

旨
と
し
て
一
般
社
会
と
距
離
を
お
く
た
め
、

教
団
は
自
律
的
傾
向
を
強
め
、
そ
の
支
配
は

神
聖
政
治
(
テ
オ
ク
ラ
シ

1
)
の
か
た
ち
に

t
l
t
J
a
i
-
J1
1
、J
1
1
JKMMwlfE1句1
JtzhWEA-
-4
t
a
-
-
e
f
-
-
4
2
1
4
4
1
s唱

J
a
t-司

4

・1司
d
s
t
dEE--司

Ja-
-司

4
12司
AUUUド

期
仏
教
の
教
え
を
集
成
し
た
経
典
)
五
部
の

う
ち
の
一
つ
、
長
部
の
こ
と
。
そ
こ
に
含
ま

れ
る
経
典
の
な
か
に
、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
の
予

言
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

出
家
主
義
の
教
団
か
ら

カ
ル
ト
教
団
に
変
身

阿
含
経
の
成
立
は
新
約
聖
書
よ
り
古
い
か

ら
、
そ
こ
に
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
の
予
言
(
ま
し

て
、
中
世
の
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
予
言
)
の

こ
と
が
の
べ
て
あ
る
わ
け
が
な
い
。
い
ず
れ

も
著
者

・
麻
原
氏
の
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
解
釈
と
し
て
成
り
立
つ
か
ど
う

か
、
「
転
輪
王
獅
子
肌
経
」
の
パ

l
リ
語
の

テ
キ
ス
ト
と
、
麻
原
氏
の
予
言
(
解
釈
)
と

を
突
き
合
わ
せ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
は
専
門
家
に
任
せ
る
と
し
て
も
、
宗
教

を
学
ぶ
者
の
常
識
と
し
て
、
次
の
こ
と
は
言

え
る
。
①
世
界
の
創
造
↓
維
持
↓
還
元
(
破

壊
)
↓
虚
空
と
い
う
サ
イ
ク
ル
と
、
ハ
ル
マ

ゲ
ド
ン
的
な
世
界
の
終
末
と
は
何
の
関
係
も

な
い
。
②
創
造
↓
維
持
↓
還
元
(
破
壊
)
↓

虚
空
は
、
き
わ
め
て
長
期
に
わ
た
る
サ
イ
ク

ル
で
、
「
一
九
九
七
年
に
人
類
最
終
戦
争
が

起
こ
る
」
と
い
っ
た
切
迫
し
た
状
況
と
は
異

な
る
。
③
還
元
(
破
壊
)
は
(
解
脱
し
た
存

在
を
除
き
)
す
べ
て
を
滅
ぼ
す
も
の
で
、
出
家

者
の
共
同
社
会
(
だ
け
)
が
そ
れ
を
生
き
延

ど
こ
ま
で
も
純
化
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
、
神
聖
政
治
の
一
種
・
マ
ル
ク
ス
主

義
を
奉
じ
た
新
左
翼
・
過
激
派
は
こ
う
し
た

病
理
を
有
し
て
い
た
が
、
オ
ウ
ム
真
理
教
も

組
織
の
う
え
で
は
そ
っ
く
り
の
構
成
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
話
が
出
た
つ
い
で
に
言

う
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
、
終
末

日
革
命
、
神
の
国
日
共
産
主
義
社
会
で
あ
っ

た
。
終
末
の
到
来
は
、
人
類
史
の
法
則
(
神

の
よ
う
に
絶
対
的
・
客
観
的
な
も
の
)
に
よ

っ
て
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
が
、
教
団
H
前

衛
党
が
主
体
的
に
努
力
し
て
、
革
命
の
実
現

の
た
め
に
努
力
す
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
る
。

一
神
教
の
場
合
、
終
末
を
ひ
き
起
こ
す
の

は
神
だ
か
ら
、
原
則
と
し
て
人
聞
は
介
入
で

き
な
い
。
紀
元
前
後
、
終
末
を
信
じ
て
ク
ム

ラ
ン
の
洞
窟
に
こ
も
っ
た
エ
ッ
セ
ネ
派
(
ユ

ダ
ヤ
教
の
一
派
)
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ

た
が
、
彼
ら
は
「
終
末
が
一
日
も
早
く
到
来

し
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
り
の
日
々
を
過
ご
し

た
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
が
終
末
を
ひ
き
起

こ
せ
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。

オ
ウ
ム
真
理
教
の
場
合
は
、
仏
教
の
因
果

(
縁
起
)
論
的
世
界
観
が
べ

l
ス
に
あ
る
の

で
、
終
末
の
原
因
は
人
聞
社
会
に
内
在
す
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
神
で
は
な
し

に
、
人
間
(
の
業
)
が
終
末
を
ひ
き
起
こ
す

の
だ
。
最
終
解
脱
を
果
た
し
た
麻
原
氏
は、

び
る
と
考
え
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
ハ

ル
マ
ゲ
ド
ン
の
予
言
を
軸
に
活
動
し
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
オ
ウ
ム
真
理
教
が
、
何
ら
か

の
必
然
に
よ
っ
て
、
出
家
主
義
の
教
団
か
ら

終
末
論
的
な
カ
ル
ト
動
団
に
変
質
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

麻
原
氏
は
、
人
類
最
終
戦
争
が
数
年
以
内

に
起
こ
る
と
予
言
す
る
。
彼
の
予
言
は
ど
の

よ
う
な
能
力
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
神
教
で
は
、
終
末
を
も
た
ら
す
の
は
、

神
の
意
志
で
あ
る
。
神
の
意
志
を
知
り
え
た

も
の
が
、
預
言
者
と
な
る
。
預
言
者
は
い
わ

ば
、
神
の
モ
ニ
タ
ー
な
の
で
あ
る
。

仏
教
に
予
言
に
あ
た
る
も
の
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
修
行
の
成
果
で
あ
る
。
プ
ツ

ダ
は
一
切
知
で
あ
り
、
す
べ
て
を
知
っ
て
い

る
。
い
つ
世
界
が
還
元
(
破
壊
)
を
迎
え
る

の
か
も
、
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
麻
原

氏
の
「
最
終
解
脱
」
が
ブ
ッ
ダ
と
同
じ
レ
ベ

ル
な
の
か
不
明
だ
が
、
彼
が
真
理
(
因
果
的

法
則
性
)
を
洞
察
し
て
い
る
度
合
い
に
応
じ

て
予
言
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

予
言
が
当
た
る
の
は
因
果
法
則
の
洞
察
に
よ

る
の
だ
か
ら
、
自
然
科
学
と
同
じ
だ
。
予
言

が
当
た
ら
な
け
れ
ば
、
「
解
脱
」
の
レ
ベ
ル

が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

麻
原
氏
が
終
末
予
言
に
熱
中
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
教
団
組
織
の
拡
大
と
関
係
が

ブ
ツ
ダ
に
等
し
い
一
切
知
を
持
つ
の
で
、
そ

れ
を
予
言
で
き
る
。
信
徒
た
ち
は
そ
れ
を
信

じ
る
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

予
言
は
し
か
し
、
的
中
す
る
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
。
的
中
し
な
け
れ
ば
、
麻
原
氏
の

宗
教
的
権
威
に
傷
が
つ
く
。
オ
ウ
ム
真
理
教

団
の
基
礎
も
揺
ら
ぐ
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
い
ち
ば
ん
確
実
な
方
法
は
、
教
団

自
ら
の
手
で
終
末
を
つ
く
り
出
す
こ
と
だ
。

本
当
の
終
末
が
到
来
す
る
前
に
、
そ
の
予
告

編
を
実
演
し
て
見
せ
て
や
る
。
そ
の
結
果
、

や
っ
ぱ
り
終
末
は
あ
る
の
だ
と
信
じ
た
人
び

と
が
入
信
す
れ
ば
、
彼
ら
も
救
わ
れ
る
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
終
末
そ
の
も
の
さ
え
防
げ

る
か
も
し
れ
な
い
。
万
て
終
末
が
訪
れ
な

け
れ
ば
、
そ
れ
は
麻
原
氏
が
防
い
だ
か
ら
だ
。

終
末
は
迫
っ
て
い
る
。
早
く
オ
ウ
ム
を
信

じ
な
い
と
間
に
合
わ
な
い
。
そ
う
信
じ
る
信

者
た
ち
に
と
っ
て
、
サ
リ
ン
の
毒
を
地
下
鉄

に
ば
ら
ま
い
て
、
た
ま
た
ま
死
者
が
出
た
と

し
て
も
、
そ
れ
で
人
類
が
助
か
る
の
な
ら
、

そ
れ
は
衆
生
を
救
う
慈
悲
の
行
為
(
菩
薩

行
)
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

神
な
き
終
末
論
と
い
う
点
で
、
オ
ウ
ム
真

理
教
と
新
左
翼
・
過
激
派
は
同
型
で
あ
る
。

予
言
に
よ
る
教
勢
拡
大
を
は
か
っ
た
あ
る
時

点
か
ら
、
オ
ウ
ム
真
理
教
は
そ
う
し
た
過
激

化
へ
の
必
然
性
を
そ
な
え
る
に
至
っ
た
の

だ
。
悶
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