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る
た
め
に
、
あ
る
種
の
熱
狂
を
伴
っ
て
構
築
さ
れ
、
異
常
な
程
の
厳
格
さ
を
も
っ
て
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る

(((

(

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
は
、
貧
困
が
原
因
で
奥
羽
や
関
東
の
地
方
で
特
に
多
か
っ
た
「
間
引
き
」
と
い
う
子
殺
し
の
慣
習
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

日
本
の
こ
の
驚
異
的
な
人
口
の
た
め
、
貧
し
い
人
々
は
子
供
が
生
ま
れ
た
時
に
、
そ
の
子
達
の
体
が
弱
か
っ
た
り
奇
形

の
兆
候
が
見
受
け
ら
れ
る
と
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
法
律
は
な
ん
ら
か
の
罰
則
を
定
め
て
こ
う
し
た
殺
人
を

禁
じ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
政
府
が
ど
の
よ
う
に
し
て
子
供
が
死
ん
だ
か
を
厳
格
に
取
り
調
べ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は

お
そ
ら
く
、
政
治
的
な
理
由
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
釈
明
の
た
め
に
そ
う
し
た
両
親
が
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
こ
の

種
の
犯
罪
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。(

『
日
本
幽
囚
記
Ⅲ
』
人
口
と
軍
事
力

(((

(

(

　

ニ
コ
ラ
イ
は
、
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
。

　

明
々
白
々
な
例
が
あ
る
。
四
〇
年
前
の
日
本
の
人
口
は
二
五
〇
〇
万
人
だ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
五
〇
○
○
万
人
に
な
っ
た
。

日
本
と
い
う
国
が
で
き
て
か
ら
二
五
〇
〇
年
〔
神
武
天
皇
か
ら
数
え
た
皇
紀
〕
か
か
っ
て
二
五
〇
〇
万
人
に
な
っ
た
の
だ
が
、

最
近
の
〔
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
〕
わ
ず
か
一
〇
年
間
に
同
数
の
二
五
〇
〇
万
人
も
人
口
が
増
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、

想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、
ど
う
し
て
起
き
た
の
か
。
…
…　

開
国
前
の
日
本
で
は
、
政
府
が
厳
禁
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
大
規
模
な
嬰
児
殺
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
い
ま
で
は
嬰
児
殺
し
は
聞
か
れ
な
く
な
り
、
日
本
中
に
慈

善
施
設
が
た
く
さ
ん
で
き
た
。
だ
れ
の
お
か
げ
で
日
本
は
こ
う
な
っ
た
の
か
。
救
世
主
キ
リ
ス
ト
の
お
か
げ
で
あ
る
。
生
命

を
与
え
る
キ
リ
ス
ト
の
霊
の
風
が
日
本
に
吹
き
渡
っ
て
、
そ
れ
ま
で
日
本
の
上
に
か
か
っ
て
い
た
、
死
を
も
た
ら
す
覆
い
を
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吹
き
払
っ
た
の
だ
。(

一
九
〇
八
・
九
・
四

(((

(

(

　

わ
が
子
イ
サ
ク
を
神
の
犠
牲
に
供
し
よ
う
と
し
た
旧
約
聖
書
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
描
い
た
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン
の
作

品
「
イ
サ
ク
の
犠
牲
」
で
は
、
イ
サ
ク
の
喉
元
へ
ナ
イ
フ
を
振
り
下
ろ
そ
う
と
す
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
右
手
を
天
使
が
掴
ん
で
制
止
し

て
い
る
。
こ
の
逸
話
は
自
分
の
最
も
愛
す
る
者
を
神
に
返
せ
る
か
と
い
う
信
仰
の
反
問
で
あ
っ
て
、
宗
教
は
あ
く
ま
で
「
子
殺
し
」

の
禁
忌
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
日
本
人
の
風
習
は
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
一
七
三
六
年
に
『
日
本
誌
』
を
著
し
た
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ア
も
「
か
く
も
文
明
化
し
た
国
と
人
々
の
中
で
、
両
親
に
養
う
能
力

が
な
い
と
、
嬰
児
を
絞
殺
す
る
風
習
が
あ
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
」
と
こ
の
問
題
に
触
れ
、「
し
か
し
日
本
人
は
、
そ
れ
は
人
間
性

の
弱
さ
が
美
徳
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
な
い
の
で
は
な
く
、
自
分
達
の
子
孫
が
苦
労
の
み
の
生
涯
を
送
ら
な
い
よ
う
に
と
願
う
、
人

間
愛
に
従
っ
た
行
為
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
の
だ

(((

(

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

日
本
人
が
こ
の
よ
う
な
問
題
に
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
佐
藤
信
淵
は
『
経
済
要
録
』
の
中
で
、
あ
る
老
農
か
ら

教
え
ら
れ
た
北
国
の
風
聞
と
し
て
、「
此
城
下
に
て
孕
婦
堕
胎
し
て
兒
を
殺
す
こ
と
年
に
一
萬
に
餘
る
と
云
へ
り
、
頗
す
こ
ぶ
る
富
盛
の
聞

へ
あ
る
国
す
ら
斯か
く

の
如
し
、
況
い
わ
ん
や
貧
国
を
や
」
と
間
引
き
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
、「
人
誰
か
己
れ
が
子
を
愛
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
、

然し
か

れ
ど
も
貧
の
甚
し
き
に
至
て
は
、
往
々
己
れ
が
子
を
殺
す
者
あ
り

(((

(

」
と
悲
憤
し
て
い
る
。

　

そ
の
序
言
に
よ
れ
ば
、
佐
藤
家
は
元
々
医
を
家
業
と
し
て
い
た
が
、
飢
饉
に
万
民
が
流
散
し
餓が

殍ひ
ょ
うす
る
様
を
見
て
、
医
は
事
小
さ

く
広
く
救
に
足
ら
ず
、「
願
ば
国
家
困
窮
し
て
万
民
飢
寒
に
迫
の
大
患
を
済
す
く
う
べ
き
道
あ
ら
ん
と
」、「
経
済
の
学
に
志
し
」
た
と
い
う
。

信
淵
は
、
天
明
元
年(

一
七
八
一(

に
蝦
夷
地
か
ら
始
め
、
数
年
を
か
け
て
東
北
、
奥
州
、
羽
州
の
各
地
を
父
と
遊
歴
し
た
。
天
明

の
飢
饉
下
の
各
地
の
惨
状
を
目
に
し
た
体
験
が
、
信
淵
に
経
世
済
民
の
道
を
歩
ま
せ
た
に
違
い
な
い

(((

(

。

　

信
淵
の
問
題
意
識
は
、
飢
饉
へ
の
問
題
意
識
が
民
俗
学
へ
と
駆
り
立
て
、
か
つ
農
商
務
省
を
志
す
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
後
の
柳


