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類型諸の社会思想

シンポジクム

出口勇蔵/竹原良文/中村雄二郎

洋

比
ロ
ム
一
品

〔報

〔司 水田

このシンポジウムの記録は，当日会場で録音された

テープをもとにして，司会者が編集したものであり，

編集にあたっては，できるだけ加筆をさけて，発言を

文章化することに努力したが，そのままでは文章にな

らない発言もあり，司会者の責任でかきなおしたばあ

いもある。なお，レジュメは，大会プログラムに印刷

されたものの再録であるが，竹原会員からは報告の全

文が提出されていたので(レジ品メは事務局で作成).

ここにはレジュメにかえて全文をかかげる。
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社
会
思
想
の
諸
類
型
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勇

蔵

口

レ
ジ
ュ
メ

一
、
社
会
恩
想
の
類
型
そ
の
も
の
に
類
型
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で

と
り
上
げ
る
の
は
、
思
想
家
自
身
が
類
型
の
構
成
を
窓
図
せ
ず
、
社
会
思

想
の
全
面
的
把
握
を
求
め
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
客
観
的
に
は
、
あ
る

片
寄
り
が
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
、
し
か
も
そ
の
片
寄
り
が
径
験
的
に
は
あ

る
程
度
以
上
に
、
し
ば
し
ば
生
じ
る
と
、
考
え
ら
れ
る
ば
あ
い
の
類
型
で

あ
る
。

二
、
社
会
生
活
は
生
活
主
体
と
社
会
環
境
と
の
交
渉
か
ら
展
開
さ
れ
る

か
ら
、
社
会
生
活
の
本
質
は
、
こ
の
二
つ
の
契
機
の
種
々
な
あ
り
方
と
そ

れ
ら
の
働
き
の
述
関
を
明
か
に
す
れ
ば
、
認
識
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

社
会
生
活
に
お
け
る
主
体
と
環
境
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
の
あ
り
方

が
あ
ら
か
じ
め
形
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
は
じ
め
て
出
合
っ
て
交

渉
を
も
っ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
契
機
は
分
析
や
反
省
に
先
ん

じ
て
交
渉
を
も
ち
、
そ
の
交
渉
の
聞
か
ら
、
主
体
は
主
体
、
環
境
は
環
境

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
在
り
方
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
相
互
に

他
を
形
成
し
、
他
の
あ
り
方
を
生
む
の
で
る
る
。
そ
し
て
、
他
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
な
が
ら
他
と
対
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
存
在
を
主
張
す
る
。

主
体
は
主
体
、
環
境
は
、
環
境
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
契
機
な
の
で
あ



っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

一
一
一
、
社
会
生
前
は
こ
れ
ら
の
刷
契
織
の
か
一
沙
の
総
体
で
あ
り
、
こ
の
交

沙
の
内
終
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
的
価
値
(
経
済
・
法
・
政
治
・

教
育
な
ど
)
の
実
現
を
目
指
す
生
活
の
丞
庖
で
あ
る
。

問
、
社
会
思
恕
は
こ
の
涜
庖
を
総
括
す
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
両
契
機
の

交
沙
の
述
関
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
現
実
的
に
は
、
そ
の
一
方
に

兎
点
が
置
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
生
活
の
陵
史
に
よ
っ
て

と
同
時
に
研
究
行
の
人
総
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
こ
で
主
体
中
心
の
社
会

思
怒
と
環
境
中
心
の
社
会
思
想
と
の
こ
つ
の
片
寄
り
と
な
る
。
前
者
は
伺

人
的
主
体
中
心
の
忠
惣
、
後
併
は
休
制
的
環
境
中
心
の
思
想
と
な
っ
て
、

い
わ
ば
矧
型
の
両
極
を
し
め
し
、
そ
の
中
間
に
、
程
度
の
相
違
の
あ
る
、

極
々
の
混
合
形
態
が
並
ぶ
の
で
あ
る
。

報

告

社会思想!の諸類型

出
口
勇
蔵
社
会
思
想
の
類
型
と
い
う
窓
味
は
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方

が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
払
は
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
友
在
の

煩
型
と
い
っ
て
も
よ
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
、
そ
の
存
在
の
類
型
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な

種
類
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
考
え
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、

社
会
思
想
と
い
う
も
の
が
、
社
会
生
活
と
い
う
も
の
を
全
体
と
し
て
把
握

し
た
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
思
想
に
は
、
個
性
が
ご
ざ
い
ま
す
。

伺
性
的
な
思
想
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
個
性
的
な
も
の
を
、

あ
る
特
徴
あ
る
い
は
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
い
う
も
の
か
ら
整
理
し
ま
す
と
、

従
っ
て
方
法
的
に
整
理
し
ま
す
と
、
若
干
の
ち
が
っ
た
頴
型
が
で
て
く
る
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と
い
う
・
か
う
に
考
え
ら
れ
る
場
合
の
矧
型
で
し
ょ
う
。

第
二
に
矧
川
ぷ
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
も
の
は
、
社
会
思
想
の
全
休

を
抱
擁
し
た
と
い
う
も
の
で
な
く
て
、
む
し
ろ
あ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
意

識
し
て
、
そ
の
函
か
ら
社
会
思
想
と
い
う
も
の
に
光
を
あ
て
て
み
て
、
そ

の
場
合
に
ど
う
い
う
ピ
ル
ト
が
拙
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
研

究
成
果
の
ま
と
め
と
い
う
場
合
の
、
類
型
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
思
う
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
窓
味
で
は
、
第
二
の
類
型
と
い
う
も
の

は
、
社
会
思
恕
の
部
分
品
ほ
と
名
付
け
て
も
よ
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
た

と
え
ば
経
済
学
者
が
、
そ
の
専
門
科
学
の
立
場
か
ら
み
た
も
の
と
か
、
あ

る
い
は
法
学
者
が
み
た
と
い
う
ふ
う
な
場
合
の
社
会
思
想
が
ご
ざ
い
ま
し

て
、
そ
れ
を
類
型
と
、
経
済
学
者
か
ら
み
た
社
会
恩
想
と
い
う
も
の
も
一

つ
の
類
型
で
あ
る
と
、
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
私
が
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
の
は
、
第
一
の
場
合
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
も
っ
て
つ
と
め
て
、
社
会
生
活
の
全

体
と
い
う
も
の
は
、
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
つ
か
ま
え
ら
れ
た
ぞ
、
と
い

う
こ
と
を
言
表
す
る
と
い
う
ふ
う
な
思
想
に
つ
い
て
、
他
人
が
み
ま
す
と

一
つ
の
特
色
の
あ
る
類
型
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に

考
え
ら
れ
る
場
合
の
、
類
型
だ
と
い
う
ふ
う
に
了
解
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
わ
た
く
し
が
、
類
型
を
申
し
上
げ
る
に
あ
た
り
ま
し
で
も
、
社
会

思
想
の
構
造
一
般
的
な
も
の
に
つ
い
て
も
お
話
し
を
す
る
必
要
が
ご
ざ
い

ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
ご
く
抽
象
的
に
申
し
ま
し
て
、
社
会
思
想
と
い
う

も
の
は
、
社
会
生
活
の
主
体
と
社
会
生
活
の
環
境
と
の
聞
に
、
行
動
的
に

ま
た
従
っ
て
思
索
的
に
交
渉
を
求
め
る
場
合
に
、
自
ず
か
ら
そ
こ
に
結
晶

寸
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さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
考
え
、
そ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て

お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
主
体
と
い
う
も
の
に
は
、
個
人
な
り
、

あ
る
い
は
家
族
そ
の
他
の
集
団
な
り
、
と
い
う
ふ
う
に
、
様
々
な
階
層
が

あ
り
ま
す
う
ち
に
A

な
ん
と
い
っ
て
も
個
人
と
い
う
も
の
は
、
近
世
の
社

会
に
な
り
ま
し
て
以
来
は
、
ず
っ
と
長
く
そ
の
独
自
の
窓
義
を
も
ち
続
け

な
が
ら
、
そ
の
存
在
の
理
由
を
主
張
す
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、

個
人
と
い
う
も
の
の
重
さ
を
つ
ね
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
、
環
境
に
つ
き
ま
し
て
は
申
し
上
げ
る
ま

で
も
な
く
、
自
然
環
境
あ
り
文
化
環
境
あ
り
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
社
会
環
境
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
統

一
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

う
い
う
社
会
環
境
と
い
う
も
の
が
複
雑
な
一
つ
の
全
体
を
形
造
っ
て
い
る

も
の
で
、
そ
れ
を
様
々
な
仕
方
で
解
き
明
し
、
そ
し
て
接
合
的
に
ま
と
め

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
主
休
と
環
境
と
が
、
様
々
に
交
渉
を
も
つ
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
ど
、

そ
の
二
つ
の
も
の
に
は
、
一
方
に
は
他
を
生
か
す
と
い
い
ま
す
か
、
他
と

統
一
的
に
な
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
、
逆
に
他
を
お
し
の
け
る
と
い
う
傾
向

な
い
し
否
定
す
る
と
い
う
傾
向
と
の
、
二
つ
の
交
渉
の
姿
と
い
う
も
の
を
、

わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
の
で
、
そ
の
主
休

と
環
境
と
が
相
五
に
補
い
、
統
一
す
る
と
い
う
方
向
と
、
相
互
に
反
発
し

あ
い
、
否
定
し
あ
う
と
い
う
そ
の
こ
つ
の
流
れ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会

生
活
と
い
う
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
社
会
忠
惣
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
場
合
の
そ

の
ニ
つ
の
商
と
い
う
も
の
は
ず
っ
と
存
続
し
て
い
ま
し
て
、
そ
の
際
に
、

わ
た
く
し
の
考
え
で
は
、
主
体
と
い
う
も
の
を
中
心
に
し
て
思
想
が
ま
と

ま
る
場
合
と
、
環
境
が
中
心
と
な
っ
て
思
想
が
ま
と
ま
る
場
合
と
、
そ
の

二
つ
の
極
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
極
を
、
わ
た
く
し
は
一
つ
の
類
型
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
主
体
と
い
う

も
の
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
場
合
の
社
会
思
想
と
、
環
境
、
そ
れ

を
内
容
的
に
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
が
ま
と
ま
っ
た
場
合
に
は
社
会
体
制
と

申
し
ま
す
か
、
シ
ス
テ
ム
と
い
う
言
葉
で
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
体
制
と
い
う
も
の
を
中
心
と
し
て
思
怒
が
ま
と
ま
る
場

合
と
、
そ
の
こ
つ
の
極
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
極
の
聞
に
様
々
な
、
両

者
か
ら
と
お
ざ
か
り
、
あ
る
い
は
近
ず
く
よ
う
な
、
従
属
的
な
諸
矧
型
と

い
う
も
の
が
あ
り
う
る
と
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
体
制
と
主
休
と
の
両
者
の
複
雑
な
関
係
に
つ
い
て
大
級
犯
に
申
し

ま
す
と
、
体
制
は
主
休
に
む
か
つ
て
、
自
分
に
対
し
て
従
順
で
あ
る
よ
う

な
主
体
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
個

人
の
主
体
と
い
う
も
の
は
、
本
来
自
由
と
い
う
も
の
を
窓
欲
し
ま
す
の
で
、

体
制
と
い
う
も
の
が
も
し
も
個
人
の
自
由
に
対
し
て
束
縛
を
加
え
、
拘
束

す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
反
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
も

っ
て
、
自
分
の
思
想
を
き
づ
く
足
が
か
り
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で
主
体
中
心
の
社
会
思
想
と
、
体
制
中

心
の
社
会
思
想
と
い
う
も
の
と
は
、
一
面
明
確
に
反
発
し
あ
う
よ
う
な
と

こ
ろ
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
裏
側
で
は
肩
を
ょ
せ
合
っ
て
い
る
と

い
う
ふ
う
な
面
を
も
み
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
聞

の
論
理
と
い
う
も
の
は
、
簡
単
・
に
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
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社会思想の緒頬型

三
一
J
f
-
M作
一
に
、e
f
-
-
1
し
・
リ
一
一
つ
の
m
m
と
し
て
わ
た
く
し
，
か
考
え
て
い

る
も
の
は
、
ど
う
し
て
休
じ
る
の
か
と
中
し
ま
す
と
、
体
制
自
身
が
一
つ

の
力
B
y
-
-て
、
社
人
ム
作h
}仙
の
中
で
働
い
て
い
る
と
は
申
し
ま
す
が
、
具
体

的
に
は
や
は
り
，
て
の
体
制
を
机
っ
て
お
る
人
格
と
い
う
も
の
の
働
き
と
し

て
現
わ
れ
ゐ
わ
け
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
時
に
や
っ
ぱ
り
犯
う
人

間
、
あ
ゐ
レ
は
れ
山
を
求
め
る
例
人
、
つ
ま
り
主
体
な
り
、
そ
の
人
間
と

い
う
し
の
に
、
そ

-
v
い
う
刻
扱
の
成
な
す
る
級
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
と
思
い
E

す
。
人
間
の
側
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
も
一
つ
の

μ
U
K

も
の
に
な
ろ
う
と
川
ん
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
休
制
側
、
っ

f

り
ル
W
M
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
特
殊
な
親
し
み
を
覚
え
、
そ
れ
を
愛

川
町
す
る
よ
-
リ
た
、
い
わ
ば
マ
ハ
ト
メ
ン
シ
ュ
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
人
の

均
九
日
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
主
体
中

心
と
い
う
思
削
泌
が
脱
附
す
る
そ
も
そ
も
の
オ
リ
ジ
ン
は
、
自
由
を
求
め
る
、

い
わ
ゆ
る
日
山
人
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
人
格
が
、
そ
こ
に
は
深
く
横
た

わ
っ
て
お
る
と
い
「
て
よ
い
の
で
は
あ
あ
ま
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。日

以
初
の
問
題
を
山
す
と
い
う
役
割
だ
け
を
泉
し
ま
し
て
、
皆
様
の
御
批

訴
を
何
た
い
と
岡
山
い
ま
す
。

水
田
洋
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
の
御
発
言
に
つ

い
て
簡
単
な
御
質
問
、
つ
ま
り
な
味
を
た
だ
し
た
い
と
い
う
質
問
が
あ
り

ま
し
た
ら
ど
う
ぞ
。
(
質
問
な
し
)

I 5 

ド
イ
ツ

ロ
マ
ン
派
の

政
治
理
論
と
実
践

竹

良

文

原

一
ロ
マ
ン
主
義
と
は
何
か
?
概
念
と
ア
プ
ロ
ー
チ

F

・
シ
ュ
レ

1

ゲ
ル
、
ノ
ヴ
ァ
l

リ
ス
、
パ
l

ダ
l

、
ゲ
ル
レ
ス
、
ミ
ュ

ラ
ー
な
ど
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
人
び
と
に
共
通
の
概
念
を
求
め
る
こ
と

は
、
多
様
な
具
象
を
そ
の
特
徴
と
す
る
詩
文
学
の
立
場
か
ら
言
っ
て
も
時

期
ご
と
の
変
化
の
点
か
ら
も
、
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
消

極
的
に
当
時
の
有
力
な
時
代
恩
湖
で
あ
っ
た
啓
蒙
思
想
や
ド
イ
ツ
古
典
主

義
と
比
較
し
て
、
そ
の
特
性
を
採
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
啓

蒙
思
想
は
主
知
的
認
識
論
か
ら
皮
相
な
功
利
主
義
へ
お
ち
入
っ
た
が
、
そ

れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
ド
イ
ツ
古
典
主
義
も
ま
た
ゲ

l

テ
の
「
テ
レ

!
ゼ
と
ナ
タ
リ
エ
」
や
カ
ン
ト
の
二
律
背
反
の
よ
う
に
、
政
治
と
詩
、
知

と
信
の
分
裂
に
お
ち
入
っ
て
、
行
動
に
お
け
る
懐
疑
を
抜
け
出
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
ロ
マ
ン
派
は
ま
ず
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
」

に
よ
っ
て
行
動
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
初
期
ロ
マ
ン
派
の
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
。
熱
狂
、
道
義
性
、
詩
的
想
像
力
、
宗
教
的
神
秘
性
が
強

調
さ
れ
た
。
し
か
し
ジ
ャ
コ
パ
ン
的
行
動
が
失
敗
に
終
わ
る
に
つ
れ
て
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
思
想
を
強
調
す
る
古
典
主
義
の
立
場
か
ら
の
完

ポ
一
な
離
脱
、
根
元
的
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
、
ヘ
ブ
ラ
イ
主
義
へ
の
復
帰
が
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強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

要
す
る
に
ロ
マ
ン
主
義
の
特
徴
を
強
い
て
求
め
れ
ば
、
悟
性
的
分
析
に

対
し
て
文
学
的
想
像
力
(
弁
証
法
)
で
あ
り
、
機
械
論
に
対
し
て
シ
ェ
リ

ン
グ
的
有
機
観
で
あ
り
、
個
人
主
義
に
対
し
て
伝
統
的
全
体
観
ま
た
は
歴

史
的
原
初
回
帰
観
で
あ
る
。

ニ
ロ
マ
ン
派
の
形
成
と
方
向
転
換

は
っ
き
り
し
た
グ
ル
ー
プ
と
し
て
で
は
な
い
に
し
て
も
ロ
マ
ン
派
が
な

ん
ら
か
の
形
を
と
っ
て
結
集
さ
れ
た
の
は
、
実
践
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命

へ
の
祁
叩
一
と
航
折
が
動
機
で
あ
っ
て
、
思
想
的
に
は
ヘ
ル
ダ

l

、
パ
ー
ク
、

サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
の
啓
蒙
思
恕
ま
た
は
革
命
思
想
へ
の
批
判
か
ら
大
い
に

町
紛
糾
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
直
般
に
は
マ
イ
ン
ツ
革
命
の
挫
折
で
あ
っ
て
、

フ
ォ
ル
ス
引

l

、
カ
ロ
リ
ー
ネ
・
ベ

!
?
l
(
後
の
A

・
シ
ュ
レ
|
ゲ
ル

と
峨
焔
後
シ
ェ
リ
ン
グ
夫
人
と
な
っ
た
)
、
ゲ
ル
レ
ス
な
ど
の
ド
イ
ツ
・
ジ

ャ
コ
パ
ン
派
|
|
ロ
ベ
ス
ピ
エ
l

ル
主
義
|
|
の
継
承
だ
っ
た
。
し
か
し

フ
ラ
ン
ス
革
命
政
府
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
卜
併
合
の
企
閃
、
ブ
リ
ュ
メ
l

ル
十

八
円
以
後
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
軍
事
独
裁
か
ら
帝
政
へ
の
移
行
が
明
確
に
な

る
に
つ
れ
て
、
ロ
7
ン
派
は
ジ
ヤ
コ
ビ
ニ
ズ
ム
を
清
算
し
、
む
し
ろ
反
フ

ラ
ン
ス
、
以
ボ
ナ
パ
ル
卜
の
立
拐
を
明
確
に
し
て
い
く
。
た
だ
政
治
的
利

俗
ま
た
は
政
時
の
山
…
か
ら
で
は
な
し
に
、
革
命
思
想
の
根
本
批
判
、
近
代

小
仁
義
の
克
服
の
制
野
が
敵
立
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
点
で'
M
巾
主
義
者
や
ナ

シ
ヨ

L
J
リ
ス
ト
の
川
、
ボ
ナ
パ
ル
卜
の
ドh
w加
が
、
問
山
本
原
理
と
し
て
は
同
じ

，u
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン

V
の
泊
求
だ
「
た
の
と
正
反
対
で
あ
っ
た
。
こ
の
転

問
に
円
い
て
バ

l

ク
の
革
命
批
判
か
ら
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。
革

命
的
小
へ
引
の
刈
己
的
側
へ
主
誌
と
ボ
ナ
パ
ル
ト
的
抑
制
の
山
初
と
の
必
然

的
関
係
を
か
れ
は
指
摘
し
た
し
、
革
命
自
体
は
ア
ン
シ
ア
ジ
・
レ
ジ
ー
ム

以
来
の
金
融
的
貨
幣
支
配
の
完
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
か
れ
は
観
察
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

三
ロ
マ
ン
派
の
国
家
社
会
理
論

川
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
。
社
会
契
約
論
的
個
人
主
義
は
ア
ト
ム
化
、
都

市
化
(
市
民
社
会
)
の
結
果
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
の
極
と
し
て
中
央
集

権
的
近
代
国
家
(
国
家
理
性
)
を
形
成
し
て
い
る
。
国
際
的
に
は
「
勢
力

均
衡
」
ま
た
は
そ
の
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
侵
略
的
「
普
遍
的
君
主
政
」

を
生
み
、
平
和
の
保
障
は
失
な
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
至
ら
し
め

た
の
は
宗
教
改
革
の
結
果
で
あ
る
政
治
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
ま
た

は
世
俗
化
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
革
命
は
パ
リ
中
心
の
そ
れ

と
奥
る
、
独
自
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
国
家
観
。
普
遍
的
神
聖
ロ
1
7

帝
国
の
解
休
か
ら
現
れ
た

3
5
M
M
5

ま
た
は
民
族
国
家
は
単
な
る
機
械
国
家
で
あ
っ
て
、
本
来
の
〈
国
家
〉
と

異
る
。
ロ
1
7

帝
国
が
か
つ
て
諸
部
族
共
同
体
を
解
体
し
、
集
中
的
権
力

と
画
一
な
私
的
族
父
的
市
民
の
両
極
的
構
造
を
と
っ
た
こ
と
を
模
範
と
し

て
い
る
。
真
実
の
国
家
と
は
生
産
共
同
体
で
あ
っ
て
、
自
然
と
の
戦
い
に

お
け
る
自
由
平
等
な
人
び
と
の
同
盟
、
つ
ま
り
のg
M
m
g
仕
切
のO
B
B
E
P

そ
の
下
部
の
機
能
集
団
と
し
て
の
開
。
号
R
E
S
-

ま
た
は
の

g
g
a

g
s

各
国
待
の
多
様
な
自
治
連
合
体
で
あ
る
。
封
建
的
共
同
休
で
あ
る
こ

と
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
近
代
国
家
の
似
而
非
共

同
体
ま
た
は
ル
ソ

l

の
強
制
さ
れ
た
自
由
の
共
同
休
と
臭
っ
た
愛
の
共
同

休
の
観
念
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
各
人
は
自
由
平
等

で
あ
り
、
た
だ
機
能
の
而
で
等
族

(
g
E
n
U
)の
区
別
が
あ
る
が
、
カ
ス
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ト
レ

-
w
-た
り
い
刊
行
の
述
仰
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
保
障
さ
れ
る
。

仲
間
ロ
!
?
必
川
は
キ
リ
ス
ト
教
同
家
と
し
て
、
ニ
ム
ロ
デ
の
縦
方
主
義

で
は
な
し
に
伝
統
的
慣
行
に
よ
る
調
作
将
仲
裁
裁
判
宮
と
し
て
の
向E

よ
惜
しι

等
族
会
議
の
統
制
ド
に
お
か
れ
、
多
元
的
諸
集
団
の
自
治
(
封
建
的

-
M

山
)
を
附
則
と
し
た
。
絶
対
君
主
政
や
説
法
引
由
主
義
岡
山
本
は
こ
の
視
点

か
ら
解
体
さ
れ
ね
ば
な
ら
は
い
。
か
つ
て
の
ロ

1
7
教
皇
の
山
俗
的
支
配

は
排
除
さ
れ
ね
ば
ん
は
ら
な
い
が
。

パ
ベ
山
山
印
刷
附
。
'
仰
せ
位
的
規
純
と
し
て
の
ロ

1
7

法
、
仙
川
加
点
規
純
で
あ
る
議

ヘ
h
a凶
作
い
に
は
じ
は
対
で
あ
っ
て
、
服
史
的
慣
行
と
し
て
の
判
例
法
、
ゲ
ル
マ

ン
日
小
川
い
が
作
品
爪
さ
れ
ね
ば
・
は
ら
化
い
。
し
た
が
っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
や
プ

ロ
イ
セ
ン
の

A
L
R
(
普
通
法
)
に
は
、
サ
ヴ
ィ
ュ
ー
の
よ
う
に
時
期
尚

日
ー
と
い
う
即
巾
か
ら
で
は
な
し
に
、
桜
木
的
法
原
理
の
見
地
か
ら
反
対
の

す
'
場
を
倣-
Kし
た
。
つ
ま
り
例
人
の
私
有
財
践
制
、
投
機
的
土
地
処
分
、

川
人
の
法
的
地
位
の
低
下
を
批
判
し
て
、
共
同
休
所
有
(
こ
と
に
土
地
に

対
す
る
汁
ベ
ル
的
制
度
)
、
間
人
の
川
続
権
な
ど
を
弁
波
し
た
。

同
経
済
制
。
尚
業
ま
た
は
マ
ヌ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
技
術
の
観
点
か
ら
の

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
的
自
由
経
済
論
を
批
判
し
て
、
問
中
に
経
済
の
見
地
で
な

し
に
、
純
粋
燦
業
を
共
同
休
生
活
の
基
礎
と
し
て
道
義
的
に
尊
設
す
る
股

本
的
経
済
観
を
強
調
し
、
貨
幣
経
済
(
国
家
信
用
)
の
弊
害
と
し
て
の
金

術
文
配
を
非
雌
し
た
。
同
際
的
部
市
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
産
業
革
命
(
イ

ン
グ
ヲ
ン
ド
)
の
結
果
で
あ
る
ド
イ
ツ
股
業
の
部
分
的
商
業
化
と
衰
退
を
、

同
際
的
介
業
の
保
障
に
よ
っ
て
阻
比
し
よ
う
と
す
る
立
図
も
見
ら
れ
る
し
、

山
村
解
体
を
防
ご
う
と
す
る
点
で
ナ
ロ
!
ド
ニ
キ
の
見
解
と
き
わ
め
て
類

似
し
て
い
ゐ
。

I 7 

同
文
明
観
。
ゲ
ル
マ
ン
的
民
族
文
化
を
フ
ラ
ン
ス
化
ま
た
は
都
市
化
か

ら
守
ろ
う
と
す
る
点
で
は
民
族
主
義
的
と
言
え
る
が
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的

民
族
主
義
(
た
と
え
ば
フ
ィ
ヒ
テ
)
|
そ
れ
を
奨
励
し
た
こ
と
は
否
定
さ
れ

な
い
と
し
て
も
ー
と
は
反
対
に
、
権
力
的
集
中
的
統
一
で
は
な
し
に
、
地

方
分
散
的
述
A
Hの
観
点
を
強
調
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
ド
イ
ツ
民
族
の
多
様

な
地
方
性
、
そ
の
独
自
性
、
分
権
制
を
擁
護
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る

諸
傾
郊
の
官
僚
的
統
合
に
反
対
し
た
。

同
宗
教
観
。
政
教
の
分
離
を
承
認
す
る
品
、
信
仰
を
全
く
伺
人
の
私
的

事
項
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
自
由
主
義
を
批
判
し
て
、
両
者
の
宮
・

5
3

庄
司
の
市
一
裂
さ
を
市
一
視
し
た
。
こ
の
立
場
か
ら
ロ
マ
ン
派
の
多
く

の
人
が
カ
ト
リ
ッ
ク
的
信
仰
へ
転
向
し
た
が
、
も
と
も
と
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
教

会
の
伝
統
を
受
け
る
敬
皮
派
的
神
都
主
義
ま
た
は
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
に
よ

っ
て
復
活
さ
れ
た
ベ
l

メ
的
神
泌
思
想
が
強
く
影
響
し
て
い
た
。
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
内
の
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
的
動
向
に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
し
、
同

教
会
内
で
は
そ
れ
ほ
ど
ロ
7
ン
派
は
受
け
探
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

四
ロ
マ
ン
派
の
実
践
的
政
治
路
線

ロ
マ
ン
派
の
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
岡
争
は
、
オ

l

ス
ト
リ

l

、
プ
ロ
イ
セ
ン

を
は
じ
め
諸
領
邦
の
政
策
が
勢
力
均
衡
の
立
場
か
ら
き
わ
め
て
妥
協
的
交

沙
に
終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
大
い
に
戦
闘
的
で
あ
っ
て
、
ス
ペ
イ

ン
の
対
仏
ゲ
リ
ラ
的
人
民
闘
争
(
フ
ン
タ
に
よ
る
)
を
き
わ
め
て
河
く
評

価
し
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
人
民
武
装
を
符
コ
ン
ミ
ュ
l

ン
を
基
礎
に
し

て
組
織
し
よ
う
と
し
た
が
(
ク
ラ
イ
ス
ト
)
、
各
領
郊
の
正
規
軍
主
義
に
よ

っ
て
そ
の
主
取
は
退
け
ら
れ
た
。
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
改
革
(
上
か
ら
の
革

命
)
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
政
治
路
線
を
追
求
す
る
観
点
か
ら
ロ
マ
ン
派
の
運
動
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を
抑
圧
し
た
。
|
|
そ
れ
の
み
が
フ
ラ
ン
ス
の
杭
民
地
状
態
か
ら
ド
イ
ツ

を
脱
け
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
|
|
。

正
統
主
義
{
F命
窓
口
既
日
刊
)
が
フ
ラ
ン
ス
復
古
王
政
お
よ
び
ウ
ィ
ー
ン

平
和
会
議
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
慾
法
国
会
の
根
本
原
理
と
し
て
築
簿
者
ボ

ナ
パ
ル
ト
批
判
の
指
導
的
役
割
を
も
っ
た
が
、
巨
大
な
行
政
府
と
立
窓
的

代
表
制
議
会
と
を
、
政
治
的
に
中
立
の
君
主
椀
に
よ
っ
て
統
合
す
る
こ
の

政
治
原
理
(
コ
ン
ス
タ
ン
の
、
ま
た
い
く
ら
か
は
へ
l

ゲ
ル
の
)
は
、
こ
れ

ら
の
会
議
で
自
己
の
主
張
を
承
認
さ
せ
よ
う
と
し
た
ロ
マ
ン
派
の
思
怨
と

は
全
く
無
縁
の
自
然
法
的
原
理
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
立
窓
的

自
由
主
義
と
権
力
的
軍
問
主
義
の
二
元
的
国
家
と
し
て
、
そ
れ
は
巧
み
に

平
時
と
戦
時
を
使
い
わ
け
る
。
パ

l

ダ
ー
が
建
設
し
た
「
神
聖
同
盟
」
と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
平
和
機
構
の
提
案
は
、
そ
の
名
目
の
み
が
勢
力
均

衡
実
現
の
た
め
の
手
段
に
利
用
さ
れ
、
ロ
マ
ン
派
が
意
図
し
た
欧
州
平
和

述
邦
の
凱
念
は
火
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

五
結
び

ロ
マ
ン
派
の
共
同
体
観
念
、
伝
統
的
民
族
観
、
個
人
主
義
の
批
判
、
談

会
主
義
で
は
な
く
て
等
族
的
コ
ー
ポ
レ
l

シ
ヨ
ン
的
会
議
観
な
ど
は
、
た

し
か
に
ナ
チ
ズ
ム
の
政
治
政
念
と
相
迎
ず
ろ
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
巡
動

に
と
っ
て
思
恕
上
の
似
・
以
と
な
っ
た
と
言
え
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
ロ

マ
ン
主
義
形
成
当
時
に
立
ち
帰
っ
て
政
治
的
実
践
の
見
地
か
ら
見
る
と
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
こ
の
派
の
孤
流
ま
た
は
歪
曲
さ
れ
た
注
釈
を
根
拠
と

す
る
誤
解
の
結
果
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
川
市
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
幻
想
だ
っ
た
と
一
概
に
は
退
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
民
し
い
批
判
的
精
神
と
新
し
い
革
命
へ
の
二
者
択
一
の
テl

ゼ
を
提
起
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
近
代
思
想
の
根
本
矛
盾
、

虚
構
に
直
面
し
て
思
う
の
で
あ
る
。

報

告

竹
原
良
文
ド
イ
ツ
の
思
想
類
型
と
い
う
ふ
う
に
、
テ
1
7

を
与
え
ら

れ
ま
し
た
と
き
、
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
か
じ
っ

た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
お
話
し
す
れ
ば
こ
と
た
り
る
、
と
思
っ
て
お

り
ま
し
た
ら
、
ど
う
も
こ
こ
へ
参
り
ま
す
と
、
は
な
は
だ
重
要
な
問
題
に

関
連
し
て
理
論
を
た
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
面
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、

ち
ょ
っ
と
面
く
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
突
は
レ
ジ
メ
も
ペ
ー

パ
ー
の
つ
も
り
で
あ
わ
て
て
か
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

要
約
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
か
え
っ
て
皆
様

方
に
色
々
混
乱
を
与
え
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
は
な
は
だ
自
分

の
軽
率
を
恥
じ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
点
を
ひ
と
つ
よ
ろ
し
く
御

了
解
下
さ
い
。

で
す
か
ら
果
し
て
与
え
ら
れ
ま
し
た
、
社
会
思
恕
の
類
型
と
し
て
の
ド

イ
ツ
の
特
殊
性
に
、
適
確
に
お
答
え
で
き
る
か
、
は
な
は
だ
あ
い
ま
い
で

ご
ざ
い
ま
す
け
ど
、
一
応
わ
た
く
し
が
や
っ
て
お
り
ま
す
一
端
と
し
て
の

ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
て
、
設
聞
に
お
答
え
申
し
上
げ

た
い
、
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
で
確
か
に
ロ
マ
ン
派
の
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
現
在
に
お
き
ま

し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
反
動
思
想
で
あ
る
と
、
あ
る
い
は
ナ

チ
ズ
ム
の
源
流
で
あ
る
と
、
き
わ
め
て
手
き
び
し
い
批
判
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
し
、
今
日
的
視
野
か
ら
申
し
ま
す
と
、
検
討
す
る
に
値
い
し
な
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い
れ
の
で
ト
ヮ
り
、
L
E

い
-
1

ふ
・
リ
に
貯
・
え
ら
れ
る
而
が
少
な
く
と
も
、
社
会

科
川
ぺ
J

の
而
に
お
E

吏

L

て
は
与
え
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ

げ
で
あ
り
ま
十
円
勿
品
目
人
川
「
巾
ん
の
而
で
は
荒
川
宜
な
ん
で
す
け
ど
、
文
学
史

の
忠
助
と
全
く
け
ん
U
H竹
川
子
の-1
け
と
り
方
は
ち
が
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
汚
-
二
・
り
い
ゐ
わ
げ
で
ご
芯
い
ま
す
。
そ
こ
で
か
ん
た
ん
に
ロ
マ
ン
派

の
特
徴
と
い
う
も
の
を
ご
説
明
中
し
上
げ
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
の
知
型
に

及
ん
で
入
れ
い
い
と
川
山
F
1

ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。

-
H
て
山
・L
K
L

て
、
口
マ
ン
派
の
考
え
方
の
特
徴
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
前
竹
茨
木
山

U伐
の
へH
m
ト
仁
義
に
対
す
る
、
き
わ
め
て
桜
木
的
な
批
判
を
い

み
し
て
ま
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
と
っ
く
に
御
承
知

の
ニ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
そ
う
い
う
悟
性
な
り
理
性
な
り
に
き
わ
め
て

市
一
点
在
お
い
たι
え
方
に
対
し
て
、
感
情
で
あ
る
と
か
あ
る
い
は
宗
教
心

と
い
う
も
の
が
非
常
に
市
相
似
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
一
番
重

犯
仕
役
割
を
川
市
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
似
像
力
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
あ
る

い
は
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ヨ
ン
の
間
加
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
、

少
な
く
と
も
悟
性
的
伝
、
い
わ
ゆ
る
分
析
的
な
方
法
に
対
し
て
、
総
合
的

な
思
考
方
法
を
ひ
ら
い
た
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

余
り
に
も
分
析
が
中
心
で
あ
り
ま
す
た
め
に
、
す
べ
て
を
分
か
つ
と
い
う

こ
と
、
細
分
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
一
つ

の
総
合
的
な
全
体
制
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
生
命
線
と
い
う
も
の
の

触
発
を
立
図
し
た
と
こ
ろ
に
、
想
像
力
な
り
、
そ
う
い
っ
た
感
性
の
働
き

と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
こ
う
い
う

ふ
う
に
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
、
で
す
か
ら
そ
の
い
み
で
、

た
し
か
に
啓
蒙
思
惣
の
中
心
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
を
判
別
し
た
、
と
い
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う
こ
と
が
い
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
う
い
う
近
代
主
義
に
対
し
て
根
本
批
判
と
い
う
こ
と
を
意

図
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
、
非
合
理
的
な
も
の
、
あ
る
い
は

幻
想
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
に
し
て
も
、
た
し
か
に
そ
う
い
う
啓
蒙
思
想
、

あ
る
い
は
合
理
主
義
の
も
っ
て
お
り
ま
す
一
面
性
と
い
う
い
う
こ
と
、
き

わ
め
て
分
析
的
な
考
え
方
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
批
判
を
提
起
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
考

え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
学
問
の
領
域
に
い
た
し
ま
し
で
も
、

余
り
に
も
細
分
化
さ
れ
専
門
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
、
そ

れ
か
ら
信
仰
と
知
性
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
い
う
も
の
が
、
あ
ま
り
に

も
区
別
さ
れ
た
と
い
う
、
そ
の
問
題
を
と
ら
え
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

直
接
、
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
は
そ
の
点
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ロ
マ
ン
派
の
ロ
マ
ン
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
ま

す
と
、
こ
う
い
う
分
析
的
な
立
場
か
ら
い
た
し
ま
す
と
、
分
析
的
な
方
法

が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
全
体
的
な
考
え
方
、
総
合
的
な
考
え

方
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
で
は
提
起
さ
れ
て
こ
な
い
、
あ
る
い
は
あ
る
面

で
は
非
歴
史
的
、
非
常
に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
観
点
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
い
、

非
常
に
個
別
的
な
問
題
だ
け
に
問
題
点
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
い
ま
申

し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
学
問
の
分
野
に
お
き
ま
し
で
も
余
り
に
も
専
門
化

と
い
う
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
結
果
と
し
ま
し
て
、
や
は
り
文
学
と
政
治
と
い
う
も
の
は
、

全
く
相
容
れ
な
い
、
対
立
し
た
も
の
で
あ
る
、
む
し
ろ
純
文
学
の
見
地
か

ら
い
た
し
ま
す
と
、
社
会
文
学
、
あ
る
い
は
歴
史
文
学
と
い
う
考
え
方
に
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対
し
て
は
、
充
分
な
評
価
が
与
え
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ノ
ヴ
ァ

l

リ
ス

の
言
葉
を
か
り
て
取
し
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
持
的
な
国
家
と
い
う
観
念
が

ご
ざ
い
ま
す
、
ロ
マ
ン
派
の
考
え
方
の
一
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ポ
エ
テ
ィ
シ
ャ
l

・
シ
ュ
タ
l

ト
と
い
う
考
え

方
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
詩
的
な
国
家
と
い
う
も
の
は
、
そ

れ
自
休
一
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
、
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
も
の
と
、
き
わ
め
て
現
実
的
、
世
俗
的
な
政
治
、

あ
る
い
は
国
家
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
形
で
結
び
つ
き
う
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
き
わ
め
て
批
判
的
な
見
方
と
い
う
も
の
は
、
少
な
く

と
も
合
理
恩
制
掛
か
ら
み
ま
す
と
、
そ
の
中
心
的
な
考
え
方
か
ら
い
た
し
ま

す
と
、
さ
け
ら
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
あ
え
て

ロ
マ
ン
派
は
、
そ
う
い
う
ポ
エ
テ
ィ
シ
ャ

l

・
シ
ュ
タ

l

卜
と
い
う
考
え

方
を
提
起
し
て
ゆ
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
考
え
方
か
ら
い
た

し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
力
を
か
り
る
以
外
に
、
こ

う
い
う
分
か
た
れ
た
も
の
、
分
散
、
町
内
別
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
一
件
ぴ

あ
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
則
性
あ
る
い
は
悟
性
の
力
で
は
と
う
て
い
で

き
な
い
こ
と
で
、
や
は
り
な
に
か
き
わ
め
て
神
泌
的
な
こ
と
に
な
り
ま
す

し
、
ま
た
こ
の
点
が
非
合
理
で
あ
り
幻
惣
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
い
は
宗
教
性
と
い
う
も
の
を
か
り
よ
う
と
い
う
、

一
つ
の
総
合
的
な
か
と
い
う
も
の
を
求
め
る
と
い
う
考
え
方
が
、
中
心
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
的
、
服
史
的
な
文
学

の
あ
り
方
を
A
と
め
よ
う
と
い
う
、
そ
こ
に
ロ
マ
ン
の
特
徴
が
あ
る
ん
じ

ゃ
は
い
か
、
こ
れ
は
わ
た
く

L
A
Uく
専
門
外
の
も
の
が
、
口
は
ば
っ
た
い

こ
と
右
中
し
上
げ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
、
も
う
一
つ
の
商
は
、
イ
マ
ジ
ネ
イ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ

の
全
体
観
、
生
命
観
に
と
も
な
う
も
う
一
つ
の
点
は
、
歴
史
観
と
い
う
も

の
が
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
を
し
め
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
も
か
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
歴
史
の
原
初
復

帰
と
い
う
、
も
っ
と
も
線
源
的
な
も
の
へ
も
う
一
皮
た
ち
か
え
る
と
い
う
、

一
つ
の
、
輪
廻
観
と
い
う
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
ど
も
、
つ
ね
に
根

源
的
な
も
の
へ
た
ち
か
え
る
と
い
う
の
が
、
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ヨ
ン
の
も
う

一
つ
の
特
徴
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て

そ
れ
は
非
常
に
中
位
主
義
的
な
色
彩
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
ロ
マ
ン
派
の
特
徴
は
、
中
世
主
義
だ
と
い

う
ふ
う
に
-
mし
ま
す
と
、
そ
れ
は
単
な
る
封
建
反
動
に
す
ぎ
な
い
、
と
い

う
ふ
う
に
皆
様
方
か
ら
御
指
摘
を
う
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
大
.
さ
つ
ば
な
見
方
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
一
つ
の
歴
史
の
循

環
に
か
ん
す
る
考
え
方
と
い
う
も
の
が
基
礎
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
と
恩
う
ん
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
近
代
主
義
の
特

徴
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
非
常
に
古
典
主
義
の
考
え
方
、
つ
ま
り
ロ
マ
ン

主
義
と
古
典
主
義
と
い
う
も
の
が
非
常
に
対
照
的
に
考
え
ら
れ
て
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
も
の
と
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
も
の
は
一

つ
の
対
立
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
申
し
ま
す
か
、
そ
れ
は

い
っ
た
い
何
か
と
巧
え
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
、
ロ

1
7

的
な

文
明
の
継
承
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
古



社会思想の諸類型

典
主
義
に
は
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
主
義
の
ぬ

A
Hも
そ
・
ソ
だ
と
思
う

ん
で
す
が
、
つ
ね
に
近
代
ホ
￡
刊
の
端
桁
以
来
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
へ
帰

る
と
い
-
ソ
こ
と
が
謀
本
的
危
考
え
方
に
・
は
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
ん
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
古
代
と
い
-
勺
も
の
は
何
ん
だ
ろ
う
か
、
古

典
主
義
、
古
代
文
明
と
い
う
も
の
は
一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

こ
れ
を
政
治
的
に
巧
え
て
み
ま
す
と
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
も
の
が
あ
る

ん
じ
ゃ
仕
い
か
。
つ
ま
り

A

つ
は
ポ
リ
ス
の
間
出
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
少

た
く
と
も
こ
れ
は
、
寸
べ
て
の
人
民
が
同
時
に
日
ら
民
主
的
に
権
力
と
い

う
も
の
を
構
成
し
て
い
る
、
政
治
と
い
う
も
の
構
成
し
て
い
る
、
き
わ
め

て
抗
技
民
主
制
的
な
考
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
も
の

が
一
つ
の
理
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
ポ
リ
ス
の
崩
壊
の
上
に

で
き
上
っ
た
、
ロ
ー
マ
品
川
国
と
い
う
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
た
し
か
に
ル

ソ

l

の
強
制
さ
れ
た
自
由
と
い
う
も
の
の
モ
デ
ル
は
ポ
リ
ス
と
し
て
指
摘

で
き
る
ん
じ
ゃ
伐
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

L

か
し
ア
ン
シ
ャ
ン
レ

ジ
ー
ム
の
フ
ラ
ン
ス
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
こ
と
に
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
専
制
と
い
う
形
で
で
て
く
る
わ
け
で
ご
ず
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
行
い

う
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
制
の
モ
デ
ル
は
何
な
の
か
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
一
つ

の
ロ
1
7

借
問
、
古
代
・
品
川
悶
と
い
う
も
の
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
。
そ
う
し
ま
す
と
そ
の
中
で
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の

か
と
中
し
ま
す
と
、
皇
帝
椛
と
全
く
の
私
人
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
人
問
。

ポ
リ
ス
が
す
べ
て
、
全
人
で
あ
っ
て
、
公
私
と
い
う
も
の
の
区
別
が
な
か

っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
む
し
ろ
私
権
と
公
権
と
が

全
く
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
公
的
な
も
の
は
す
べ
て
皐
帝
権
の
中
に
合

ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
私
継
と
い
う
も
の
が
分
離
さ
れ
る
と

I 11 

い
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
支
配
す
る
も
の
と
支
配
さ
れ
る
も

の
と
が
、
同
紙
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
。
つ
ま
り
へ
ア
シ
ャ
フ
ト
支
配
と
い
う
も
の
の
木
質
は
何
で
あ
る
か
と

考
え
ま
す
と
、
一
方
の
極
に
は
、
全
く
の
私
的
人
間
の
多
数
者
と
い
う
も

の
の
存
在
、
つ
ま
り
一
つ
の
階
級
的
ア
ナ

l

キ
イ
と
い
う
も
の
が
存
在
す

る
、
他
方
の
紙
に
一
つ
の
専
制
的
な
権
力
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
、
こ

の
附
樋
化
と
い
-
H，
も
の
を
納
に
し
て
、
い
わ
ば
近
代
悶
家
と
い
う
も
の
は
、

権
力
と
白
山
の

-
.
γん
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
マ
ン
派
は
、

そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
分
か
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
結
ぶ
と
い
い
ま
す
か
、
総
合
す
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は

各
個
性
と
い
う
も
の
を
む
し
ろ
み
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
に
結
び

つ
く
と
い
う
考
え
、
そ
う
い
う
結
合
の
中
で
は
む
し
ろ
権
力
的
な
支
配
で

は
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
支
配
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
一
つ
の
全
体
、

同
腹
、
へ
ア
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
て
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
、
そ
う

い
う
人
間
関
係
が
あ
り
う
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
た

ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
で
で
き
ま
す
の
は
、
や
は
り
多
元
論
的
な
国
家
で
あ
る
、
そ
の

例
を
巾
世
の
神
型
ロ
1
7

・
品
川
国
に
求
め
る
、
キ
リ
ス
ト
教
国
、
ク
リ
ス
テ

ン
グ
ム
と
い
う
も
の
に
そ
の
矧
型
を
求
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
近
代
主
義

が
お
ち
い
り
ま
し
た
、
そ
う
い
う
古
代
ロ
1
7

常
国
の
復
活
と
い
う
こ
と

に
対
し
て
、
別
の
モ
デ
ル
で
も
っ
て
答
え
よ
う
と
し
た
、
そ
こ
に
ロ
マ
ン

一
点
の
中
世
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
多

元
論
的
な
、
権
力
主
義
じ
ゃ
な
く
て
、
む
し
ろ
多
元
論
的
な
結
合
と
い
う



j
t士
、
目
。

J
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

e
i
M‘・

i

ペ
ナl
マ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
な
、
社
会
思
想
の
類
型
と
い
う
こ
と
・

に
は
、
充
分
答
え
え
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

ロ
マ
ン
派
の
考
え
方
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
だ
け
を
御
紹
介
し
て
、
わ
た
く
し

に
与
え
ら
れ
ま
し
た
課
題
に
お
答
え
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

水
田
洋
只
今
の
ロ
マ
ン
主
義
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
に

つ
い
て
の
御
報
告
、
な
に
か
内
容
的
に
確
認
し
た
い
と
い
う
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
ど
う
ぞ
。
:
:
:
(
会
場
か
ら
の
質
問
注
し
)

そ
れ
で
は
ち
ょ
っ
と
お
た
ず
ね
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
多
元
論
と
お
し
ゃ

っ
い
ま
し
た
ね
、
A
1お
わ
り
の
方
で
。
ふ
つ
う
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
の
は
、

普
通
主
義
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
関
連
は
ど
う
な

ん
で
し
ょ
う
か
。
多
元
論
の
意
味
を
ち
ょ
っ
と
御
説
明
下
さ
い
。

竹
原
良
文
確
か
に
普
遍
主
義
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
休
を
包

括
し
て
い
ま
し
て
、
近
代
的
で
は
エ
ン
パ
イ
ア
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
う

い
う
い
く
つ
か
の
大
き
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
窓
味
で
は
ユ
ニ
パ
l

サ
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
、

近
代
に
お
い
て
は
消
え
さ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
ご

ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
社
会
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

全
体
を
包
指
す
ゐ
よ
う
な
社
会
と
い
う
も
の
を
考
え
た
場
合
に
、
そ
の
社

会
の
桃
成
が
き
わ
め
て
い
ろ
ん
な
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
と
か
、

コ
l

ポ
レ

l

シ
ヨ
ン
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
、
諸
集
団
の
、
自
治
集
団
の
梢

の
粘
介
、
そ
う
い
う
'
怠
味
で
多
元
的
と
も
い
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う

い
う
も
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
型
思
想
に
つ
い
て

中

村

雄

whv 

由
民

レ
ジ
ュ
メ

現
代
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
な
か
で
、
一
般
に
実
存
主
義
と
構
造
主
義
と

の
対
立
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
対
立
は
た
だ
そ
れ
自
身
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
実
存
主
義
的
マ
ル

ク
ス
主
義
(
サ
ル
ト
ル
〉
に
対
す
る
構
造
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
(
ア
ル

チ
ュ
セ
1

ル
〉
と
い
っ
た
対
立
ま
で
も
合
ん
で
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
は
思
想
の
内
容
的
対
立
だ
け
で
は
な
く
、
思
考
方
法
の
上
で
の
対
立
、

あ
る
い
は
二
つ
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

事
実
、
歴
史
的
に
み
て
も
フ
ラ
ン
ス
思
想
は
、
意
識
(
あ
る
い
は
、
コ

ギ
ト
〉
と
構
造
(
あ
る
い
は
社
会
〉
と
い
う
こ
つ
を
中
心
と
す
る
楕
円
座

標
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
つ
の
中
心
点
を
示
す
代

表
的
な
思
想
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
デ
カ
ル
ト
と
コ
ン
ト
で
あ
る
。
と
い
っ
て

も
、
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
と
コ
ン
ト
の
場
合
、
両
者
は
、
意
識
に
よ
る
社

会
の
対
象
化
を
と
お
し
て
、
た
と
え
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
な
ど
を
と
お
し

て
、
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
認
識
論
的
に
い
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
に

お
け
る
精
神
(
意
識
)
と
身
体
(
物
体
)
の
二
元
論
の
発
展
、
展
開
し
た

も
の
と
い
え
よ
う
が
、
右
に
述
べ
た
楕
円
の
二
つ
の
極
あ
る
い
は
中
心
を

関
係
づ
け
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、
強
い
人
間
へ
の
関
心
、
モ
ラ
リ
ス
ト



(
相
川
俗
の
間
・
祭
符
)
的
な
洞
察
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
関
係
づ
け
の
必
悶

を
わ
か
り
や
す
く
モ
ン
チ
l

ニ
ュ
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

も
と
よ
り
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
コ
ン
ト
に
至
る
思
想
史
上
の
展
開
に
し
て

も
、
現
代
で
の
巾
れ
に
存
主
義
(
現
匁
学
)
と
構
造
主
義
の
対
立
に
し
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
忠
似
の
内
郎
だ
け
で
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

問
の
思
似
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
諸
思
想
と
交
似
し
、
さ

主
ゴ
主
人
べ
か
た
ん
で
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
生
じ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
岡
山
似
は
全
体
と
し
て
布
の
よ
う
な
州
側

近
を
持
ち
な
が
ら
、
慨
し
て
実
念
論
H

存
在
論
的
傾
向
の
つ
よ
い
ド
イ
ツ

思
似
と
、
唯
ヤ
れ
論H
経
験
論
的
傾
向
の
つ
よ
い
イ
ギ
リ
ス
恩
怨
と
の
中
間

に
あ
っ
て
、
両
者
を
媒
介
し
つ
つ
、
独
自
な
か
た
ち
で
徹
底
化
を
行
っ
て

き
た
も
の
と
い
え
る
。
と
き
に
は
楕
円
の
中
心
の
一
方
(
意
識
)
に
重
点

を
お
き
、
と
き
に
は
他
方
(
社
会
)
に
重
点
を
お
き
な
が
ら
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
で
は
、
ほ
ぼ
右
の
よ
う
な
図
式
の
も
と
に
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
只
体
的
な
例
に
ふ
れ
て
、
考
察
を
展
開
し
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

社会!JJ.\l1の諸煩型
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中
村
雄
二
郎
私
の
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
型
思
想
」
と
い

う
こ
と
は
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
見
向
か
ら
扱
う
こ
と
、
と
く
に
社
会
思
想

に
限
っ
て
扱
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
な
か
な
か
難
題
で
す
。
ふ
つ
う
な

ら
れ
会
思
似
に
限
定
す
る
方
が
と
ら
え
や
す
い
は
ず
な
の
だ
け
れ
ど
も
、

ど
う
も
そ
う
い
う
具
合
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
多
分
、
一
つ
に
は
社
会

思
想
と
い
う
も
の
に
対
す
る
私
の
姿
勢
に
も
よ
る
の
だ
ろ
う
と
恩
い
ま
す

13 

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
そ
の
も
の
の
側
に
も
原

因
が
あ
り
そ
う
で
す
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。

レ
ジ
ュ
メ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
怒
識
と
構
造
を
ニ
つ
の
中
心
と
す

る
楕
円
と
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
ニ
つ
の
動
的
な
ニ
極
性
を
合
ん
だ
も
の

と
し
て
と
ら
え
て
お
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
や
や
別
の
角

度
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

い
ま
か
ら
二
十
年
以
上
も
ま
え
に
な
り
ま
す
が
、
「
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
」
の

一
冊
に
あ
る
ロ
ヅ
ェ
・
ダ
ヴ
7
1

ル
と
い
う
人
の
=
国
吉
o
w
o
仏
g

正
常
凹

自
明

g
R

目
=
と
い
う
本
を
翻
訳
し
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
表
題
を
ど

う
す
る
か
考
え
ま
し
て
ね
、
「
フ
ラ
ン
ス
思
想
史
」
と
は
せ
ず
に
「
フ
ラ
ン

ス
社
会
思
惣
史
」
と
し
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
し
た
の
か

と
い
う
と
、
日
本
で
の
「
思
想
史
」
の
概
念
よ
り
は
「
社
会
思
想
史
」
の

概
念
に
近
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
に
の
本
で
、
第
二
期
は

「
理
性
の
勝
利
」
と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
な
か
に
は
十
七
世
紀

の
政
治
思
想
や
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
第

三
期
の
「
経
験
的
理
性
と
社
会
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
、
経
済
、
社
会
お

よ
び
政
治
思
想
が
そ
れ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
四
期
は
「
自

我
と
社
会
体
系
」
と
あ
っ
て
、
サ
ン
1
Y
モ
ン
J
フ
ー
リ
エ
、
プ
ル
1

ド

ン
の
社
会
主
義
が
と
に
か
く
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
節
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い

る
。だ

か
ら
、
こ
の
ダ
ヴ
7
1

ル
の
本
は
、
ま
っ
た
く
の
、
あ
る
い
は
狭
い

窓
味
で
の
「
社
会
思
想
史
」
で
は
な
い
に
し
て
も
、
広
い
意
味
で
は
そ
う

い
っ
て
も
い
い
も
の
な
ん
で
す
。
い
ま
引
い
た
第
三
期
と
第
四
期
の
タ
イ
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ト
ル
の
「
経
験
的
理
性
と
人
聞
社
会
」
と
か
「
自
我
と
社
会
体
系
」
と
か

が
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
極
性
の
一
つ
と
し
て
社
会
に
つ
い
て
の

思
想
の
占
め
る
位
置
が
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
こ
の
ダ
ヴ
ア

ー
ル
の
本
を
翻
訳
し
て
か
ら
ず
っ
と
感
じ
つ
づ
け
て
き
た
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
場
合
の
思
想
史
の
幅
の
広
さ
に
つ
い
て
で
あ
り
、
思
想
史
と
社
会
思

想
史
の
境
界
の
あ
い
ま
い
さ
に
つ
い
て
だ
っ
た
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、

ど
う
も
そ
の
よ
う
な
性
格
は
ダ
グ
ァ
l

ル
の
そ
の
本
だ
け
の
こ
と
で
は
な

い
ら
し
い
。

ご
存
知
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
草
命
の
知
的
起
源
を
扱
っ
た
本
に
、
ダ
ニ

エ
ル
・
モ
ル
ネ
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
知
的
起
源
』
(
一
九
三
三
年
〉
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ん
か
に
し
て
も
、
た
し
か
に
社
会
恩
惣
で

は
あ
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
も
っ
て
い
る
幅
は
か
な
り
広
い
。
ま
た
、

ポ
l

ル
・
ア
ザ
l

ル
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識
の
危
機
』
(
一
九
三
五
年
三

こ
れ
は
ふ
つ
う
の
意
味
で
は
恩
恕
史
の
な
か
に
入
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
、

社
会
思
想
史
と
い
っ
て
も
い
え
な
く
は
な
い
。
も
っ
と
最
近
の
も
の
で
は
、

例
の
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ
l

の
『
言
葉
と
物
』
(
一
九
六
四
年
)
。
こ
れ
な

ん
か
も
、
こ
れ
ま
で
の
ふ
つ
う
の
分
類
に
は
入
り

ι
く
い
も
の
だ
け
れ
ど

も
、
や
は
り
一
一
般
の
岡
山
惣
史
に
は
ち
が
い
な
い
し
.
ま
た
社
会
と
い
う
も

の
の
と
ら
え
方
を
少
し
変
え
れ
ば
、
社
会
思
想
史
と
い
っ
て
い
え
な
い
こ

と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

い
ま
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
例
か
ら
成
る
程
度
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
社
会
思
想
史
と
い
う
も
の
の
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
。
狭
い
芯
味
で
の
、
い
わ
ゆ
る
社
会
思
想
史
ら
し
い
社
会
思
想
史

も
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
は
み
出
し
て
い
る
も

の
が
多
い
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
に
お
い
て
は
、
い
つ

で
も
「
人
閲
」
の
問
題
に
つ
い
て
の
多
角
的
な
関
心
、
モ
ラ
リ
ス
ト
(
習

俗
の
観
察
者
〉
と
し
て
の
関
心
が
つ
よ
く
あ
っ
て
、
そ
れ
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ま
、
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
l

コ
l

の
『
言
葉
と
物
』
に
ふ
れ
て
、
「
社
会
と
い
う
も
の
の
と
ら
え
方

を
少
し
変
え
れ
ば
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
人
間
に
対
す
る
多
角
的
な
関
心

は
当
然
社
会
に
対
す
る
と
ら
え
方
の
変
更
を
迫
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。

「
社
会
」
の
と
ら
え
方
を
直
接
考
え
な
い
ま
で
も
、
基
礎
概
念
の
検
討
と

新
し
い
と
ら
え
な
お
し
に
よ
っ
て
そ
れ
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
れ
は
私
の
翻
訳
し
た
『
知
の
考
古
学
』
(
一
九
六
九
年
)
の
方
に
は
・

っ
き
り
出
て
き
て
い
る
フ

l

コ
!
の
考
え
方
で
す
が
、
た
と
え
ば
「
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
ィ
テ
」
(
実
証
性
、
実
定
性
〉
と
い
う
概
念
に
対
す
る
新
し
い
と

ら
え
な
お
し
が
あ
る
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
や
オ
1

ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
ふ
う

の
、
経
験
的
な
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
に
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
グ
ィ
ス
ム
に
対
し

デ
ィ
ス
ク
ー
ル

て
、
言
語
表
現
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
実
定
性
と
い
う
問
題
を
表
面
に
出
し
て

き
で
、
新
し
い
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム
の
提
唱
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
行
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
社
会
思
想
史
と
思
想
史
と

い
う
こ
つ
の
分
野
は
、
重
な
り
合
う
と
い
う
か
、
入
り
組
ん
で
い
る
と
い

う
か
、
そ
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
型
思
想
」
と
い
う
こ
と

が
問
わ
れ
る
と
き
、
な
か
な
か
扱
い
に
く
い
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
逆

乎
に
と
っ
て
い
え
ば
、
ま
ず
そ
の
と
こ
ろ
に
フ
ラ
ン
ス
型
恩
惣
の
特
色
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

さ
て
、
以
上
を
前
説
と
し
て
、
レ
ゾ
ュ
メ
に
書
い
て
お
い
た
こ
と
の
方
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に
入
る
こ
と
に
し
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
思
惣
の
う
ち
に
は
、
一
般
に
対
立
的
あ
る
い
は
対
極
的
な
二

つ
の
考
え
方
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
ち
ば
ん
わ
か
り
や
す
い

の
は
実
存
主
義
と
構
造
主
義
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ら
マ

ル
ク
ス
主
義
の
内
部
で
考
え
て
も
、
た
と
え
ば
ロ
ジ
ェ
・
ガ
ロ
デ
ィ
の
主

体
論
的
、
人
間
主
義
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
と
、
そ
れ
か
ら
ル
イ
・
ア
ル
チ

ュ
セ
ー
ル
の
構
造
論
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
こ
つ
の
対
立
的
対
極
的

な
も
の
が
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど

山
口
先
生
が
い
わ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
思
恕
を
考
え
る
場
合
に
二
つ

の
要
因
と
し
て
主
体
と
球
墳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
結
び
つ
く
と
思
い
ま

す
。
そ
の
限
り
で
は
ど
こ
の
国
で
も
い
え
る
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
対

立
の
仕
方
、
対
立
の
理
論
へ
の
組
み
込
ま
れ
方
が
、
た
い
へ
ん
特
徴
的
で

は
っ
き
り
し
て
い
る
。

そ
の
対
立
を
極
端
に
お
し
す
す
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

主
体
め
方
は
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
意
識
、
つ
ま
り
コ

ギ
ト
に
な
り
内
そ
れ
に
対
す
る
環
境
あ
る
い
は
、
社
会
の
方
は
・
構
造
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
構
造
と
い
う
概
ポ
は
「
構
造
主
義
」
に
よ
っ
て
わ

れ
わ
れ
の
ま
え
に
も
は
っ
き
り
姿
を
あ
ら
わ
し
た
わ
け
で
す
が
、
正
当
に

理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
構
造
概
念
は
普
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
に
よ

っ
て
い
わ
れ
て
い
た
一
般
的
な
意
味
で
の
構
造
で
は
な
く
、
ソ
シ
ュ
1

ル

言
語
学
の
ラ
ン
グ
(
言
語
休
系
〉
の
考
え
方
を
く
ぐ
っ
て
明
確
な
も
の
に

な
っ
て
き
た
概
念
な
ん
で
す
ね
。
無
意
識
で
あ
り
社
会
制
度
で
あ
る
よ
う

な
構
造
で
す
。

こ
の
窓
識
と
構
造
を
い
わ
ば
楕
円
の
二
つ
の
中
心
と
し
、
そ
の
ど
ち
ら
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。 a

か
に
傾
き
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
で
は
恩
惣
の
交
代
が
行
な
わ
れ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
対
立
す
る
よ
う
に
み
え
る
こ
つ
の

思
想
は
、
た
だ
対
立
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
ニ
つ
の
極
の
い
ず
れ

か
に
大
き
く
傾
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
こ
の
こ
つ

の
極
は
ど
の
時
代
に
も
あ
っ
て
、
そ
の
極
の
ど
ち
ら
か
に
バ
ラ
ン
ス
が
傾

い
た
か
た
ち
で
、
そ
の
と
き
ど
き
の
思
想
が
出
て
き
て
い
る
、
と
い
う
わ

け
で
す
0

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
史
の
上
で
、
意
識
を
代
表
す
る
も
の
が
デ
カ
ル
ト
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
構
造
を
代
表
す
る
の
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
と
か
コ
ン
ト
と
か
、
と
く
に
コ
ン
ト
で
し
ょ
う
。
ォ
l

ギ
ュ
ス
ト
・
コ

ン
ト
と
い
え
ば
、
私
に
は
今
日
の
テ
!
?
に
も
関
係
し
た
憶
い
出
が
あ
り

ま
す
。
一
九
六
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
と
き
、
日
本
で
は
ず
ェl
パ

l

研
究
が
た
い
へ
ん
さ
か
ん
な
頃
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
て
向
う
の

学
者
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
話
し
て
い
て
ヴ
ェ
l

パ
l

の
こ
と
に
な
り
ま

し
て
ね
、
日
本
の
ず
ェ
l

パ
l

研
究
熱
が
そ
れ
で
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ず
ェ
!
パ
l

の
研
究
が
ど
う
も
あ
ま
り

に
も
少
な
い
の
で
、
ど
う
い
う
わ
け
な
の
か
、
き
い
て
み
た
ん
で
す
。
す
る

と
そ
の
答
え
が
こ
う
だ
つ
た
の
で
す
。
自
分
の
と
こ
ろ
に
は
コ
ン
ト
も
い

れ
ば
デ
ュ
ル
ケ
l

ム
も
い
る
。
社
会
学
は
こ
ち
ら
が
本
場
だ
と
い
わ
ん
ば

か
り
な
の
で
す
。
そ
れ
に
ヴ
ェ
l

パ
ー
の
こ
と
は
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
が

や
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
で
十
分
だ
と
い
う
よ
う
な
口
ぶ
り
だ
っ
た
の
で
す
。

コ
ン
ト
や
デ
ュ
ル
ケ
1

ム
に
対
し
て
も
、
私
は
私
な
り
に
関
心
を
も
っ

て
い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
そ
の
と
き
フ
ラ
ン
ス
で
の
コ
ン
ド
の
重
味
と

い
う
も
の
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
コ
ン
ト
や
デ
ュ
ル
ケl
ム
に
対
す

、戸、
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る
関
心
で
は
日
本
で
も
最
近
高
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
す
が
。
そ
の
コ
ン
ト

と
い
え
ば
、
も
う
一
つ
お
話
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ

ん
の
う
ち
の
多
く
の
方
が
ご
存
知
だ
と
恩
い
ま
す
が
、
パ
リ
大
学
の
正
門

|
|
あ
の
大
学
は
ど
こ
が
正
門
な
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
サ
ン
・

ミ
シ
ェ
か
大
通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
|
|
の
ま
え
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
広
場
に
、

コ
ン
ト
の
石
像
が
あ
り
ま
す
ね
。
な
ぜ
コ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

置
か
れ
た
の
か
、
考
え
て
み
た
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
ボ
ン
ヌ
ロ
と
い
う
人

の
『
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
』
と
い
う
本
を
古
本
で
見
つ
け
て
、
少
し
見
当
が
つ
く

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
の
本
に
よ
る
と
、
コ
ン
ト
の
石
像
は
ア
ン

ジ
ャ
ル
ベ
ー
ル
と
い
う
彫
刻
家
の
作
品
で
一
九
O
二
年
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
な
の
で
す
。
一
九
O
二
年
と
い
う
と
今
世
紀
の
は
じ
め
で
す
か
ら
、
そ

の
時
代
の
な
か
で
の
コ
ン
ト
へ
の
高
い
評
価
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
コ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
わ
れ

わ
れ
が
日
本
で
ふ
つ
う
考
え
て
い
る
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
で
は
評
価
が
高
い

ん
で
す
ね
。
ふ
つ
う
フ
ラ
ン
ス
思
想
と
い
う
と
カ
ル
テ
ジ
ア
ニ
ス
ム
の
方

ば
か
り
強
調
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
コ
ン
ト
、
デ
ュ
ル

ケ
l

ム
と
い
う
経
験
主
義
的
実
証
主
義
な
立
場
も
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
大

き
な
潮
流
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
み
て
く
る
と
、
し
ば
ら
く
ま
え
か
ら
問
題
に
な
っ
て

き
て
い
る
構
造
主
義
も
、
問
中
に
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
、

マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
反
動
と
か
い
う
近
視
眼
的
な
見
方
に
よ
っ
て
は
な
く
、

も
っ
と
広
い
視
野
の
も
と
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
コ
ン
ト
、
デ
ュ
ル
ケ

l

ム
の
流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
デ

カ
ル
ト
的
な
意
識
の
立
場
の
方
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
の
は
、
現
象
学
で

あ
り
実
存
主
義
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
た
し
か
に
フ
ラ

ン
ス
思
想
の
繍
円
の
二
つ
の
中
心
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
に
く
い
。
た
と
え
ば
実
存
主
義
の
あ
と
に
た
だ
対
立
す
る
も
の
、
ま
っ

た
く
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
な
に
か
急
に
構
造
主
義
が
出
て
き
た
と

し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
事
実
で
は
な
い
ん
で
す

ね
。構

造
主
義
を
代
表
す
る
レ
ヴ
イ
"
ス
ト
ロ
ー
ス
の
著
書
『
揖
造
人
類
学
』

が
出
た
の
は
一
九
五
八
年
の
こ
と
で
す
し
、
フ
l

コ
ー
が
『
言
葉
と
物
』

を
書
い
た
の
は
一
九
六
六
年
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
構
造
主
義
が
構
造

主
義
と
し
て
脚
光
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
六
O
年
に
入
っ
て

か
ら
、
と
く
に
六
0
年
代
の
半
ば
以
降
の
こ
と
で
す
が
、
こ
う
い
う
方
向

の
仕
事
は
レ
ヴ
ィ
H

ス
ト
d
l

ス
の
場
合
、
す
で
に
一
九
四
五
年
以
来
行

な
っ
て
き
て
い
る
。
か
な
り
ま
え
か
ら
や
っ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

急
に
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ

と
が
わ
か
れ
ば
、
二
つ
の
極
の
う
ち
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
も
納
得
が
い

く
は
ず
で
す
。
た
し
か
に
構
造
主
義
が
出
て
き
た
と
き
、
サ
ル
ト
ル
や
実

存
主
義
た
ち
と
は
げ
し
い
論
争
が
行
な
わ
れ
、
構
造
主
義
の
側
か
ら
の
先

行
の
思
侭
に
対
す
る
き
び
し
い
批
判
も
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
と
し
て
有
名
な
も
の
に
、
ミ
ジ
エ
ル
・
フ

l

コ
ー
に
よ
る

「
フ
l

コ
l

、
サ
ル
ト
ル
に
答
え
る
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で

次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
自
分
は
思
考
の
方
法
を
フ
ッ
サ
l
h
N、

サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
l
H

ポ
ン
テ
ィ
な
ど
の
現
象
学
的

H

実
存
主
義
的
あ

り
方
に
よ
っ
て
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
世
代
の
一
人
で
あ
る
が
、
実
存

主
義
や
人
間
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
「
人
間
」
の
自
立
を
説
き
な
が
ら
、
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実
際
は
「
人
間
」
の
名
に
お
い
て
「
神
」
を
温
存
し
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
意
識
や
自
巾
の
主
休
と
し
て
の
人
間
と
は
、
神
に
依
存
し
た
イ
メ
ー

ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
つ
て

L
l
チ
ェ
は
「
神
の
死
」
を
宣
告
し
た
が
、

そ
の
と
き
彼
は
同
時
に
、
神
化
さ
れ
た
人
間
と
人
聞
の
神
営
化
を
も
告
発

し
た
の
で
あ
っ
た
。
ニ

1

チ
ェ
が
到
来
を
告
知
し
た
「
超
人
」
と
は
、
人

間
よ
り
も
神
に
い
っ
そ
う
よ
く
似
て
い
る
人
閥
、
つ
ま
り
実
存
主
義
者
や

人
間
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
い
う
「
人
間
」
で
は
な
く
、
神
と
は
い

か
な
る
関
係
を
も
持
た
な
く
な
っ
た
人
間
で
あ
る
。
ま
た
、
哲
学
は
へ
l

ゲ
ル
か
ら
サ
ル
ト
ル
に
至
る
ま
で
、
木
質
的
に
人
間
経
験
の
全
体
化
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
す
で
に
行
き
ど
ま
り
に
な
っ
た
道
で
は
な
い
か
、
と
。

フ
l

コ
ー
と
い
う
人
は
た
い
へ
ん
な
レ
ト
リ
シ
ア
ン
だ
か
ら
、
下
手
を

す
る
と
読
ん
で
い
て
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
書
い

て
い
る
こ
と
一
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
と
、
幻
惑
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
お

い
て
み
る
と
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
意
味
が
浮
び
上
っ
て
く
る
よ
う
に

思
う
。
い
ま
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
や
実
存
主
義
に
対
し
て

は
げ
し
く
反
発
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
彼
ら
の
世
代
は
み
ん
な
サ
ル
ト

ル
や
実
存
主
義
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
時
代
に
育
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
彼
ら
の
方
法
は
、
表
面
と
し
て
は
、
「
意
識
」
に
対
し
て
「
構
、
き

を
つ
よ
く
出
し
て
い
ま
す
が
、
私
な
ん
か
も
あ
と
に
な
っ
て
気
が
つ
い
た

こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
彼
ら
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
現
象
学
や
実

存
主
義
の
洗
礼
を
受
け
、
そ
し
て
卒
業
し
て
い
る
。
卒
業
し
て
い
る
と
い

っ
て
悪
け
れ
ば
、
学
び
終
え
て
い
る
。
そ
の
学
び
終
え
た
と
こ
ろ
を
あ
と

に
な
っ
て
う
ま
く
使
い
こ
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
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う
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
構
造
主
義
と
い
う
も
の
は
、
日
本
で
わ
れ
わ
れ
が

理
解
じ
よ
う
と
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
反
射
が
あ
っ
て
と
て
も
と
ら
え
に

く
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
思
想
史
的
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
は
っ
き
り
さ
せ
た

上
で
と
ら
え
て
い
け
ば
、
そ
ん
な
に
惑
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
と
思
う

ん
で
す
。

こ
ん
ど
は
問
題
を
少
し
ず
ら
し
て
、
ガ
ロ
デ
ィ
の
人
間
主
義
的
マ
ル
ク

ス
主
義
と
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
構
造
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
二
人
は
、
閉
じ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
枠
の
な
か
に

い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
考
え
方
が
た
い
へ
ん
ち
が
っ
て
い
る
。
ガ
ロ
デ

ィ
の
方
は
一
種
の
モ
ラ
リ
ス
ト
、
つ
ま
り
人
間
性
の
研
究
家
で
あ
り
、
し
か

も
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
の
伝
統
の
う
ち
に
マ
ル
ク
ス
を
位
置

づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
践
的
な
道
徳
と
い
う
か
、
道
徳
的
な
主

体
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
側
面
が
ど
う
し
て
も
つ
よ
く
、
日
本
で
も
そ
う

い
う
性
格
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、
成
る
時
期
に
商
く
評
価
さ
れ
た
わ
け

で
す
。
そ
の
ロ
ジ
ェ
・
ガ
ロ
デ
ィ
の
一
九
六
九
年
に
書
い
た
本
に
『
社
会

主
義
の
大
き
な
転
換
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
彼
は
、
疎
外
か

ら
の
人
間
の
解
汝
こ
そ
が
社
会
主
義
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
で
あ
り
、
社
会

主
義
者
こ
そ
は
「
あ
ら
ゆ
る
疎
外
と
た
た
か
う
革
命
の
闘
士
」
で
あ
る
と

も
、
「
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
に
逆
ら
う
創
造
の
詩
人
」
で
あ
る
と
も
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
大
い
に
ガ
ロ
デ
ィ
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
矛
盾
の
和
解
だ
と
か
、
自
由

の
原
理
と
し
て
の
「
新
七
い
超
越
L
だ
と
か
と
い
う
こ
と
ま
で
言
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
主
体
論
的
マ
ル
ク
ス
主
義
応
対
七
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
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構
造
論
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
対
照
は
明
ら
か
で
す
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の

方
は
『
建
え
る
マ
ル
ク
ス
』
の
な
か
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。

一
七
八
九
年
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
的
過
去
を
糠
本
的
に
断
罪
し
、
理

論
的
空
白
を
告
発
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
使
命

が
あ
る
、
と
。
彼
は
そ
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を

拒
否
し
よ
う
と
し
ま
す
。
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
拒
否
し
て
い
る
の
は

フ
l

コ
ー
も
そ
う
で
す
が
、
私
は
は
じ
め
そ
の
窓
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

や
が
て
、
そ
れ
が
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
コ
ギ
ト
の
立
場
、
窓
織
の
立
場
に

と
ら
わ
れ
た
理
論
と
し
て
の
哲
学
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
場
合
、
「
哲
学
」
の
か
わ

り
に
テ
オ
リ

1
(
理
論
)
と
い
う
言
葉
を
、
し
か
も
大
文
字
で
使
っ
て
古

い
「
哲
学
」
と
区
別
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
に
よ
れ
ば
、
理
論
の
優
位
を
保
証
す
る
た
め
に
は
、

意
識
と
そ
れ
の
相
関
者
で
あ
る
康
史
や
人
聞
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
厳
密
な
理
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
マ
ル

ク
ス
の
理
論
的
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
う
る
し
、
語

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
理
論
的
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
な
か

に
は
、
人
間
的
批
界
そ
の
も
の
や
そ
の
実
践
的
変
革
に
つ
い
て
の
認
識
の

絶
対
的
可
能
性
の
条
件
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
見
る
べ
き
で
あ
る
。

お
よ
そ
人
聞
に
関
す
る
宮
学
的
な
神
話
を
壊
滅
さ
せ
る
と
い
う
条
件
の
も

と
で
の
み
、
人
間
に
つ
い
て
な
に
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
、
と
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
「
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
の
は
、

人
聞
に
関
す
る
哲
学
的
神
話
を
破
壊
す
る
た
め
の
闘
争
で
あ
る
こ
と
を
は

っ
き
り
言
っ
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

さ
て
、
今
日
私
が
申
し
ま
し
た
こ
と
は
、
一
方
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
場

A口
、
社
会
恩
想
と
い
う
も
の
の
輪
郭
が
必
ず
し
も
明
隙
で
は
な
く
、
も
っ

と
広
い
領
域
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

も
う
一
方
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
恩
惣
を
考
え
る
場
合
に
、
二
つ
の
極
、
あ

る
い
は
楕
円
の
二
つ
の
中
心
と
し
て
、
意
識
と
社
会
あ
る
い
は
コ
ギ
ト
と

構
造
が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
意
識
と
構
造
の
動
的

な
ニ
極
性
が
フ
ラ
ン
ス
思
想
に
お
け
る
其
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
を
形

づ
く
る
も
の
の
よ
う
に
恩
わ
れ
ま
す
。

や
や
と
り
と
め
の
な
い
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
日
頃
考
え
て
き
た
こ
と

の
一
端
を
申
し
上
げ
た
よ
う
な
次
第
で
す
。

〈
こ
の
あ
と
の
若
干
の
質
疑
応
答
を
記
録
不
充
分
の
た
め
省
略
)

般

討

論

水
周
一
般
討
論
に
入
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
な
ん
で
も
結
構
で
す
か
ら
、

ま
ず
御
質
問
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
井
宏
こ
こ
に
は
社
会
思
想
史
の
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
先
生
か
沢

山
い
ら
コ
し
ゃ
い
ま
す
け
ど
、
一
体
社
会
思
想
史
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

か
ら
問
題
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
先
生
方
か
ら
定
義

を
お
聞
か
せ
願
え
た
ら
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

水
田
い
か
が
で
す
か
。
御
三
人
の
中
で
、
ど
な
た
で
も
結
構
で
す
け

れ
ど
も
、
お
願
い
し
ま
す
。

中
村
わ
た
く
し
の
場
合
に
は
、
は
じ
め
か
ら
社
会
思
想
を
お
り
ち
ゃ

っ
て
い
る
よ
う
な
所
が
あ
っ
て
、
色
ん
な
領
域
を
拡
げ
て
社
会
思
想
史
と

い
う
こ
と
ば
が
、
一
種
の
挙d際
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
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勿
論
わ
か
る
ん
で
す
が
、
わ
た
く
し
は
更
に
は
み
で
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
、
大
変
す
わ
り
が
恕
い
ん
で
す
。
た
だ
あ
え
て
い
い
ま
す
れ
ば
、

先
程
出
口
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
個
人
と
い
う
問
題
で
、
や
は

り
題
材
か
ら
い
え
ば
、
経
済
と
か
政
治
と
か
、
そ
れ
か
ら
今
で
い
う
、
人

間
の
営
み
の
中
で
、
文
化
的
な
営
み
の
中
で
、
社
会
的
な
学
問
の
領
域
で

の
思
惣
史
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
ま
た
最
近
で
は
と
く
に
人
類
学

と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
領
域
な
の
で
、
わ
た
く
し
は
こ
の
坐
ム
五
を
顧

問
側
的
に
す
す
め
て
ゆ
く
均
合
、
人
矧
学
を
ど
う
す
る
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
わ

た
く
し
の
場
合
、
ど
う
も
別
確
に
社
会
恩
惣
史
と
い
う
領
域
が
た
て
ら
れ

る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
一
方
で
は
哲
学
を
も
う
少
し
各
時
代
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
番
簡
単
な
輪
郭
で
す
け
ど
も
。

竹
原
い
い
考
え
が
浮
ん
で
こ
な
い
ん
で
す
が
、
私
は
政
治
思
想
史
と

い
う
専
門
の
中
で
や
っ
て
い
け
ば
い
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ひ

っ
ぱ
り
出
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
、
あ
ま
り
に
も
分
化
し
た
も
の
を
統
合

す
る
こ
と
を
考
え
た
と
い
う
・
お
話
し
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
人
聞

の
あ
り
方
と
い
い
ま
す
か
、
政
治
を
含
め
て
の
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
追

究
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
、
政
治
の
み
な
ら
ず
経
済
そ

の
他
の
一
般
的
文
化
的
諸
領
域
に
対
し
て
、
や
は
り
総
合
的
に
考
え
る
必

要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
そ
う
い
う
気
運
み
た
い
な
も
の
が
動
い
て

き
た
か
ら
、
つ
ま
り
・
余
り
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
、
専
同
化
さ
れ
て
い
る

の
に
対
す
る
ひ
と
つ
批
判
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
形
で
社
会
思
想
の

あ
り
方
を
も
っ
と
考
え
な
お
そ
う
、
経
済
思
想
が
中
心
で
あ
る
社
会
思
想

の
幅
を
拡
げ
て
考
え
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
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が
再
出
発
の
基
本
的
な
考
え
方
じ
ゃ
な
い
か
、
と
そ
う
い
う
ふ
う
に
受
け

と
め
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

出
口
(
録
音
不
充
分
の
た
め
、
編
集
に
さ
い
し
て
補
足
〉

社
会
恩
偲
史
は
、
文
字
ど
お
り
、
社
会
恩
想
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
の

意
義
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
学
会
で
問
わ
れ

る
の
は
、
む
し
ろ
、
社
会
思
想
の
方
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
、
社
会
思

想
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
|
|
社
会
思
想
と
は
、
人
聞
の
社
会
的
実

践
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
社
会
的
表
現
と
、
そ
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
の
人

間
相
互
の
関
係
と
の
中
に
あ
っ
て
、
人
間
が
自
分
ら
の
社
会
生
活
に
つ
い

て
全
人
格
的
に
行
な
う
思
考
の
成
果
で
あ
る
。

こ
の
定
義
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
以
下
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。H
社

会
生
活
が
社
会
的
価
値
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
価
値
と

は
、
複
数
の
価
値
の
総
合
的
名
称
で
あ
っ
て
単
一
の
価
値
で
は
な
い
か
ら
、

そ
の
生
活
の
内
容
は
単
一
の
構
造
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
か

と
い
っ
て
、
全
く
ま
と
ま
り
の
つ
か
ぬ
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
政
治
の

中
で
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
そ
の
ま
と
ま
り
方
は
、
物
〔
自

然
〕
と
心
〔
精
神
〕
と
を
結
び
つ
け
る
線
上
の
位
置
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
定

ま
っ
て
い
る
。
(
そ
の
ま
と
ま
り
に
変
化
を
与
え
る
の
は
歴
史
で
あ
るJ

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
、
漠
然
と
で
は
あ
る
が
ま
と
ま
り
の
あ
る
、
社
会
的
諸

価
値
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
く
の
で
あ
る
。
同
社
会
的
表
現
の
下
に
、
つ

く
ら
れ
た
物
、
人
間
関
係
、
人
聞
の
集
団
、
施
設
お
よ
び
体
制
が
理
解
さ

れ
て
い
る
。
同
思
考
が
金
人
格
的
な
思
考
で
あ
る
か
ら
、
理
性
的
・
合

理
的
な
概
念
的
思
索
の
ほ
か
に
、
感
情
に
由
来
す
る
非
合
理
的
執
念
や
愛

着
や
嫌
悪
な
ど
と
離
し
に
く
い
観
念
が
混
入
す
る
。
後
者
時
前
者
に
た
い
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し
て
撹
乱
的
な
作
用
を
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
前
者
を
促
進
す
る
働
き
を

す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
両
者
が
複
合
さ
れ
た
姿
で
社
会
生
活
を
生
み
出

し
社
会
生
活
を
理
解
さ
せ
る
。
同
社
会
思
想
は
社
会
生
活
の
主
体
と
客

体
|
|
上
記
の
付
と
同
と
ー
ー
と
の
双
方
に
、
合
理
性
と
非
A口
頭
性
と
の

こ
つ
の
要
紫
を
内
包
し
な
が
ら
、
主
体
と
休
制
と
の
交
渉
と
い
う
形
で
、

撃
っ
た
形
で
あ
る
い
は
路
わ
ぬ
形
を
と
り
な
が
ら
、
臆
史
の
流
れ
の
中
を

動
い
て
止
ま
な
い
。

水
田
い
か
が
で
す
か
、
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

中
野
泰
雄
社
会
思
想
の
類
型
と
い
う
形
で
、
は
じ
め
か
ら
開
始
さ
れ

て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
社
会
思
想
史
の
類
型
か
ら
は
じ
め
て
い

た
だ
か
な
い
と
、
三
人
の
先
生
方
の
社
会
思
想
史
に
対
す
る
お
考
え
が
、

そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
お
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
社
会
思
想

と
い
う
も
の
の
歴
史
が
社
会
思
想
史
な
の
か
、
そ
れ
と
も
思
想
の
社
会
史

的
な
扱
い
方
も
社
会
思
想
史
の
中
に
合
め
て
い
た
だ
け
る
の
か
、
わ
た
く

し
は
そ
の
両
方
と
も
ひ
っ
く
る
め
た
形
の
社
会
思
想
史
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
、
中
村
先
生
は
自
分

は
社
会
m
u似
史
か
ら
は
み
で
て
い
る
と
い
わ
れ
る
と
ど
う
も
ち
ょ
っ
と
困

り
ま
す
の
で
、
三
人
の
先
生
方
に
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
、

同
際
的
な
交
流
を
な
さ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
学
会

を
、
山
山
口
先
生
に
は
英
語
で
、
竹
原
先
生
に
は
ド
イ
ツ
語
で
、
中
村
先
生

に
は
フ
ラ
ン
ス
犯
で
、
社
会
思
想
史
と
い
う
の
は
何
と
表
現
す
る
の
か
、

お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
結
椛
で
す
。
(
爆
笑
)

水
閏

A
O
1
の
御
質
問
が
本
質
に
ふ
れ
る
と
お
考
え
で
し
た
ら
お
答
え
願

い
ま
す
。
(
突
い
)

出
口
わ
た
く
し
は
、
英
語
と
し
て
は
、
ヒ
ス
ト
リ
ィ
・
オ
グ
・
ソ
l

シ
ヤ
ル
・
ソ
ー
ト
だ
と
恩
い
ま
す
。

竹
原
ド
イ
ツ
の
場
合
、
社
会
恩
恕
史
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
、
そ

れ
ほ
ど
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
と
い
う
の
は
わ
た
く
し
政
治
思

想
史
を
か
な
り
や
っ
て
い
た
ん
で
、
そ
う
い
う
場
合
も
用
い
ま
す
こ
と
ば

は
、
ジ
ュ
タ
l

ッ
・
ゲ
ダ
ン
ケ
あ
る
い
は
、
ポ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
ゲ
ダ
ン
ケ

で
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
社

会
思
想
と
い
う
観
念
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
申
し

上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

水
田
中
村
さ
ん
、
い
か
が
で
す
か
。

中
村
直
訳
し
て
イ
ス
ト
ア
ー
ル
・
デ
ジ
デ

l

・
ソ
シ
ア
ー
ル
と
い
う

こ
と
は
可
能
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
て
も
た
ぶ
ん
通
じ
な
い
で

し
ょ
う
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
社
会
科
学
シ
ア
ン
ス
・
ソ

シ
ア
ル
と
い
っ
て
も
だ
い
た
い
遜
じ
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
そ
の
点
で

は
困
り
ま
す
ね
。
も
う
一
つ
、
社
会
思
想
の
歴
史
な
の
か
、
思
想
の
社
会

史
な
の
か
と
い
う
場
合
も
、
た
し
か
に
思
想
の
社
会
史
と
い
う
の
は
、
ル

フ
ェ
l

ヴ
ル
が
い
っ
た
こ
と
で
、
な
か
な
か
い
い
こ
と
ば
な
ん
で
す
が
、

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
思
想
の
社
会
史
と
い
う
の
は
な
ん
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
、
こ
う
い
う
機
会
に
日
本
語
で
社
会
、
社
会
と

乱
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
そ
の
社
会
と
い
う
の
は
何
の

こ
と
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
合
め
て
、
皆
様
と
一
緒
に
考
え
て
い
っ
た
ら

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
恩
い
ま
す
。

水
田
ち
ょ
っ
と
注
釈
し
ま
す
と
、
国
際
的
に
社
会
思
恕
史
、
社
会
思

想
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
英
語
の
ソ
l

シ
ヤ
ル
・
ソ
l
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ト
と
い
-
V

の
は
、
わ
り
に
以
近
行
及
し
て
き
ま
し
て
、
ド
イ
ツ
却
で
は
お

そ
ら
く
ゾ
チ
ア
ル
・
ゲ
ゲ
ン
ケ
と
レ
う
こ
と
ば
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
名

前
の
・
本
は
、
オ
ッ
卜
1

・
シ
リ
ン
グ
の
も
の
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
方
が
む
し
ろ
デ
ジ
デ
・
ソ
シ
ア
l

ル
と
い
う

こ
と
ば
が
他
わ
・
れ
て
い
，
O

よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
が

0

3

っ
き
中
村
さ
ん
が
お
あ
げ
に
な
っ
た
中
で
、
だ
れ
か
、
だ
れ
で
し
た
っ

ト
ー
。中

村
ド
ー
ル
・

γ

ザ
|
ル
、
そ
-
リ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

水
閉
そ
ー
じ
ゃ
ん
く
て
、
ル
ロ
ア
で
す
。
そ
う
た
し
か
ル
ロ
ア
の
本

が
そ
う
い
-
リ
タ
イ
ト
ル
だ
「
た
と
思
い
ま
す
。

中
村
ル
ロ
ア
は
、
わ
た
く
し
は
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
そ
う
あ

っ
て
も
、
あ
勺
て
も
あ
ん
ま
り
川
本
で
い
っ
て
い
る
よ
う
な
必
味
は
、
な

い
で
す
よ
。

水
回
そ
う
す
る
と
、
日
本
が
社
会
思
恕
史
上
、
国
際
的
な
先
駆
者
、

(
笑
い
)
、
こ
れ
は
い
「
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
(
笑
い
)

こ
れ
も
忠
惣
の
日
本
的
知
型
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
社
会

思
恕
史
が
、
よ
う
や
く
市
民
胞
を
え
た
と
先
程
い
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
世

界
的
視
野
で
い
く
と
、
日
本
の
方
が
最
初
に
市
民
権
を
え
た
よ
う
な
か
つ

こ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
思
惣
と
は
何
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
話
が
い

っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
し
ば
ら
く
新
型
の
方
に
戻
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

沢
田
昭
夫
持
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
刺
激
を
う
け
た
こ
と
を
の

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
シ
リ
ン
グ
の
ゲ
シ
ヒ
テ
・
デ
ア
・

ゾ
チ
ア
ル
・
イ
デ
ー
と
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
は
社
会
秩
序
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に
つ
レ
て
の
ぷ
識
的
な
反
行
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
し
て
、
広
い

ぷ
味
と
狭
い
ぷ
味
に
わ
け
ま
し
て
、
一
方
は
現
状
を
も
と
に
し
て
そ
れ
と

対
照
し
な
が
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
、
他
方
は
現
状
批
判
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
に
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
い
ま
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
際
的
と
い
い
ま
す
か
、
啓
蒙
的
合

理
的
な
帆
が
広
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
ん
で

す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
に
三
つ
の
国
を
並
べ
ら
れ
た
と
い
う
構
想
は
、

ま
だ
ひ
と
つ
仰
の
近
代
主
義
的
な
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
か
と
思
う
ん
で
す
。

つ
ま
り
共
時
的
な
あ
れ
で
す
ね
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
「
類
型
」
と
い

う
の
は
、
ま
だ
合
理
主
義
的
な
類
型
で
、
わ
た
く
し
は
社
会
思
想
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
の
知
型
の
統
合
的
な
テ
ィ
ポ
ロ
ジ
ー
を
考
え
て
み
た
い
と

思
っ
て
お
る
も
の
な
ん
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
、
社
会
思
恕
と
い
う
名
前

が
あ
っ
た
か
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
え
ば
、
キ
ケ
ロ
の
デ
・
レ

プ
プ
リ
カ
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
社
会
思
想
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
し
、

で
す
か
ら
、
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
、
一
番
基
本
的
な
人
聞
の
問
題
、

社
会
秩
序
に
関
し
て
の
人
閣
の
問
題
と
い
う
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
つ
く

り
ま
し
て
、
た
だ
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
勝
手
に
先
験
的
に
つ
く
る
の
で
は
な
く
、

い
ち
お
う
で
て
き
た
諸
思
想
を
み
た
う
え
で
統
合
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
つ

く
っ
て
、
例
え
ば
自
然
と
超
自
然
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
、
超
自

然
を
認
め
る
も
の
と
あ
る
い
は
認
め
な
い
も
の
と
い
う
よ
う
な
類
型
に
わ

け
で
、
更
に
そ
れ
を
再
編
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
ど
う
か
、
と
考
え
た
り

し
ま
す
。
と
巾
し
ま
す
の
は
一
社
会
思
想
の
研
究
の
中
で
、
エ
ス
カ
ト
ロ

ジ
ー
、
終
末
治
と
い
う
よ
弘
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
だ
い
た

い
近
代
合
理
主
義
的
な
立
場
で
す
と
、
学
聞
は
十
八
世
紀
以
後
に
は
じ
ま
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っ
た
も
の
、
そ
れ
以
前
に
は
あ
ん
ま
り
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
す

が
、
今
わ
た
く
し
が
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
お
り
ま
し
た
十
二
世
紀
の
『
位
の

さ
げ
す
み
に
つ
い
て
』
デ
・
コ
ン
テ
ン
プ
卜
・
ム
ン
デ
ィ
と
い
う
本
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
批
が
終
る
と
い
う
大
変
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
面
を

も
っ
て
い
る
と
同
時
に
そ
の
エ
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
が
現
状
の
社
会
批
判
、
非

常
に
き
び
し
い
社
会
批
判
を
や
っ
て
お
る
、
そ
こ
に
は
あ
き
ら
か
に
い
ろ

ん
な
身
分
の
人
遠
の
社
会
的
立
務
と
い
う
も
の
を
追
究
す
る
考
え
が
で
て

お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
も
社
会
思
恕
の
中
に
入
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
や
は
り
広
い
意
味
で
通
時
的
な
考
え

も
必
.
叫
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
通
時
的
な
も
の
の
納
か
ら
共
時
的

な
も
の
を
入
れ
ば
、
一
一
一
つ
に
わ
け
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
例
え
ば
ド

イ
ツ
の
同
じ
よ
う
な
時
代
、
多
少
の
ず
れ
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
共
通
の
而
が
あ
る
、
パ
ー
ク
が
及
ぼ
し
た
影
響
と
か
で
す
ね
、

あ
る
い
は
シ
ャ
卜

l

ブ
リ
ア
ン
の
、
ド
イ
ツ
と
か
イ
ギ
リ
ス
と
か
の
関
係

も
考
え
る
。
と
く
に
こ
こ
で
巾
し
上
げ
た
い
の
は
、
も
っ
と
規
模
を
拡
げ

て
、
通
時
的
な
聞
に
も
学
際
的
な
ス
コ
ー
プ
を
拡
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

水
田
'
』
れ
は
御
質
問
よ
り
も
御
希
望
で
す
が
。

沢
田
え
え
、
押
さ
ん
の
お
訴
を
う
か
が
い
な
が
ら
考
え
ま
し
た
の
で
。

水
田
あ
り
が
ど
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

質
問
者
御
一
九
人
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
ら
勺
し
ゃ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
た
だ
共
通
し
て
い
ら
「
し
ゃ
る
の
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
恩
忽

と
い
ろ
も
の
在
、

M
m
化
し
て
い
っ
て
ど
こ
ま
で
内
科
が
わ
か
る
の
か
、

と
い
う
ふ
う
た
ニ
と
を
与
え
ま
す
均
介
、
先
制
制
も
午
前
中
の
ヒ
ル
の
お
話

の
と
こ
ろ
で
第
三
世
界
が
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と

を
考
え
ま
す
と
、
類
型
化
す
る
場
合
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
、
反
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
な
、
あ
る
い
は
超
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
社
会
恩
惣
も
あ
り
う
る
と
い

う
こ
と
く
ら
い
は
考
え
な
い
と
、
類
型
化
の
試
み
が
あ
ま
り
秀
れ
た
も
の

に
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
も
合
め
て
お
考
え
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ど

う
か
、
御
三
人
の
方
、
司
会
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
水
閏
さ
ん
に
も

で
き
れ
ば
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

水
田
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
い
う
形
で
お
答
え
に
な
り

ま
す
か
。

出
口
内
容
に
つ
い
て
の
質
問
で
な
い
の
で
、
ど
う
も
お
答
え
が
し
に

く
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
思
想
が
つ
か
め
る
よ
う

な
普
遍
的
な
構
造
か
ら
考
え
て
ゆ
き
た
い
、
と
い
う
気
持
は
基
本
的
に
も

っ
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
ど
う
っ
て
い
う
こ
と
は
い
え
な
い

の
が
残
念
で
す
け
れ
ど
も
、
心
構
え
と
し
て
は
。

水
田
ほ
か
の
方
い
か
が
で
す
か
。

中
村
沢
田
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
点
は
、
共
時
的
じ
ゃ
な
く
て
通
時

的
に
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
な
ん
で
す
が
、
も
の
に
は
順
序
が
あ
り
ま
し

て
、
(
笑
い
て
わ
た
く
し
も
さ
し
あ
た
り
の
順
序
と
し
て
は
、
一
般
に
日

本
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
問
題
と
し
て
、
各
国
類
型
で
も
い
い
の
で
は

な
い
か
、
と
う
け
と
っ
た
ま
で
で
、
た
だ
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
組
み

か
え
て
ゆ
く
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
な
方
向
、

水
準
を
と
っ
て
こ
の
問
題
を
あ
つ
か
っ
て
ゆ
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
大

事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
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そ
れ
か
ら
あ
と
の
御
質
問
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
、
レ
ジ

τ

メ
に
は
じ
よ
「
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
な
に
も
フ
ラ
ン
ス
思
想
が

一
早
川
い
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
仕
い
ん
で
、
わ
た
く
し
は
た
だ
、
い

ん
ん
な
ニ
と
で
フ
ラ
ン
ス
関
係
を
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
フ

ラ
ン
ス
企
や
「
て
ゆ
く
と
わ
り
と
.
他
利
だ
危
と
思
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
と

英
米
と
の
巾
間
に
あ
る
よ
う
な
感
じ
，
か
い
た
し
ま
し
て
、
例
え
ば
英
米
の

助
へ
け
に
ど
う
し
て
も
峨
物
論
、
経
験
論
と
い
う
傾
向
が
つ
よ
い
、
そ
れ
か

ん
ド
イ
ツ
の
側
で
は
万
念
論
、
花
存
命
的
傾
向
が
つ
よ
い
と
い
う
こ
と
が

あ
「
て
、
そ
の
山
小
々
を
み
わ
た
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ス

を
や
「
て
い
て
使
利
だ
な
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
、
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と

つ
は
、
先
限
、
大
局
的
思
考
と
巾
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
対
立

す
ゐ
山
中
で
、
や
は
り
中
心
と
閃
辺
と
い
う
問
題
が
フ
ラ
ン
ス
の
中
に
か
な

り
人
「
て
い
る
ん
で
、
そ
れ
で
そ
の
問
題
が
一
方
で
、
レ
ヴ
ィ
u

ス
ト
ロ

ー
ス
の
よ
う
な
、
未
聞
人
の
思
考
と
か
い
う
形
で
、
在
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
純
州
を
こ
え
た
人
知
の
思
考
と
い
う
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
通
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
似
を
批
判
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
人
煩

学
に
言
及
し
た
政
由
で
す
。
た
だ
そ
う
い
う
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
を
で

す
ね
、
は
じ
め
の
以
回
さ
ん
の
お
話
と
関
係
す
る
ん
で
す
け
ど
も
、
勿
論

な
ん
ら
か
の
必
味
で
そ
れ
な
視
野
に
入
れ
は
い
な
ん
て
こ
と
は
、
現
在
あ

り
え
ん
は
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
た
だ
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
メ
ト
デ

イ
ソ
ク
に
投
定
し
て
ゆ
く
か
、
只
体
的
な
接
近
方
法
と
い
う
も
の
を
ち
ょ

「
と
w

り
・
え
た
く
て
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
レ
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

竹
原
先
ね
の
御
質
問
は
、
社
会
思
似
の
対
象
の
悩
聞
を
拡
げ
ろ
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
内
ん
州
必
・
心
刀
法
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
凶
作
的
な
も
の
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だ
け
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
や
は
り
独
自
な
東
洋
的
な
も
の
が
あ
り
う
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
御
折
摘
さ
れ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
わ
た

く
し
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
や
っ
て
ゆ
き
ま
す
場
合
に
、
い
ま
説
明
い
た

し
ま
し
た
と
き
に
は
、
市
代
ギ
リ
シ
ア
、
古
代
的
な
、
古
典
的
な
も
の
と

ロ
マ
ン
主
義
と
の
、
一
つ
の
対
照
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
お
話
し
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
ロ
マ
ン
派
の
考
え
方
に
は
、
西
洋

的
な
も
の
の
純
聞
を
こ
え
て
、
東
洋
思
想
に
対
す
る
親
和
性
が
た
ぶ
ん
あ

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
で
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
時
代
は
す
で
に
終
っ
て
、

米
洋
の
時
代
が
来
る
ん
だ
と
い
う
、
ま
っ
た
く
予
言
者
め
い
た
い
い
方
で
、

そ
れ
だ
け
に
凶
作
流
の
合
理
主
義
か
ら
み
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
こ
う
と
う

む
け
い
な
イ
リ
ュ
l

ジ
ョ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
、
そ
う
い
う
考
え
方

が
入
っ
て
く
る
。
ひ
ら
め
き
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
と
思
う
ん
で
ご

ざ
い
ま
す
け
ど
、
か
な
り
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
西

洋
文
明
の
物
神
化
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
ど
う
い
う
権
利
で
、
凶
洋
文
化
な
り
凶
洋
文
明
は
、
ほ
か
の
諸

大
陸
の
諸
悶
民
を
従
属
さ
せ
る
椛
利
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
設
聞
に
ま
で

発
展
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で

す
か
ら
ロ
マ
ン
派
の
考
え
方
は
、
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
端
緒
と
し
て
、
啓

蒙
思
想
に
対
し
て
拠
起
さ
れ
た
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。

水
田
僕
も
お
答
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
第
一
一
一
世

界
と
い
う
の
は
、
問
山
畑
出
の
性
絡
の
中
に
い
や
お
う
な
し
に
入
っ
て
く
る
、

対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
、
と
い
う
の
は
中
村
さ
ん
の
御
怠
見
と
同

じ
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
は
近
代
合
理
主
義
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
が
破
れ
た
ら
そ
こ
で
新
し
い
も
の
が
で
て
く
る
だ
ろ
う
、
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破
れ
な
か
っ
た
ら
や
は
り
近
代
作
斑
主
義
が
往
き
っ
，
つ
け
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
場
合
に
、
い
ま
ロ
マ
ン
主
義
が
端
紡
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
た
し
は
異
議
を
も
っ
て
い
る
ん
で
、
第
三
世
界
に

対
す
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
あ
る
い
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
頚
廃
現
象
が
お
こ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
と

し
て
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
何
も
わ
れ
わ
れ
が
同
調
す
る
こ
と

は
な
い
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
の
方
が
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理
主
義
を
正

確
に
評
側
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
さ
え
思
っ
て
い
ま
す
。

建
一
月
適
山
口
先
生
に
ひ
と
つ
お
た
ず
ね
し
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

例
人
と
環
境
と
わ
か
れ
た
場
合
、
ふ
つ
う
の
内
然
と
い
う
ん
で
す
か
、
非

有
機
的
内
然
と
マ
ル
ク
ス
が
い
っ
て
お
り
ま
す
ね
、
主
体
的
自
然
と
客
休

的
自
然
と
い
う
ふ
う
に
、
労
働
力
と
生
産
手
段
と
わ
け
て
。
そ
う
い
う
濁

A
Hの
日
然
を
考
忠
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、
例
人
と
社
会
の
矛
盾
と
い
う
こ
と
が
、
各
国
類

型
と
い
う
こ
と
と
は
ち
が
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
ふ
う
な
感
じ
を
う
け
た
ん
で
す
け
ど
も
、
竹
原
先
生
の
お
話
で
は
ロ

マ
ン
主
義
が
な
に
か
そ
れ
を
統
一
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
、
水
問
先
生
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
お
考
え
な
の
か
。

円
以
初
の
創
京
大
会
で
・
す
L

、
わ
た
く
し
は

X
変
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
で

す
か
ら
、
あ
り
が
・
に
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
わ
か

ら
な
い
の
は
、
い
ま
竹
川
町
先
住
と
水
問
先
比
の
聞
で
ち
ょ
っ
と
あ
っ
た
ん

で
す
け
ど
、
つ
ま
り
ロ
マ
ン
ト
仁
義
と
い
う
の
は
、
認
識
論
な
の
か
存
在
論

な
の
か
、
と
レ
う
こ
と
を
わ
た
く
し
考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ

れ
で
例
人
と
H
礼
会
の
矛
田
川
を
通
時
的
な
矛
盾
と
し
て
、
一
一
一
人
の
先
生
方
の お

話
か
ら
う
け
と
っ
て
い
い
と
す
れ
ば
、
ロ
マ
ン
主
義
を
そ
う
い
う
原
理

と
し
て
う
け
と
り
、
そ
う
い
う
評
価
を
与
え
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
場
合
に
、
共
通
の
原
理
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
認
識

論
と
し
て
正
確
な
も
の
と
し
て
役
割
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
い
い
の
か
ど
う
か
。

水
田
質
問
の
要
点
を
い
っ
て
下
さ
い
。
ま
ず
山
口
さ
ん
に
御
質
問
と

い
う
こ
と
で
。

箪
月
だ
か
ら
二
つ
あ
る
わ
け
で
す
ね
、
質
問
が
。
ひ
と
つ
は
個
人
と

環
境
と
の
矛
盾
と
い
う
点
が
伺
え
た
の
で
、
そ
の
中
に
自
然
、
非
有
機
的

自
然
と
い
う
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
位
周
.
つ
け
る
の
か
と
い
う
の
が
、
第

一
の
質
問
で
す
。

出
口
わ
た
く
し
は
、
環
境
と
い
う
場
合
に
、
社
会
環
境
と
い
う
こ
と

が
中
心
に
な
る
と
申
し
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
の
中
に
非
有
機
的
自
然
が
入

り
こ
む
、
そ
の
入
り
こ
ま
せ
方
と
い
う
も
の
が
非
常
に
む
づ
か
し
い
の
で

す
け
ど
、
そ
れ
は
当
然
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
第
二
の
質
問
、
個
人
と
社
会
の
矛
盾
に
関
す
る
も
の
は
、
わ
た
く
し

は
そ
れ
を
、
主
体
と
環
境
と
の
矛
盾
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

水
田
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
で
は
第
二
の
点
の
質
問
に
つ
い
て
。

望
月
ロ
マ
ン
主
義
を
、
個
人
と
社
会
の
矛
盾
を
統
一
す
る
思
想
的
原

理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
点
で
す
。
で
、
そ
の
場

合
に
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
の
は
、
存
在
論
と
か
認
識
論
と
か
、
そ
う
い
う
、

も
し
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
れ
ば
、
役
割
は
ど
ち
ら
に
ウ
ェ
イ

ト
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
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竹
原
先
刊
の
わ
恥
川
先
ぺ
の
万
向
は
、
ロ
マ
ン
ド

h
災
と
い
う
も
の
が
、

J
E

つ
の
同
一
パ
的
な
人
川
則
ト
仁
義
の
あ
り
-
Hに
対
す
る
批
判
と
は
泌
め
ら
れ

々
い
、
と
い

-
1
N
ぷ
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
い
宅
の
御
質
問
で
も
ロ
マ
ン

ー
淀
は
人
叫
ん
ら
か
の
M
m
た
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た

が
、
わ
た
く
L

と
し
ま

L

て
は
、
ロ
マ
ン
主
義
は
、
い
わ
ゆ
る
新
ロ
マ
ン

ー
み
は
、
そ
こ
か
ら
比
例
L

い
人
間
関
係
の
限
強
た
り
う
る
ん
だ
と
巾
し
上

1
ゐ
に
は
、
や
は
り
わ
ゅ
う
わ
ょ
す
る
万
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
確
か
に
そ

れ
が
、
口

7
ン
ド
み
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
似
流
に
な
っ
た
ん
だ
と
批
判
さ
れ

る
点
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
社
会
、
こ
と
に
叫
ん
同
休
の
あ
り
方
を
か
な

り
強
制
州
寸
ゐ
、
そ
こ
で
例
人
の
れ
巾
と
い
う
も
の
が
否
定
さ
れ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
や
は
り
例
人
の
日
山
と
い
う
こ
と
は
、
ず
っ
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
川
本
的
な
与
え
万
で
、
そ
う
い
う
私
的
な
個
人
の
れ
巾
と
い
う
も
の
が

広
汎
に
氷
川
附
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
マ
ン
主
義
の
よ
う
に
、
共
同
体

合
強
調
し
ま
す
と
、
せ
っ
か
く
近
代
社
会
に
な
っ
て
例
人
が
そ
こ
か
ら
と

び
だ
し
て
き
た
の
を
、
ま
た
共
同
体
の
拘
点
の
巾
・
に
つ
れ
も
ど
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
ん
}
い
れ
J
H

」
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
れ
は
共
同
休
の
あ
り
方
が
、
封
建
制
の
、
と
く
に
後
半
期
に
非

常
に
五
め
ら
れ
た
形
で
の
強
制
的
な
も
の
に
変
化
し
て
い
る
専
制
主
義
の

段
附
で
、
共
同
休
そ
の
も
の
が
櫛
力
の
下
段
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う

託
、
そ
う
い
う
条
件
の
中
で
、
共
同
体
の
中
か
ら
伺
人
の
離
脱
と
い
う
こ

と
，
か
、
非
常
に
直
裂
な
課
題
に
な
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で

寸
。
そ
う
い
う
怠
味
で
は
、
確
か
に
ロ
マ
ン
主
義
が
も
し
単
純
に
直
接
に

共
同
体
に
復
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
い
「
て
い
る
と
し
ま
す
と
、
こ
う
い

う
も
の
が
わ
た
し
た
ち
の
新
し
い
生
活
原
理
に
な
る
と
い
う
と
や
は
り
問
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川
叫
が
で
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
し
か
し
わ
た
く
し
が
先
程
中
し
ま
し
た

よ
う
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
と
宗
教
生
活
と
い
う
も
の
が
、
直
接
に
関
巡
し
あ
っ
て
ゆ
く
、

つ
ま
り
宗
教
改
革
の
粘
川
市
と
し
ま
し
て
一
面
的
に
脱
宗
教
化
あ
る
い
は
、

脱
キ
リ
ス
ト
教
化
と
い
わ
れ
て
き
た
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
批
判
も

合
め
て
、
も
っ
と
本
当
の
な
味
で
の
、
信
仰
生
活
と
い
う
も
の
と
関
係
を

も
っ
た
、
き
わ
め
て
自
由
な
結
合
、
と
く
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
存

立
を
み
て
ま
い
り
ま
し
て
、
む
し
ろ
中
川
へ
帰
れ
と
い
い
ま
し
で
も
、
そ

れ
は
中
山
の
、
古
代
a
M川
悶
を
脱
け
だ
し
て
そ
こ
で
新
し
い
人
間
関
係
の
あ

り
方
を
み
つ
け
た
、
そ
う
い
う
中
山
の
初
め
、
あ
る
い
は
ロ
1
7

教
会
の

最
初
の
あ
り
方
に
た
ち
帰
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
怠
味
で
の
原
初
復
帰
、

桜
一
応
復
帰
を
い
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
な
味
で
共
同
休
と
側
人
と
い
う
問
穎
で
な
く
て
、

や
は
り
新
し
い
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
、
中
世
へ
帰
れ
イ
コ
ー
ル
封
建
主
義
へ
の
復
帰
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、
も
っ
と
ち
が
っ
た
滋
味
で
の
自
由
な
人
間
の
結
合
と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
を
大
き
く
ひ
っ
く
る
め
た
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
斡
遜
的
な
世
界
像
を

考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
し
か
し
そ
の
中
で
は
集
団
と
集
団
と
の
自

由
な
述
介
と
い
う
こ
と
を
窓
図
し
て
お
っ
た
、
そ
の
な
味
で
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
的
な
も
の
が
構
想
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
窓
味
で
む
し
ろ
問
題
を
認
識
の
領
域
に
限
定

す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
か
な
り
批
判
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
認
織
の
問
題
で
は
な
く
て
存
在
論
的
に
問
題
を
提
起
し
て
い
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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城
塚
登
竹
原
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
今
の
御
質
問
と
連

関
す
る
ん
で
す
が
、
つ
ま
り
ロ
マ
ン
主
義
の
評
価
と
い
う
問
題
で
す
が
、

臆
史
的
に
申
し
ま
す
と
、
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し

て
ロ
マ
ン
主
義
が
受
場
し
、
そ
の
場
合
の
啓
蒙
の
理
性
と
い
う
の
は
、
へ

l

ゲ
ル
に
い
わ
せ
れ
ば
、
つ
ま
り
悟
性
、
判
別
悟
性
で
あ
っ
て
、
フ
ェ
ア

ジ
ュ
タ
ン
ト
、
そ
の
判
別
悟
性
を
大
き
く
い
え
ば
、
近
代
の
合
理
性
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
近
代
の
合
理
性
か
ら
は
み
だ
し
た
部
分
を
再
評
価

す
る
と
い
う
の
が
、
ロ
マ
ン
主
義
の
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、

問
題
は
そ
の
両
者
を
と
も
に
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
た
の
が
へ
1

ゲ
ル
で
あ

「
て
、
し
た
が
っ
て
へ
l

ゲ
ル
の
弁
税
法
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
窓
味

で
巾
し
ま
す
と
、
近
代
の
狭
い
必
味
で
の
A
H理
性
と
ロ
7
ン
主
義
の
同
一

位
符
学
と
そ
の
耐
将
を
統
一
、
し
よ
う
と
い
う
立
凶
を
も
っ
て
い
た
と
思
う

ん
で
す
。
先
程
水
間
さ
ん
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
の
批
評
が
あ
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
や
「
ば
り
ロ
7
ン
主
義
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
だ
け
を
と
り
だ
し
て
く
る
と
か
な
り
む
づ
か
し
い
問
題
を
苧
ん
で
い

る
ん
じ
ゃ
危
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
近
代
合
理
性
に
対
す
る
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
き
ち
ん
と
佐
川

e

つ
け
る
こ
と
が
必
-
必
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
の
場
介
例
え
ば
ヘ
l

ゲ
ル
で
山
中
し
ま
すL
、
例
人
の
内
出
と
社
会
的
な

全
体
性
へ
の
問
係
の
問
泊
、
一
見
に
へ
|
ゲ
仰
を
媒
介
に
し
て
マ
ル
ク
ス
の

均
介
で
い
え
，
は
、
例
人
の
円
山
が
同
時
に
万
人
の
n

出
の
条
件
に
な
る
、

そ
う
い
う
ア
ソ
ツ
ィ
ア
ツ
イ
オ
ン
と
い
う
も
の
を
考
え
る
、
そ
う
い
う
方

向
に
思
似
史
的
に
は
品
川
い
て
い
「
た
と
巧
え
ら
れ
る
ん
で
、
そ
こ
で
お
聞

き
し
た
い
の
は
、
ヘ
l

ゲ
ル
と

7
ル
ク
ス
に
つ
い
て
、
ロ
マ
ン
主
義
と
の

辿
続
性
、
払
ゐ
い
は
ロ
マ
ン
中
心
持
が
ど
う
い
・
ソ
形
で
一
向
将
に
う
け
と
め
ら

れ
て
い
る
か
、
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
を
お
聞
き
し
た
い
。

竹
原
非
常
に
む
づ
か
し
い
御
質
問
だ
と
思
う
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
ロ
マ
ン
主
義
が
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
こ
と
と
、

啓
蒙
思
想
の
基
本
的
テ
l

ゼ
と
い
う
も
の
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
す
る
こ
と

を
へ
l

ゲ
ル
が
意
図
し
て
お
っ
た
こ
と
は
、
確
か
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り

だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
へ
l

ゲ
ル
の
場
合
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
少
な
く
と
も
法
哲
学
な
ど
過
し
て
感
じ
ま
し
た
、

わ
た
く
し
の
一
面
的
な
理
解
の
限
り
で
は
や
は
り
啓
蒙
の
な
図
し
て
お
っ

た
と
こ
ろ
の
発
展
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
市
民
社
会
的
な
基
底
に
つ

い
て
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ま
し
た
よ
う
な
基
本
的

な
方
向
を
や
は
り
宵
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
何
人
の
集
合
休
で
あ
る
市
民
社
会
と

い
う
も
の
と
、
権
力
と
い
う
も
の
の
ニ
元
的
な
構
造
と
い
い
ま
す
か
、
つ

ま
り
自
由
と
権
力
と
い
う
も
の
の
二
律
背
反
と
い
う
の
が
、
へ
1

ゲ
ル
の

場
合
に
は
残
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
の
窓
味
で
彼
が
政
治
的
に
申

し
ま
す
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る
ひ
と
つ
の
統
一
を
認
め
た
と
い
う
こ
と

で
、
ポ
ナ
パ
ル
ト
と
同
じ
路
線
を
プ
ロ
イ
セ
ン
が
歩
く
こ
と
に
な
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
。
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
よ
う
な
近
代
化
と
い
う
こ
と
が
基
底
に

な
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
へ

l

ゲ
ル
に
よ

っ
て
追
求
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
矛
盾
を

マ
ル
ク
ス
は
解
決
し
よ
う
と
考
え
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
。
で
、
そ
う
し

た
点
で
個
人
的
自
由
に
対
す
る
否
定
が
、
7
ル
ク
ス
の
考
え
方
に
か
な
り

強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
ん
で
す
。

一
一
つ
ほ
ど
い
い
た
い
の
で
す
が
、
ひ
と
つ
は
主
休
を
中
心
に
し

出
口
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て
考
え
だ
さ
れ
た
社
会
思
惣
と
い
う
も
の
に
は
、
体
制
に
関
す
る
思
恕
が

た
い
の
だ
、
述
に
体
制
を
小
心
に
し
て
制
人
こ
ま
れ
た
思
似
と
い
う
も
の

は
、
ド
ぃ
体
に
関
す
る
川
山
忠
を
欠
如
し
て
い
る
と
与
え
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

わ
た
く
し
と
し
て
は
心
外
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ト
仁
休
を
中
心
と
し
ま

す
よ
う
な
社
会
思
似
に
も
独
'
H
の
体
制
に
聞
す
る
思
似
、
例
え
ば
例
人
の

フ
z

デ
レ
イ
シ
ヨ
ン
と
し
て
の
体
制
ー
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
し
、
ル
印

刷
を
中
心
と
し
た
忠
似
も
、
独
自
の
例
人
肥
侃
を
も
「
て
い
て
、
例
え
ば

人
間
合
、
わ
た
し
治
め
ゐ
人
、
き
み
リ
山
川
め
ら
れ
る
人
、
と
い
う
ふ
う
に
・

分
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
(
笑
い
)

第
二
に
二
つ
の
煩
型
の
思
似
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
特
定
の
例
人
に
よ

っ
て
一
生
同
定
し
た
も
の
と
汚
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
年
齢
と
共
に

治
干
の
移
り
ゆ
き
が
与
え
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
わ
た
く
し
の
勉

強
し
ま
し
た
純
聞
で
山
・
し
ま
す
と
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
似
は
別
限
に
そ
う
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
七
九
七

l

八
年
ま
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
主
体

小
心
の
先
鋭
-
K社
会
忠
似
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
け
ど
、
三
年
程
い
た
し

ま
し
た
ら
変
っ
て
休
制
中
心
の
思
忽
に
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
総
じ
て
い
え
ば
年
齢
と
共
に
休
制
中
心
の
思
恕
に
移
っ
て
ゆ

く
の
が
、
(
笑
い
)
案
外
人
聞
の
精
神
年
附
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
ま
す
。

中
村
先
程
ロ

7
ン
広
義
の
こ
と
が
で
ま
し
た
の
で
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ

と
巾
し
た
い
の
で
す
が
、
学
問
と
か
理
論
の
朕
史
と
い
う
も
の
は
、
一
積

の
広
い
滋
味
で
の
合
理
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
古
い
合
理
主
義

で
は
現
実
が
つ
か
め
な
い
場
合
に
問
い
か
け
を
す
る
、
そ
の
問
い
か
け
と

い
う
の
は
神
秘
主
義
と
い
う
形
で
で
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
で
す
か
ら
広
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く
い
え
ば
、
ロ
7
ン
巨
峰
も
神
秘
主
義
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
マ

ン
ド
ム
義
を
出
く
い
う
ぷ
味
で
も
良
く
い
う
怠
味
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
そ
れ
に
対
し
て
、
問
い
か
け
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
新
し
い
形
で

合
斑
主
義
に
向
け
て
い
く
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
で
て
き
た
思
想
と
い

う
の
が
弁
紙
法
的
政
性
に
な
る
。
悟
性
に
対
し
て
理
性
が
、
分
析
的
理
性

に
対
し
て
弁
説
法
的
理
性
が
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
現
在
で
は
、
ま
た
弁

説
法
的
雌
性
だ
け
で
も
つ
つ
め
な
い
よ
う
な
問
題
が
あ
る
、
そ
れ
は
文
化

革
命
、
主
化
批
判
の
問
加
で
、
そ
こ
で
で
て
き
た
の
が
構
造
的
理
性
と
い

う
問
題
な
ん
で
、
で
す
か
ら
な
に
か
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
の
を
、
理
論
的

な
ア
ス
ペ
ク
ト
で
巧
え
る
抑
制A
Hに
、
A
H斑
主
義
と
同
じ
次
元
で
、
独
立
の

阪
迎
と
考
え
な
い
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と

お
話
し
た
か
っ
た
だ
け
で
す
。

水
田
い
ま
の
お
話
に
関
述
し
て
い
え
ば
、
ロ
マ
ン
主
義
と
そ
の
対
極

と
し
て
の
啓
蒙
思
必
、
そ
れ
と
非
合
理
主
義
、
合
理
主
義
と
い
う
も
の
を
だ

い
た
い
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ

支
配
階
級
と
被
支
配
附
級
つ
ま
り
、
体
制
に
満
足
す
る
も
の
と
不
満
を
も

つ
も
の
と
い
う
思
惣
類
型
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
。
ロ
マ
ン
主
義

と
い
う
の
は
、
前
広
説
的
な
合
理
主
義
が
組
み
た
て
て
き
た
合
理
的
社
会
像

が
、
現
主
の
新
し
い
股
聞
に
よ
っ
て
幻
恕
に
な
る
、
そ
の
絶
望
か
ら
で
て

き
た
近
代
的
例
人
の
再
建
の
願
望
を
表
わ
す
の
で
、
近
代
的
個
人
が
解
放

さ
れ
て
き
た
と
き
に
は
中
世
的
な
合
理
主
義
に
対
す
る
非
合
理
主
義
の
主

張
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
体
を
基
礎
に
し
て
組
み
た
て
て
き
た
合

理
主
義
的
な
社
会
観
が
啓
蒙
思
想
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
く
ず
れ
て
き
た
あ

と
で
て
き
た
の
が
ロ
マ
ン
主
義
の
主
体
で
、
こ
れ
は
旧
体
制
の
合
理
主
義
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に
対
し
て
主
体
を
非
合
理
的
に
主
張
す
る
が
、
自
分
の
力
で
自
分
に
と
っ

て
合
理
的
な
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
破
産
し
て
し
ま
う
。
も

と
も
と
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
と
い
う
の
は
、
個
人
と
社
会
の
適
合
関

係
を
表
わ
す
わ
け
で
、
そ
の
両
極
で
あ
る
伺
人
と
社
会
が
、
肢
史
的
具
体

的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う

よ
う
な
思
想
が
で
き
あ
が
る
。
で
そ
れ
が
ド
イ
ツ
で
す
と
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
に
な
っ
た
り
、
普
遍
教
会
に
な
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
フ
ラ
ン
ス

で
す
と
初
期
社
会
主
義
と
カ
ト
リ
ッ
ク
に
分
解
し
て
し
ま
う
。
イ
ギ
リ
ス

だ
と
一
審
左
が
シ
エ
リ
l

あ
た
り
で
、
こ
れ
は
形
を
な
さ
な
い
う
ち
に
死

ん
で
し
ま
い
、
残
っ
た
の
が
カl
ラ
イ
ル
。
そ
う
い
う
形
で
保
守
と
革
新

に
分
解
し
て
ゆ
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
中
か
ら
マ
ル
ク

ス
が
何
を
つ
く
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
ま
た
あ
と
の
問
題
で
、
だ
い
た

い
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い

う
形
で
諸
矧
型
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
ま
だ
だ
い
ぶ
ん
先
の
こ
と
で
す
け

ど
、
そ
こ
で
中
村
さ
ん
が
さ
つ
き
フ
ラ
ン
ス
に
は
構
造
中
心
の
思
想
と
忠

誠
中
心
の
思
似
が
、
梢
造
と
な
織
が
、
い
つ
も
同
時
に
併
存
し
て
い
る
こ

と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
な
り
ま
す
と
、
休
制
の
思
想
と

主
休
の
思
似
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
手
法
の
問
題
で
あ
っ
て
、
思
想
の
類

型
と
い
う
の
と
少
し
次
必
が
ち
が
う
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
し
か
し

同
時
に
フ
ラ
ン
ス
で
の
プ
ル
ジ
ヨ
ア
実
証
主
義
の
支
配
が
非
常
に
強
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、

そ
の
点
全
部
付
っ
て
い
る
と
と
て
も
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
。
-

本
郷
隆
盛
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
い
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
恩
い
ま

す
。
先
程
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
思
惣
の
煩
型
だ
け
で
は
だ
め
で
は
な
い
の

か
、
超
、
あ
る
い
は
非
、
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
社
会
思
想
も
組
み
こ
ん
だ

形
で
や
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
窓
見
が
だ
さ

れ
た
と
思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
対
し
て
水
田
先
生
か
ら
、
近
代

合
理
主
義
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ど
ん
な
批
判
が
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
を
理
解
消
化
す
べ
き
だ
と
ド
う
ふ
う
に
御
窓
見
が
だ
さ
れ
た
と
恩
う
ん

で
す
が
、
先
程
の
方
の
御
窓
見
は
、
別
に
近
代
合
理
主
義
に
対
す
る
批
判

と
し
て
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
今
日
は
設
立
総
会
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
、
む
し
ろ
今
後
の
社
会
恩
恕
史
学
会
の
あ
り
方
と
い
い
ま
す
か
、
こ

の
社
会
思
想
史
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
構
成
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
方
法
的
観

点
と
し
て
だ
さ
れ
た
も
の
だ
と
わ
た
し
は
考
え
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら

社
会
思
想
史
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
構
想
し
て
ゆ
く
か
、
と

い
う
こ
と
の
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
展
望
に
立
っ
て
、
今
回
社
会
思
想
史
学

会
が
設
立
さ
れ
た
と
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
当
然
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
考
え
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
ん
で
、
そ
れ
は
現
在
で
は
学
的
体
系
性
に
欠
け
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
考
え
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い

う
観
点
か
ら
近
代
合
理
主
義
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
を
と
ら
え
な
お
し
て
ゆ

く
こ
と
が
必
要
な
わ
け
だ
、
と
い
う
よ
う
に
わ
た
し
は
思
う
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
先
程
も
水
問
先
生
に
一
蹴
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
を
感

じ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
社
会
思
想
史
学
会
、
あ
る
い
は
社
会
思
想
史

を
ど
う
い
う
ふ
う
に
構
成
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
時
に
、
こ
の
学
会
が
単
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
似
史
の
営
A
Aで
あ
っ
て
欲
し
く
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
程
い
わ
れ
た
方
の
趣
旨
を
く
み
と
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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社
会
思
似
史
学
会
の
市
動
範
聞
か
ら
、
第
三
世
界
を
排
除
し
よ

う
な
ん
て
ぷ
川
は
毛
羽
あ
り
ま
せ
ん
。

田
中
真
晴
た
だ
ひ
と
つ
補
足
で
す
。
つ
ま
り
社
会
岡
山
惣
史
と
い
う
こ

と
ば
が
化
わ
れ
る
と
い
う
の
は
ど
の
機
会
か
と
、
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
中
し

主
す
と
、
プ
レ
ハ
l

ノ
フ
が
『
ロ
シ
ア
社
会
思
恕
史
』
と
い
う
の
を
年
く

も
一
九
一
0
年
代
に
訂
い
て
い
る
ん
で
す
。
一
九
一
六
年
ま
で
に
三
巻
で

て
、
そ
れ
か
ら
あ
と
一
一
巻
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
と
ば
と
し
て
は
ロ
シ
ア
は

か
た
り
光
准
川
で
(
笑
い
)
一
九
一
O
年
ご
ろ
に
で
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
山
中L
上
げ
ま
寸
。

水
田
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

木
村
正
身
今
日
の
討
論
の
も
つ
ひ
と
つ
の
ダ
イ
メ
ン
シ
ヨ
ン
が
時
間

の
関
係
で
し
ょ
う
か
、
で
て
な
い
の
が
残
念
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
社

会
思
恕
の
稲
川
川
川
氾
は
、
社
会
思
恕
史
学
会
で
や
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か

ら
、
問
問
の
社
会
性
、
服
史
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
間
わ
な
き
ゃ
い
け

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
抑
制
〈
川
に
山
口
先
生
の
い
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、

椛
か
に
思
似
と
い
う
も
の
は
生
活
主
体
と
環
境
と
の
交
渉
の
展
開
と
い
う

こ
と
か
ら
つ
か
ま
え
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
そ
の
交
渉
を
表
わ
す

武
器
と
い
い
ま
す
か
、
表
現
装
慌
が
あ
る
と
岡
山
い
ま
す
。
例
え
ば
早
い
話

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
と
、
日
然
法
と
か
功
利
主
義
と
か
い
っ
た
思
想
を
う
ち

だ
す
武
採
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
御
見
解
、

例
え
ば
ロ
マ
ン
主
義
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ド
イ
ツ
な
ら
ド
イ
ツ
の
ロ
マ

ン
主
義
が
同
家
を
ど
う
な
が
め
、
あ
る
い
は
有
機
体
を
ど
う
な
が
め
て
う

ち
だ
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
形
で
や
り
ま
せ
ん
と
、
議
論
が
や
は
り
冥
想

的
に
な
る
、
そ
ん
な
雰
閤
気
が
今
日
と
も
す
れ
ば
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し

水
田
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ま
す
。
お
答
え
い
た
だ
か
な
く
っ
て
結
構
で
す
。

水
田
そ
う
い
う
方
法
を
と
っ
て
も
同
じ
結
果
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
(
笑
い
)

沢
田
ロ
シ
ア
と
ち
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
に
大
勢
の
皆
綴
お

集
り
に
た
ら
れ
て
大
変
う
れ
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
わ
れ

わ
れ
の
社
会
思
必
研
究
が
、
一
番
先
進
国
だ
と
う
ぬ
ぼ
れ
ち
ゃ
い
け
な
い

と
思
う
ん
で
す
、
も
っ
と
前
に
で
て
い
た
こ
と
な
ん
で
す
か
ら
。
も
う
ひ

と
つ
は
で
す
ね
、
へ
川
盟
主
義
も
ロ
マ
ン
主
義
も
結
構
で
す
が
、
阪
史
家
の

立
場
か
ら
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
ど
う
も
哲
学
者
が
背
の
腿
史
に
つ
い
て
理

論
を
ふ
り
ま
わ
し
た
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
の

歴
史
の
研
究
で
は
、
啓
蒙
の
股
史
も
ロ
マ
ン
主
義
の
歴
史
も
ど
ち
ら
も
、

い
ろ
い
ろ
事
実
に
あ
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
で
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
も

忘
れ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

水
田
い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
研
究
の

成
果
を
ふ
ま
え
た
議
論
を
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
ま
だ
、
こ

の
あ
た
り
か
ら
だ
ん
だ
ん
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
恩
う

ん
で
す
け
ど
‘
残
念
な
が
ら
次
に
も
う
ひ
と
つ
の
回
大
物
が
控
え
て
お
り
ま

す
の
で
、
こ
こ
で
打
ち
き
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
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域
塚
登
最
近
一
九
三

0
年
代
に
つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
種
々
の
理

由
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
二
つ
の
点
を
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
点
は
、
一
九
世

紀
か
ら
二
O
世
紀
に
か
け
て
世
界
の
資
本
主
義
が
大
き
く
展
開
す
る
と
と
も
に
変
質
を
現
け
、
一
九
二

0

年
代
か
ら
三
0
年
代
に
か
け
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
資
本
主
義
社
会
の
経
済
的
・
政
治
的

-
h
X化
的
諸
問
題
が
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
こ
と
で
す
。
資
本
主
義
の
変
質
と
は
、
一
言
で
い
え

ば
帝
国
主
義
段
階
、
独
占
金
融
資
本
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
寸
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ロ
シ
ア
革

命
に
よ
る
社
会
主
義
の
現
実
化
と
の
対
応
、
労
働
組
合
の
強
大
化
と
の
対
応
を
合
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た

経
済
的
諸
要
因
が
政
治
や
文
化
の
側
面
で
の
大
き
な
変
化
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

第
二
点
と
し
て
は
、
今
日
の
資
本
主
義
社
会
、
高
度
産
業
社
会
は
、
あ
る
極
の
行
き
づ
ま
り
に
遭
遇
し

て
お
り
、
経
済
的
不
信
、
政
治
的
不
信
、
文
化
的
懐
疑
が
深
刻
化
し
て
お
り
、
新
た
な
か
た
ち
で
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
足
音
が
問
え
て
く
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
が
一
九
三
0
年
代
に
類
似
し
て

い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
大
恐
慌
、
ソ
速
の
登
場
が
一
九
三
0
年
代
の
思
想
状
況
の
基
般
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
一
九
コ
一
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
「
人
民
戦
線
」
が
結
成
さ
れ
た
の
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ァ
シ

ズ
ム
対
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
立
が
一
九
三
0
年
代
の
基
軸
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
他
方
ま
た
、
経

済
的
危
機
へ
の
対
応
と
し
て
、
三
三
年
に
ニ
ヱ

l

・
デ
ィ
1

ル
政
策
が
、
三
四
年
に
ケ
イ
ン
ズ
の
問
題
提

起
が
笠
場
し
ま
す
。
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
社
会
研
究
所
の
所
長
に
な
っ

た
の
は
一
九
三
O
年
で
あ
り
、
一
一
一
一
一
一
年
に
は
ナ
チ
ス
の
圧
力
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。
日
本
で
の
反
フ

ァ
シ
ズ
ム
文
化
運
動
の
一
拠
点
と
な
っ
た
『
世
界
文
化
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
三
五
年
(
昭
和
一
O

年
)
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
日
は
、
早
坂
さ
ん
に
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
中
心
に
し
て
、
前
水
さ
ん
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学

派
を
山
・
心
に
し
て
、
佐
藤
さ
ん
に
パ
ウ
ハ
ウ
ス
を
中
心
に
し
て
、
馬
場
さ
ん
に
『
世
界
文
化
』
を
中
心
に

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
三
0
年
代
に
つ
い
て
話
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

〔
以
下
コ
一
氏
の
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
面
的
に
予
を
加
え
て
も
ら
い
ま
し
た
の
で
、
大
会
で
の
報
告
と

は
若
干
相
逃
し
て
い
ま
す
〕

城塚



一
九
三
0
年
代
の
経
済
学
の
状
況

早

忠、

坂

1930年代の社会思恕

レ
ジ
ュ
メ

終
的
円J
な
広
く
M
l

、

w
l叫
の
時
点
に
立
「
て
、

'
hに
川
川
介
的
に
け
ん
ゐ
か

ぎ
り
、
一
一
一
0
年
代
の
純
一
所
学
の
状
佐
は
出
沌
と
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
同

ご
と
に
淀
川
汎
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
当
時
を
純
済
学
の
長
い
川
山
入
の
中
に
位

山
づ
け
、
こ
と
に
今
日
の
時
点
か
ら
似
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
主
流
、
傍
流

と
い
っ
た
K
別
が
で
き
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の

材
料
抗
学
行
の
市
民
や
希
叫L

-は
さ
て
お
き
、
一
一.
0年
代
の
時
点
で
金
山
斜
を

川
川
町
の
中
に
お
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
将
来
の
帰
趨
を
見
定
め

る
こ
と
は
非
常
に
川
州
知
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

敢
え
て
概
印
す
れ
ば
、
ヰ
ず
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
は
、
こ
の
時
代
、

狭
義
の
分
析
而
で
目
新
し
い
革
新
は
な
い
。
m
U必
面
で
は
ル
カ
l

チ
や
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
が
全
体
性
や
朕
史
性
の
問
復
を
志
向
し
て
独
自
の
活

動
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
会
批
界
的
影
物
力
は
も
た
な
か
っ
た
。

た
だ
、
大
不
況
や
ス
ペ
イ
ン
内
戦
等
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
近
代
経
済
学

朽
聞
で
も
、
資
本
主
義
の
動
態
の
解
明
と
い
う
点
で
マ
ル
ク
ス
経
済
学
へ

の
関
心
が
山
ま
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
近
代
経
済
学
面
で
は
三
0
年

代
は
、
①
限
界
革
命
以
後
の
諸
学
派
の
徴
制
的
側
格
理
論
面
で
・
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
形
成
刷
、
②
不
完
全
(
独
占
的
)
競
争
革
命
や
、
こ
と
に
ケ
イ
ン
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ズ
革
命
と
い
う
形
で
羽
わ
れ
た
一
大
革
新
の
時
期
、
と
い
う
二
面
性
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
次
大
戦
後
脚
光
を
浴
び
た
ゲl
ム
の
理
論

ゃ
、
投
入
彪
山
山
分
析
、
成
長
理
論
等
の
端
桁
も
す
べ
て
三
0
年
代
で
あ
る
。

ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
制
度
学
派
的
考
え
が
い
ぜ
ん
強
い
影
響
力
を
も
っ

て
い
た
。
さ
ら
に
、
経
済
問
題
の
考
え
方
と
い
う
点
で
三
十
年
代
に
強
い

影
併
方
を
も
「
て
い
た
も
の
と
し
て
は
、
。
コ
ッ
ト
ル
や
シ
ュ
パ
ン
ら
の

「A
1・
体
主
義
的
」
な
い
し
「
政
治
的
」
経
済
学
が
あ
げ
ら
れ
な
な
け
れ
ば

乍
ふ
・
フ
}
ふ
、
。

1
1
j
L
 

こ
れ
ら
続
々
な
助
き
は
、
経
済
学
や
経
済
問
題
へ
の
接
近
の
仕
方
、
経

済
と
岡
山
本
(
政
白
川
)
と
の
関
係
、
経
済
学
と
価
値
判
断
、
人
間
の
非
合
理

的
感
仙
的
側
而
へ
の
態
度
、
物
理
学
を
典
型
と
す
る
自
然
科
学
的
方
法
と

経
済
学
と
の
関
係
、
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
特
徴
づ
け
る
諸
属
性
の

点
で
被
維
に
い
父
釧
し
て
お
り
(
た
と
え
ば
)
今
日
の
立
場
か
ら
す
る
「
近

代
経
済
学
の
特
徴
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
そ
れ
ぞ
れ
を
多
分
に
一
義
的
に

特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
困
難
か
っ
危
険
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
一
一
一0
年
代
の
状
況
を
粗
描
し
た
上
で
、
当
時
の
日
本
や
、

現
在
の
経
済
学
の
状
況
と
も
関
述
さ
せ
な
が
ら
、
若
干
の
論
点
を
提
起
し

て
み
た
い
。

報

告

町'.',,' . , 

さ
て
、
昨
秋
の
大
会
報
告
で
意
図
し
た
の
は
、
以
上
に
出
指
摘
じ
た
よ
う

な
一
九
コ
一0
年
代
の
経
済
学
の
状
況
を
、
な
る
べ
く
当
時
の
事
態
に
即
し

て
概
観
し
た
上
で
、
当
時
の
日
本
や
現
在
の
経
済
学
の
状
況
な
ど
と
も
関

述
占
せ
な
が
ら
、
若
干
の
論
点
を
提
起
す
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
時
間
の
制
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約
な
ど
の
た
め
に
甚
だ
舌
足
ら
ず
な
報
告
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
の
不
十
分
な
点
を
補
い
、
よ
り
十
全
的
な
形
で
表
題
に
つ
い
て
の
考
え

を
述
べ
る
の
が
、
元
来
の
本
稿
の
目
的
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
ま
り

結
論
的
な
こ
と
だ
け
を
列
挙
す
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
に
加
え
て
、
時
間

・
健
康
等
の
制
約
上
、
以
下
の
本
稿
で
も
、
先
ず
事
指
摘
の
全
面
を
網
羅
的

に
取
り
扱
う
こ
と
を
や
め
、
問
題
怠
識
の
伝
達
を
主
眼
に
、
そ
の
若
干
部

分
の
み
を
や
や
詳
し
く
扱
う
と
い
う
、
お
そ
ら
く
編
集
者
や
会
員
諸
氏
の

期
待
に
反
す
る
仕
方
で
立
め
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
。
そ
の
再
度
の
不
手
際

を
、
初
め
に
深
く
お
詫
び
し
た
い
。

一
九
三
0
年
代
一
九
三

0
年
代
は
、
経
済
学
に
と
っ
て
大
き
な
転
換

別
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
多
く
の
仙
の
分
野
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
「
現
代
」
を
最
狭
義
に
解
し
て
も
、
一
九
三
O
年
に
現
代
の
出
発
点

を
求
め
る
こ
と
に
は
、
大
方
の
同
意
が
成
立
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
経
済
学
に
か
ぎ
っ
て
考
え
て
み
て
も
、
何
と
の
か
か
わ
り
合

い
か
ら
、
ま
た
主
に
経
済
学
の
ど
う
い
う
点
に
、
三0年
代
の
転
期
性
や
現

代
の
発
端
性
を
認
め
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
明
確
一
義
的
な
単
一
の

指
標
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
「
経

済
学
」
で
何
を
立
味
す
る
か
に
も
か
か
わ
る
こ
と
だ
が
、
差
し
当
り
そ
れ

を
経
済
問
題
に
た
い
す
る
多
少
と
も
組
織
だ
っ
た
考
え
方
、
と
い
う
位
の

か
な
り
広
い
立
味
に
と
っ
た
う
え
で
も
、
(
こ
れ
ま
た
人
聞
の
営
み
の
ど
の

領
域
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
が
)
暦
年
上
の
区
切
り
の
い
い
期
聞
が

経
済
学
に
と
っ
て
も
単
一
の
ま
と
ま
っ
た
期
間
や
、
転
換
点
に
な
っ
た
り

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
知
的
世
み
は
す
べ
て
社
会
に
現
実

に
生
起
す
る
こ
と
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、

経
済
学
な
ど
の
場
合
に
は
他
の
領
域
以
上
に
両
者
の
関
係
が
趨
か
に
密
接

な
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
し
、
た
し
か
に
相
対
的
に
は

そ
う
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実
と
経
済
学
と
の
実

際
の
関
係
は
、
通
常
一
般
に
想
定
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
ほ
ど
密
接
か
っ
直

線
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
は
、
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

一
九
三
0
年
代
と
も
な
る
と
、
一
八
七
0
年
代
こ
ろ
か
ら
始
っ
た
経
済
学

の
専
門
職
業
化
の
傾
向
が
益
身
強
ま
っ
て
、
経
済
学
が
半
自
律
的
な
職
業

集
団
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
等
の
事
情
も
関
係
し
て

い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
ま
で
立
ち
入
る
の
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
、
こ

こ
で
は
直
ぐ
に
経
済
学
と
現
実
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

経
済
学
と
の
関
連
で
「
現
実
」
と
い
う
と
き
、
取
り
敢
え
ず
そ
れ
は
現
実

の
経
済
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
一
九
三0
年
代
は
、
経
済
学
に
と

っ
て
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
経
済
も
ま
た
激
変
に
際
会
し
た
時
期
で
あ
り
、

非
常
に
概
括
的
な
言
い
方
を
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
三

0
年
代
の
経
済
学
の

転
換
も
、
一
応
、
激
励
し
た
現
実
の
紐
済
の
所
・
廷
と
し
て
大
過
な
い
。

そ
こ
で
一
九
三
0
年
代
の
大
不
況
と
し
て
今
日
一
括
し
て
据
え
ら
れ
る

当
時
の
現
実
経
済
面
の
激
変
で
あ
る
が
、
今
日
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
そ

の
出
発
点
を
ウ
ォ
l

ル
街
が
崩
域
し
た
一
九
二
九
年
一
O
月
二
四
日
の

プ
ラ
ッ
ク
・
サ
l

ズ
デ
イ

「
暗
黒
の
木
曜
日
」
に
求
め
、
そ
れ
か
ら
脱
却
し
た
の
か
否
か
も
定
か
な

ら
ぬ
ま
ま
に
第
二
次
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
に
突
入
し
た
一
九
三
九
年
九
月
一

日
を
も
っ
て
、
一
応
そ
の
時
期
の
終
了
点
と
み
な
す
の
が
、
好
都
合
な
時

期
区
分
で
あ
る
。
だ
が
、
当
時
の
そ
の
時
ど
き
の
時
点
で
み
れ
ば
、
繭
期

と
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
の
も
の
で
は
な

い
。
ウ
ォ
1

ル
街
が
刷
峻
し
て
も
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
で
波
及
し
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て
世
界
恐
慌
と
な
る
ま
で
に
は
二
年
近
い
歳
月
が
か
か
っ
た
し
、
世
界
恐

慌
と
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
、
従
来
も
皮
・4
世
界
を
襲
っ
て
い
た
周
期
的
景

気
循
環
の
下
降
局
面
と
は
異
な
っ
て
、
容
易
に
回
復
の
曙
光
が
見
え
ぬ
長

期
的
停
滞
|
資
本
主
義
の
変
質
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
だ
す

ま
で
に
は
、
か
な
り
時
聞
が
か
か
り
、
当
初
は
、
単
に
希
望
的
観
測
だ
け

で
な
く
、
虚
心
な
予
怒
と
し
て
も
、
早
期
の
回
復
を
説
く
芦
が
高
か
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
世
界
不
況
の
所
産
と
し
て
そ
の
後
の
経
済
学
に
最
大
の
影
響

を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
生

ま
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
は
二
0
年
代
か
ら
深
刻
な
不
況
で
あ
っ
て
、
ケ

イ
ン
ズ
経
済
学
は
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
思
想
の
発
展
に
即
し
て
考
え
る
か
.
き

り
、
今
日
ほ
ぼ
通
説
化
し
て
い
る
一
ニ0
年
代
の
大
不
況
の
所
産
で
あ
る
と

少
な
く
と
も
同
程
度
に
、
二
0
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
不
況
の
産
物
と
い
う

性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
日
の
時
点
か
ら
は
、
ニ0
年
代
後
半
の
い
わ
ゆ
る
相
対
的
安

定
期
の
繁
栄
と
、
三
0
年
代
の
大
不
況
と
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

け
れ
ど
も
、
た
し
か
に
ニ
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
こ
そ
空
前
だ
っ
た

こ
と
は
事
実
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
世
界
の
他
の

地
域
も
(
た
と
え
ば
日
本
を
み
て
も
分
る
よ
う
に
)
ニ
0
年
代
に
さ
ほ
ど

目
覚
ま
し
い
繁
栄
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
三0
年
代
が

経
済
の
現
実
面
で
も
目
ま
ぐ
る
し
い
激
変
の
時
期
で
あ
る
こ
と
は
当
時
に

あ
っ
て
も
よ
く
実
感
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
(
あ
る

意
味
で
、
は
な
は
だ
当
然
の
こ
と
な
が
ら
〉
当
時
に
お
け
る
三0
年
代
の

捉
え
方
は
そ
の
時
点
々
々
で
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
三
0
年
代
の
一
体

性
よ
り
も
、
そ
の
時
点
々
々
で
新
た
に
展
開
す
る
局
面
の
新
し
さ
の
方
に
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人
び
と
の
注
意
は
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
て
、
再
建
金
本
位
制
の
崩
壊
や
、

一
九
三
三
年
の
ロ
ン
ド
ン
世
界
経
済
会
議
の
失
敗
、
世
界
経
済
の
プ
ロ
ッ

ク
経
済
化
の
弥
増
す
進
行
、
等
々
の
、
い
わ
ば
個
別
的
問
題
の
方
に
(
経

済
学
者
も
含
め
た
)
人
び
と
の
関
心
が
よ
り
強
く
向
け
ら
け
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
一
方
に
お
け
る
当
時
の
こ
の
よ
う
な
事
情
と
、
他
方
に
お
け
る

ハ
一
見
す
る
と
革
命
的
に
見
え
る
場
合
で
も
、
あ
る
程
度
は
常
に
そ
こ
に

存
在
す
る
)
経
済
学
の
発
展
の
連
続
性
の
た
め
に
、
一
九
三
0
年
代
の
経

済
学
と
当
時
の
現
実
の
経
済
の
動
き
と
の
関
係
も
、
決
し
て
通
常
考
え
ら

れ
て
い
る
ほ
ど
密
接
な
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
一
九
一
二0
年
代
は
、
現
実
面
で
も
経
済
と
政
治
と
の
関
係
が
ま
す

ま
す
密
接
に
な
り
、
経
済
学
の
内
部
で
も
、
形
態
は
様
々
に
せ
よ
多
く
の

場
合
経
済
と
政
治
と
の
関
係
が
積
極
的
に
問
題
に
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
も
し
そ
の
現
実
政
治
面
で
、
暦
年
上
の
区
切
り
で
は
な
く
、
実

質
内
容
面
で
一
九
三
0
年
代
の
始
期
を
求
め
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
が
金
本
位

制
か
ら
再
離
脱
し
、
や
が
て
日
本
の
国
際
連
盟
脱
退
を
導
く
満
州
事
変
が

勃
発
し
た
一
九
一
一
一
一
年
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
お
そ
ら
く
、
よ
り
決

定
的
な
年
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
で
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
の
座
に
つ
き
、
ア
メ

リ
カ
で
ル
1

ズ
グ
ェ
ル
ト
が
大
統
領
に
就
任
し
た
一
九
一
三
一
一
年
ハ
日
本
の

連
盟
脱
退
も
同
年
)
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
一
九
三
三
年
と
い
う
年
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
世
界
経
済
会
議
が
開
会
前
に
寄
せ
ら
れ
た
絶
大
な
期
待
に
も

か
か
わ
ら
ず
無
成
果
に
終
っ
た
年
で
も
あ
り
、
一
つ
の
歴
史
時
代
と
し
て

の
一
九
三
0
年
代
を
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
形
で
開
示
し
た
年
と
さ
れ
て
よ
い

よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
か
な
り
決
定
的
な
年
が
あ
る
と
し
て
も
、

あ
る
時
代
の
出
発
点
を
ど
こ
に
す
る
か
は
、
所
詮
か
な
り
の
程
度
ま
で
使
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宜
の
問
題
で
あ
っ
て
、
一
九
三0
年
代
の
経
済
学
と
い
う
よ
う
な
乙
と
に

な
る
と
、
そ
の
出
発
点
な
い
し
画
期
を
ど
こ
に
す
る
か
は
、
現
実
の
経
済

や
政
治
以
上
に
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
て
く
る
。

こ
の
点
は
「
経
済
学
」
で
何
を
意
味
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
と
も
若
干

関
係
す
る
が
、
そ
の
点
は
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
一
一
一
O
佳
代
の

経
済
学
を
概
観
す
る
際
に
是
非
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

今
日
の
日
本
で
半
ば
日
常
用
語
化
し
て
い
る
近
代
経
済
学
対
マ
ル
ク
ス
経

済
学
と
い
う
経
済
学
の
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
の
用
語
法
に
よ
る
と
、
古
典

派
経
済
学
が
解
体
し
、
始
め
経
済
学
に
幾
つ
か
の
新
た
な
動
き
が
起
こ
り

だ
す
一
八
七
0
年
代
以
降
の
経
済
学
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
、
非
マ
ル

ク
ス
系
の
経
済
学
の
総
称
た
る
近
代
経
済
学
と
の
こ
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
経
済
学
の
こ
の
よ
う
な
二
種
類
へ
の
大
別
は
、
|
|
そ
こ
で
は

近
代
経
済
学
が
一
八
七
0
年
代
の
限
界
草
命
以
降
の
非
マ
ル
ク
ス
系
の

(
や
や
限
定
し
て
み
て
も
後
期
歴
史
学
派
経
済
学
と
制
度
学
派
を
除
く
〉

全
経
済
学
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
|
|
(
一
九
三0年
代
を
含
む
)
前
世

紀
末
以
降
の
全
経
済
学
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
経
済
学
の
こ
の
よ
う
な
分
け
方
は
、
単
に
日
本
だ
け
で
な
く
、
全
世
界

で
適
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
、
現
在
一
般
に
与
え

て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
事
実
で
は
な
い
。
こ
の
用
語
法
は
、
明
治
以

来
の
日
本
の
経
済
学
界
の
特
殊
事
情
上
、
日
本
で
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で

あ
り
、
そ
の
日
本
で
も
そ
の
よ
う
な
用
語
法
が
成
立
す
る
の
は
第
二
次
大

戦
後
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
定
着
す
る
の
は
一
九
五
0
年
代
も
半
ば
近
く
に
な
っ

て
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
、
日
本
の
現
状
と
の
関

速
で
は
そ
れ
な
り
の
便
利
さ
を
持
つ
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に

も
せ
よ
、
全
世
界
的
に
見
る
と
き
に
は
経
済
学
の
現
状
に
つ
い
て
も
決
し

て
適
切
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
と
に
、
こ
の
用
語
法
に
お
け
る
近
代
経
済

学
に
も
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
も
は
い
ら
な
い
、
ゴ
ッ
ト
ル
や
ジ
ュ
パ
ン
ら

の
政
治
経
済
学
が
非
常
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
一
九
一
-
一

0
年
代
を
考
え

る
際
に
は
、
経
済
学
に
関
す
る
こ
の
現
在
の
日
本
独
特
の
図
式
を
適
用
す

る
こ
と
は
、
非
常
に
危
険
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
い
わ
ゆ
る
近
代
経
済
学

者
の
あ
い
だ
で
マ
ル
ク
ス
経
済
学
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
は
、
経
済
学
の
最
近
の
状
況
と
一
九
三0
年
代
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に

若
干
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
で
も
、

用
い
ら
れ
る
分
析
用
具
の
桂
術
面
で
の
洗
練
度
や
精
度
は
別
と
し
て
、
関

心
の
持
た
れ
る
問
題
の
性
質
や
種
類
の
点
で
、
一
エ0
年
代
と
今
日
と
の
あ

い
だ
に
多
く
の
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
も
、
か
な
り
容
易
で
あ
る
。
し
か

し
、
近
代
経
済
学
対
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
い
う
形
で
一
九
三0
年
代
を
考

え
る
こ
と
は
、
当
時
は
日
本
に
お
い
で
す
ら
そ
の
よ
う
な
用
語
法
は
な
か

っ
た
と
い
う
点
か
ら
で
な
く
、
名
称
で
は
な
く
実
体
に
即
し
て
も
、
当
時

の
経
済
学
を
あ
ら
か
じ
め
特
定
の
色
眼
鏡
を
通
し
て
見
る
こ
と
な
の
で
あ

っ
て
、
け
っ
し
て
歴
史
に
却
す
る
所
以
で
は
な
い
。
本
稿
で
も
、
以
下
、

簡
便
性
上
「
近
代
経
済
学
」
と
い
う
用
語
を
使
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
速
記
法
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
れ
た

-
L
W
 

「
近
代
経
済
学
」
の
動
向
凶
さ
て
、
そ
の
近
代
経
済
学
だ
が
、
既
述

の
よ
う
に
一
九
一
ニ0
年
代
に
お
け
る
経
済
学
の
こ
の
分
野
は
、
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
形
成
と
、
一
大
革
新
と
い
う
こ
面
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
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こ
の
ど
ち
ら
の
面
で
も
、
近
代
経
済
学
は
三0
年
代
に
目
ざ
ま
し
い
発
展

を
と
げ
た
。
経
済
学
の
こ
の
よ
う
な
飛
躍
的
発
展
と
、
他
方
に
お
け
る
現

実
の
経
済
の
激
励
を
前
に
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
や
や
も
す
る
と
両
者
の

関
係
を
短
絡
し
て
捉
え
、
前
者
を
後
者
の
所
産
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
だ

が
、
三
0
年
代
に
つ
い
て
先
ず
肝
要
な
こ
と
は
、
両
者
の
関
係
が
通
常
想

定
さ
れ
が
ち
な
よ
り
は
迄
か
に
間
接
的
な
の
だ
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
経
済
学
が
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
た
基
本
的
理
由
は
、
一
八

七
0
年
代
か
ら
進
行
し
て
い
た
経
済
学
の
専
門
職
業
化
や
、
教
育
・
研
究

休
制
の
整
備
、
発
表
機
関
の
培
加
・
充
実
、
等
が
漸
く
実
を
結
び
、
か
な

り
の
専
門
的
訓
縦
を
受
け
た
多
数
の
壮
年
な
い
し
若
い
世
代
の
経
済
学
者

が
輩
出
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
0
年
代
の
経
済

学
の
性
格
を
特
徴
，
つ
け
る
一
指
標
と
し
て
、
一
九
一
一
一
一
年
に
お
け
る
エ
コ

ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
(
計
量
経
済
学
会
)
の
創
設
や
、
三
三
年

に
お
け
る
、
そ
の
機
関
誌
『
エ
コ
ノ
メ
ト
リ
カ
』
の
創
刊
が
あ
げ
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
学
会
の
創
設
や
そ
の
後
そ
れ
の
果
し
た
役
割
そ
れ
自
体

は
重
視
し
て
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
第
一
次
大
戦
等
を
契
機

に
し
て
経
済
統
計
の
蒐
集
は
す
で
に
著
し
く
進
み
、
量
的
分
析
も
こ
の
時

代
ま
で
に
は
(
ま
だ
非
常
に
組
織
的
形
で
で
は
な
い
が
〉
累
増
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
同
学
会
の
発
足
の
年
そ
れ
自
体
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
の
学

会
と
一
九
三
0
年
代
の
現
実
の
経
済
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
同
学
会
の
会
則
の
第
一
条
中
に
あ
る
表
現
一
本
会
は
、
政
治
的

・
社
会
的
・
財
政
的
な
い
し
国
民
主
義
的
偏
見
を
も
た
ぬ
、
完
全
に
不
偏

不
党
な
科
学
的
団
体
と
し
て
機
能
す
る
」
を
も
っ
て
、
当
時
次
第
に
険
悪
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化
し
つ
つ
あ
っ
た
国
際
政
治
面
か
ら
の
逃
避
宣
言
と
み
な
す
解
釈
に
も
し

ば
し
ば
出
あ
う
け
れ
ど
も
、
同
学
会
が
発
足
す
る
ま
で
に
辿
っ
た
実
際
の

経
緯
や
、
発
足
時
の
会
員
数
(
百
余
名
〉
機
関
誌
創
刊
号
の
発
行
部
数

(
三
百
部
未
満
)
を
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
明
ら
か
に
う
が
ち
過

ぎ
で
あ
る
。

三
0
年
代
の
経
済
の
現
実
と
そ
の
時
代
の
理
論
面
の
発
展
と
の
直
接
的

無
関
係
性
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
形
成
面
に
目
を
向
け
る
と
き
、
い
っ
そ
う

は
っ
き
り
す
る
。
一
八
七
0
年
代
に
始
ま
る
限
界
革
命
以
降
か
な
り
の
期

間
、
近
代
理
論
に
つ
い
て
は
、
国
別
地
域
別
に
相
対
的
に
独
立
し
た
幾
つ

か
の
学
派
|
|
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
、
ロ
l

ザ
ン
ヌ
学
派
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
学
派
、
ス
エ
i

デ
ン
学
派
、
等
ー
ー
に
つ
い
て
区
別
し
て
語
る
こ
と
が
、

単
に
便
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
実
状
に
も
か
な
り
適
っ
た
時
代
が
続
い

て
い
た
。
し
か
し
三
0
年
代
に
な
る
と
、
微
視
的
価
格
理
論
面
で
の
、
そ

の
相
互
交
流
・
総
合
の
時
代
が
訪
れ
る
。
こ
の
函
で
は
、
ヴ
ィ
ク
セ
ル
や
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
か
ら
出
て
程
な
く
ロ
l

ザ
ン
ヌ
学
派
の
手
法
を
も
自

家
薬
飽
中
の
も
の
と
し
た
早
熟
の
天
才
シ
ュ
ン
ペ
l

タ
ー
ら
が
早
く
か
ら

大
き
な
貢
献
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
限
界
革
命
以
降
の
微
視
的
価
格
分

析
の
重
要
な
側
面
の
ほ
ぼ
全
て
を
経
済
学
者
の
共
有
財
産
と
す
る
上
で
最

も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
『
価
値
と
資
本
』
〈
一

九
三
九
年
)
の
前
半
部
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
形
成
は
、

す
で
に
独
占
的
(
な
い
し
不
完
全
)
競
争
理
論
が
出
現
し
、
大
不
況
下
だ

っ
た
に
も
h
・
か
わ
ら
ず
、
完
全
競
争
市
場
の
想
定
下
で
の
(
し
た
が
っ
て

そ
こ
で
は
失
業
も
問
題
に
な
ら
な
い
)
理
論
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
は
、
当
面
の
差
し
迫
っ
た
現
実
経
済
の
問
題
と
は
、
少
な
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く
と
も
短
期
直
接
的
に
は
逆
方
向
を
向
い
て
い
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ

る
。
経
済
学
の
経
験
科
学
性
を
追
求
し
、
ピ
グ
l

の
厚
生
経
済
学
中
に
暗

黙
裡
に
含
ま
れ
て
い
た
効
用
の
可
測
性
や
個
人
聞
の
比
較
可
能
性
の
仮
定

を
批
判
し
た
ロ
ビ
ン
ズ
の
『
経
済
学
の
本
質
と
窓
義
』
(
一
九
三
二
年
)

以
降
拾
頭
し
た
い
わ
ゆ
る
新
厚
生
経
済
学
で
、
完
全
競
争
を
前
提
と
す
る

パ
レ
l

ト
・
オ
プ
テ
ィ
マ
ム
論
が
中
核
的
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
の

も
、
経
済
の
現
実
面
か
ら
み
れ
ば
、
直
接
的
に
は
や
は
り
逆
行
現
象
で
あ

る
。

「
近
代
経
済
学
」
の
動
向
凶
さ
て
、
近
代
経
済
学
の
革
新
期
と
し
て

の
三
0
年
代
の
頂
点
を
な
す
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般

理
論
』
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
従
来
の
概
し
て
完
全
競
争
の
想

定
下
で
展
開
さ
れ
て
い
た
理
論
に
対
し
て
、
三
0
年
代
初
頭
に
、
新
た
に

独
占
的
(
な
い
し
不
完
全
)
競
争
の
理
論
が
加
え
ら
れ
て
、
す
で
に
革
新

期
と
し
て
の
三

0
年
代
の
先
触
れ
を
し
て
い
た
。
チ
ェ
ン
パ
リ
ン
、
ロ
ビ

ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
相
互
に
独
立
に
提
示
さ
れ
た
こ
の
独
占
的
な
い
し
不
完

全
競
争
理
論
に
つ
い
て
は
、
当
時
に
お
け
る
そ
の
受
容
の
敏
速
さ
や
、
そ

れ
ら
の
そ
の
後
の
動
向
等
々
、
語
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
た
だ
次
の
二
点
だ
け
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ハ
門
た
し
か
に
チ
ェ
ン
パ
リ
ンH
ロ
ビ
ン
ソ
ン
玖
論
は
、
現
実
の
経
済
で

は
よ
り
一
般
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
主
要
な
考
察

対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
現
象
を
解
明
す
る
分
析
用
具
を
精
紋
な
形
で
提

示
し
た
と
い
う
点
で
は
、
三
0
年
代
の
革
新
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
る

が
、
分
析
手
後
そ
れ
自
体
が
ま
っ
た
く
斬
新
な
も
の
な
の
で
は
な
い
。
彼

ら
の
分
析
手
法
の
基
本
性
格
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
線
上
の
も
の
な
の
で
あ
り
、

そ
の
用
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
限
界
収
入
概
念
を
中
心
と
す

る
そ
の
分
析
の
中
核
部
分
は
7
l
シ
ャ

N
の
『
経
済
学
原
理
』
(
初
版
一
八

九
O
年
)
の
第
三
版
(
一
八
九
五
年
)
の
数
学
付
録
中
に
す
で
に
記
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
先
立
つ
期
間
の
延
長
線
上
の
も
の
と
し
て
、
ま

た
、
早
急
に
教
科
書
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
面
に
お
い
て
も
、
先

に
述
べ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
形
成
中
に
含
ま
せ
て
も
よ
い
よ
う
な
側
面
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
チ
ェ
ン
パ
リ
ン
や
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
理
論
は
、
し
ば
し
ば
、
現
実
の
経

済
面
で
当
時
独
占
化
の
傾
向
が
進
ん
だ
こ
と
の
所
産
と
し
て
説
明
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
非
常
に
間
接
的
に
は
と
も
か
く
、
彼
ら
の
直
接
的
動
機

は
そ
の
こ
と
と
は
無
関
係
だ
っ
た
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
不
完
全
競
争
の
理
論

は
、
収
穫
逓
増
下
の
競
争
的
均
衡
と
い
う
マ
ー
シ
ャ
ル
の
産
業
論
を
理
論

的
に
批
判
し
た
一
九
二
五
・
二
六
年
の
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
論
文
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
費
用
論
争
の
所
産
で
あ
り
、
ス
ラ
ッ
フ
ア

論
文
の
直
接
的
延
長
線
上
に
立
っ
た
、
む
し
ろ
理
論
的
発
展
の
産
物
で
あ

る
。
チ
ェ
ン
パ
リ
ン
の
独
占
的
競
争
理
論
の
骨
子
は
、
ス
ラ
ッ
フ
ァ
論
文

や
イ
ギ
リ
ス
の
費
用
論
争
と
も
無
関
係
に
、
一
九
二
七
年
の
彼
の
博
士
論

文
で
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
接
的
に
は
理
論
的
関
心

の
産
物
な
の
だ
、
と
チ
ェ
ン
パ
リ
ン
自
身
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
後
に

は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
理
論
と
現
実
と
の
関

係
が
常
に
直
線
的
で
は
な
く
、
後
人
が
単
な
る
時
間
的
対
応
関
係
か
ら
そ

こ
に
因
果
関
係
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
密
告
の
一
例
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
多
く
の
相
貌
を
も
っ
三
0
年
代
の
経
済
学
の
全
体
を
何
ら



か
の
形
で
全
体
的
に
特
徴
，
つ
け
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
種
々
の
理
論
群
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
か
な
り
ミ
ク
ロ
的
な
知
識
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
な
し
に
な
さ
れ
る
(
現
在
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
)
一
般
化
は
、

単
に
皮
相
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
経
済
学
と
い
う
も
の
の
性
格
や
経
済
学

の
現
状
の
把
振
と
の
関
連
で
も
、
む
し
ろ
危
険
な
の
で
あ
る
。

一
九
三
0
年
代
の
ド
イ
ツ
社
会
哲
学

|
|
M
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
場
A
T
|

清

水

多

吉
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レ
ジ
ュ
メ

一
九
三
0
年
代
の
も
つ
問
題
点
を
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
ホ
ル
ク

ハ
4
7
l

の
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

の
社
会
哲
品
子

は
、
二
つ
の
側
面
で
、
三
0
年
代
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

一
つ
は
、
ル
カl
チ
的
主
l

客
同
一
説
を
中
心
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対

す
る
反
発
で
あ
る
。
こ
の
側
面
は
、
弁
証
法
、
更
に
言
う
な
ら
、
マ
ル
ク

ス
主
義
そ
の
も
の
が
形
而
上
学
化
さ
れ
て
く
る
傾
向
に
あ
っ
た
ニ
0
年
代

マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
、
批
判
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
、

ウ
ェ
l

パ
l

的
合
理
主
義
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
社
会

哲
学
の
形
而
上
学
化
が
進
む
一
方
、
ウ
ェ
l

パ
l

的
形
式
合
理
の
貫
徹
も

同
時
平
行
的
に
進
ん
で
い
た
。
だ
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
見
る
と
こ
ろ
、

ウ
ェ
l

パ
l

的
合
理
性
の
貫
徹
は
、
時
代
を
脱
魔
術
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
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で
は
な
か
っ
た
。
一
ニ0
年
代
は
、
ウ
ェ
1

パ
l

的
合
理
の
形
式
性
が
、
い

か
に
非
合
理
な
嬰
来
と
結
び
つ
い
た
か
|
|
そ
れ
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マl

の
追
求
の
一
つ
の
柱
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
方
面
批
判
を
も
っ
た
彼
の
社
会
哲
学
は
、
単
な
る
理
論

上
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
把
握
に
も
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
僚
友
ポ
ロ
ッ
ク
の
問
題
提
起
を
う
け
て
採
用
す
る
「
国
家

資
本
主
義
論
」
(
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

独
自
の
用
語
で
な
ら
「
権
威
主
義
的

国
家
論
」
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
を
代
表
的
モ
デ
ル
と
す

る
こ
の
論
は
、
形
式
的
な
「
技
術
合
理
性
」
と
「
権
威
」
と
が
い
か
に
癒

着
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
主
要
な
理
論
の
一
つ
に
し
て
い
た
。

こ
の
ポ
ロ
ッ
ク

1

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
主
張
に
対
し
て
、
F

・
ノ
イ
マ
ン

は
、
「
技
術
合
理
性
」
と
「
権
威
」
と
は
、
所
詮
、
癒
着
し
え
な
い
と
し
て
、

強
烈
な
反
駁
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
ニ
方
面
批
判
は
、
理
論
的
に
は
い
わ
ゆ
る
「
批
判

理
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
報
告
で
は
、
こ
の
批
判
が
い
か

に
時
代
精
神
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
ノ
イ
マ
ン
と
の
論
争
が
、

時
代
把
握
と
し
て
、
い
か
に
今
な
お
未
決
着
の
問
題
で
あ
る
か
を
述
べ
て
、

現
代
社
会
理
解
の
手
が
か
り
を
整
理
し
て
み
た
い
。

報

lI::. 
E司

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
お
よ
び
そ
の
主
導
者
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ

イ
可

l

を
、
一
九
三
0
年
代
を
代
表
す
る
思
想
家
集
団
、
あ
る
い
は
一
九

三
0
年
代
に
し
て
始
め
て
登
場
し
え
た
集
団
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
論

を
進
め
て
み
た
い
と
思
う
。
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そ
の
前
に
、
こ
の
学
派
登
場
の
背
景
に
な
っ
た
一
九
三
0
年
代
と
い
う

時
代
の
大
枠
を
お
さ
え
て
置
き
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
コ
一Oギ
代
は
、
様
々

な
意
味
で
現
代
史
に
と
っ
て
一
つ
の
区
切
り
に
な
る
時
代
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ニ
0
年
代
末
に
始
ま
る
市
民
社
会
の
根
底

的
動
揺
期
の
後
を
う
け
て
、
古
典
的
市
民
社
会
の
理
念
に
、
そ
も
そ
も
抵

触
す
る
よ
う
な
諸
現
象
が
随
所
に
露
呈
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
な
き
で
さ
え
形
骸
化
さ
れ
て
い
た
社
会
の
自
立

的
諸
機
能
は
、
こ
の
時
期
を
境
に
し
て
、
国
家
の
機
能
に
あ
ら
か
た
吸
収

さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
恩
わ
れ
た
。
社
会
の
自
立
的
諸
機
能
と
は
、

経
済
的
側
面
に
お
け
る
市
場
経
済
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
社
会
を
構

成
す
る
各
種
集
団
の
私
的
な
営
為
の
あ
ら
か
た
が
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
、
前
の
時
代
と
の
連
続
性
と
断
絶
面

と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
現
代
史
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
、
こ
の
三
0
年
代
は
、
特
に
断
絶
面
を
強
調
し
て
考
察
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
一
一
一0
年
代
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
当
然
、
様
々
な
反

論
が
あ
り
う
る
と
思
う
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
単
に
私
の
意
見
と
い

う
よ
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
総
体
の
見
解
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
時
代
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
断
絶
面
を
見
る
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
視
座
は
、
当
然
に
も
前
の
時
代
の
代
表
的
思
想
家

に
対
す
る
批
判
、
断
絶
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
例
ト
人
ば
、
こ
の
学
派
の

主
導
者
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
と
っ
て
、
前
の
時
代
の
代
表
的
思
想
家
と
は
、

一
人
は
か
の
ゲ
オ
ル
ク
・
ル
カ
l

チ
で
あ
り
、
他
の
一
人
は
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
l

パ
ー
で
あ
っ
た
。
両
者
に
対
し
て
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マl
の
本
格
的

な
論
評
は
な
い
の
だ
が
、
以
下
、
三
0
年
代
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
緒
論

文
の
な
か
か
ら
、
言
外
の
批
判
を
読
み
と
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
ル
カ
l

チ
に
対
す
る
彼
の
対
応
は
.
と
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の

対
応
は
ア
シ
ピ
グ
ァ
レ
ン
ト
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
も

そ
も
ル
カ
l

チ
(
特
に
二
三
年
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
)
は
、
商
品
形
態

の
登
場
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
な
か
で
主
体
と
客
体
と
が
分
離
し
て
こ
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
の
分
析
、
そ
し
て
ま
た
、
分
離
し
た
主
体

l

客
体
を
統
一

す
る
も
の
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
設
定
と
い
う
歴
史
哲
学
を
も

っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
二
世
代
を
代
表
す
るA
・
シ
ュ
ミ

ッ
ト
を
し
て
言
わ
し
む
れ
ば
、
ル
カ
l

チ
の
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
概
念
は
、
ま
さ
に
救
済
プ
ラ
ン
に
お
け
る
「
黙
示
録
」
的
概
念
で
あ

っ
た
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
、
ル
カ
l

チ
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
へ
l

ゲ
ル
的
主
体
l

客
体
同
一
説
を
否
定
す
る
。
へ
l

ゲ
ル
、
ル
カ
・

l

チ
に
共
通
す
る
こ
の
主
体
l

客
体
同
一
説
こ
そ
は
、
理
性
の
唯
名
論
的

運
動
過
程
(
ホ
ル
ク
ハ
イ
7
1

は
近
代
理
性
の
運
命
を
こ
う
と
ら
え
る
)

の
な
か
で
、
当
然
に
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
ル
カ
l

チ
の
商
品
形
態
論
H

市
民
社
会
成

立
論
を
否
定
し
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
は
ル
カl

チ
の
言
う
商
品
形
態
論
か
ら
形
而
上
学
を
構
築
す
る
こ
と
な
く
、
と
れ
を

た
だ
「
交
換
経
済
」
の
登
場
と
読
み
か
え
、
こ
れ
と
市
民
的
個
体
性
の
登

場
と
を
等
置
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

7
1
が

ル
カ
l

チ
か
ら
受
け
と
っ
た
も
の
は
、
商
品
形
態
に
ま
つ
わ
る
市
民
社
会

の
抽
象
的
一
般
意
識
と
市
民
的
個
体
性
の
成
立
で
あ
り
、
両
者
の
相
互
補

完
関
係
、
引
き
続
く
両
者
の
対
立
抗
争
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
.
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で
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
7
1

の
ル
カ
l

チ
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ピ

ヴ
7

レ
ン
ト
な
対
応
が
、
何
故
に
三
0
年
代
の
思
考
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
前
に
、
ル
カ
l

チ
の
あ
の
閉
山
弁
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
歴
史
の

救
済
者
と
想
定
し
う
る
時
代
の
産
物
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
お
さ
与
え

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
は
、
東
部
、
中

部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
新
し
い
歴
史
の
担
い
手
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
〉
に

よ
る
、
新
し
い
革
命
を
経
験
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
の
産
物
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
代
か
ら
十
数
年
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

の
自

に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
え
ど
も
聖
化
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、

彼
ら
と
い
え
ど
も
、
市
民
社
会
末
期
の
病
弊
を
背
負
っ
た
も
の
と
映
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
一
事
態
は
、
崩
壊
す
る
ヴ
ァ
イ
7
1
ル
共
和
国
下
に
お
け

る
ド
イ
ツ
労
働
者
の
実
情
に
見
合
う
も
の
で
・
あ
っ
た
。
『
ヴ
ァ
イ
マ
l

ル

共
和
国
下
の
ド
イ
ツ
労
働
者
』
『
権
威
と
家
族
』
な
ど
の
共
同
研
究
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
学
派
の
予
測
通
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
と
い
え
ど
も
タ
テ
前
の
革
命
性
に
反
し
て
、
本
音
の
と
こ
ろ
で
、
彼

ら
が
い
か
に
権
威
被
拘
束
性
が
強
い
か
と
い
う
ご
と
で
あ
っ
たA
つ
ま
り
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
労
働
者
の
実
情
は
、

ナ
チ
ス
拾
頭
を
前
に
し
て
、
い
か
に
彼
ら
労
働
者
.
か
内
的
に
崩
壊
し
て
し

ま
っ
て
い
た
か
、
ま
た
何
故
に
あ
れ
ほ
ど
ま
で
や
す
や
す
と
、
ナ
チ
ス
の

グ
ヲ
イ
ヒ
シ
ヤ
ル
トO
シ
タ

権
威
主
義
的
諸
制
度
に
均
質
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
の
原
因
と
映

っ
た
の
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
7
1

ら
に
と
っ
て
、
と
う
て
い
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
を
救
済
史
的
聖
化
の
対
象
と
し
え
な
か
っ
た
以
上
、
ル
カl
チ

的
弁
証
法
な
ど
を
是
認
で
き
る
は
ず
が
な
か
っ
た
の

σ

あ
る
。

他
方
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
ル
カ
1

チ
か
ら
受
け
つ
い
だ
問
題
、
つ
ま
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【 ι ・

り
、
市
民
社
会
の
抽
象
的
一
般
意
識
と
市
民
的
個
体
性
の
問
題
の
方
は
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
、
こ
の
両
者
の
相
互
補
完
、
相
互
抗
争
と
い
っ

た
問
題
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
1

の
歴
史
哲
学
の
重
要
な
核
心
を
な
す
の
だ

が
、
今
世
紀
に
入
る
や
、
一
般
意
識
へ
の
個
体
性
の
収
数
、
更
に
一
一
一
0
年

代
に
入
る
や
、
社
会
の
一
般
意
識
で
さ
え
国
家
的
次
元
に
収
飲
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
み
た
の
が
、
彼
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
視
点
で
あ
っ
た
。
勿

論
、
こ
の
視
点
は
、
僚
友
ポ
ロ
ッ
ク
の
「
国
家
資
本
主
義
論
」
に
見
合
う

も
の
で
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

次
に
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i

の
ウ
ェ
l

パ
l

に
対
す
る
対
応
で
あ
る
。
一
一
一

0
年
代
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
の
諸
論
文
に
、
直
接
ウ
ェl
パ
ー
を
と
り
あ

げ
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
執
鋤
に
近
代
「
知
」

の
あ
り
ょ
う
を
問
う
時
、
そ
の
背
景
に
は
ウ
ェl
パ
l

的
問
題
意
識
に
対

す
る
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
つ
て
、
ワ

ェ
1

パ
l

は
、
近
代
的
合
理
性
が
早
晩
、
形
式
的
官
僚
制
に
よ
っ
て
担
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
冷
徹
に
述
べ
た
て
た
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
「
知
」

が
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
形
式
化
、
脱
エ
ー
ト
ス
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
、
そ
も
そ
も
近
代

「
知
」
が
近
代
的
「
モ
ラ
ー
ル
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
る
る
こ

と
を
主
張
す
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
1

の
言
う
近
代
的
「
モ
ラ
ー
ル
」
と
は
、

ゼ
ル
プ
ス
ト
エ
ア
h
h
L
F
'
Yタ

市
民
的
個
体
の
自
己
保
持
の
要
求
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
ル
カ

l

チ
の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
商
品
形
態
の
登
場
に
よ
っ
て
成

立
し
た
市
民
的
抽
象
的
一
般
意
識
と
相
互
補
完
、
指
抗
関
係
に
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
一
般
的
意
識
は
、
あ
る
場
合
に
は
、
客
観
的
実
体
と
し

て
の
理
性
な
ど
と
も
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
思
考



40 

性
自
体
、
理
性
の
唯
名
論
的
運
動
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
て
お
い
た
。
他
方
、
市
民
的
個
体
性
の
自
己
保
持

の
方
も
ま
た
、
後
期
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
解
体
さ
れ
て
く
る
。
と

す
れ
ば
、
近
代
「
知
」
は
、
当
然
に
も
形
式
合
理
性
だ
け
を
追
い
求
め
て

く
る
よ
う
に
な
り
、
脱
「
モ
ラ
ー
ル
」
の
形
式
的
理
論
内
整
会
性
、
つ
ま

ス
チ
イ
Z
ソ
テ
イ
グ
イ
ス
ム
ス

り
、
科
学
至
上
主
義
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
「
知
」

が
社
会
的
に
貫
徹
す
る
の
は
、
法
的
形
式
主
義
が
貫
徹
し
て
い
る
社
会
に

お
い
て
で
あ
る
の
は
、
ウ
ェ

l

パ
1

の
言
う
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
近
代
「
知
」
の
あ
り
方
は
、
所
詮
、
個
体
の
自
己
保
持
な
き
市

民
社
会
の
一
般
意
識
(
実
は
、
独
占
資
本
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
た
意
識
)

に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
ま
し
て
、
市
民
社
会
の
根
底
的
動
揺

期
で
あ
る
三
0
年
代
、
つ
ま
り
、
社
会
の
法
的
形
式
主
義
、
形
式
的
秩
序

性
が
揺
ぎ
だ
し
た
時
、
近
代
「
知
」
は
、
「
権
威
」
と
い
う
装
い
を
ま
と
っ

て
強
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
一
般
意
識
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
貫
徹
し
え

な
く
な
る
。
か
く
し
て
、
近
代
「
知
」
は
、
そ
も
そ
も
「
知
」
と
対
極
の

も
の
で
あ
っ
た
「
権
威
」
と
癒
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
る
。
つ
ま

り
、
近
代
「
知
」
は
、
合
理
性
を
主
張
し
つ
つ
、
極
め
て
非
合
理
な
も
の

に
転
化
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ウ
ェl
パ
l

の
「
知
」
の
形
式

合
理
性
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
「
知
」
の
逆
転
的
現
象
を
み
す
え
て
い
な

い
|
|
こ
れ
が
、
三
0
年
代
を
生
き
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
感
慨
で
あ
っ

た
。ニ

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
、
三

0
年
代
と
い
う
時
代
に
「
知
」
的
に
対

処
す
る
に
あ
た
っ
て
の
視
座
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ホ
ル

ク
ハ
イ
マ
l

が
以
上
の
先
行
す
る
思
想
家
に
対
し
て
、
対
置
す
る
主
張
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ル
カ
1

チ
の
形
市
上
学
的
に
霊
化
さ
れ
た
弁
証

法
に
対
し
て
、
ホ
ル
ク
ハ

F
4マ
ー
は
い
か
な
る
方
法
論
を
対
置
さ
せ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

既
に
述
べ
た
ご
と
く
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
が
弁
証
法
と
い
う
時
、
市
民

社
会
の
個
体
性
と
抽
象
的
一
般
意
識
と
の
こ
項
対
立
が
問
題
に
な
っ
て
い

た
。
と
す
れ
ば
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
弁
証
法
は
、
こ
の
主
体
l

客
体
関

グ
エ
タ
セ
ル
f
イ

h
wタシ
タ

係
の
統
合
な
き
相

E
作
用
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
よ
う
な
関
係

ポ
ス
ト
ヲ
l
t
F

の
な
か
で
の
要
請
と
し
て
の
主
体
の
優
位
と
考
え
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。

結
局
、
こ
の
両
者
を
主
体
』
客
体
と
し
な
が
ら
、
両
者
の
相
互
作
用
が
社

会
的
文
化
的
領
域
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
の
か

|
|
こ
れ
が
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
の
理
論
的
関
心
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

彼
の
思
考
性
の
な
か
で
は
、
弁
証
法
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
史
的
唯
物

論
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
図
式
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
社
会
的

過
程
か
ら
切
り
敵
さ
れ
て
し
ま
っ
た
図
式
な
ど
は
、
む
し
ろ
、
「
物
象
化
さ

れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
主
体
l

客
体
の
相
互
作
用
を
社
会
的
文
化
的
領
域
の
な
か

で
追
求
し
よ
う
と
す
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
、
こ
の
学
派
の
総
力
を
あ
げ

て
共
同
研
究
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
は
「
家
族
」
で
あ
っ

た
し
、
あ
る
い
は
「
市
民
社
会
」
論
で
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
ま
た
「
現

代
国
家
」
論
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
並
べ
て
み
る
と
、
ま
さ
に
へ
l

ゲ
ル
の

『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
あ
の
人
倫
の
ト
リ
アl
デ
を
息
わ
せ
る
感
が
あ

る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
な
か
に
は
、
へ
1

ゲ
ル
1

マ
ル
ク
ス
路
線
が
問

題
に
し
た
こ
れ
ら
の
概
念
の
内
的
展
開
あ
る
い
は
経
済
的
展
開
の
ほ
か
に
、

こ
れ
ら
人
倫
の
各
段
階
を
絶
び
つ
け
る
結
合
因
が
何
で
あ
る
の
か
を
追
求
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し
よ
う
と
す
る
な
図
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
抽
出
さ
れ
た
の
が
、
市
民
社
会

の
な
か
で
の
「
椛
威
」
の
成
立
、
衰
微
の
歴
史
で
あ
り
、
三
0
年
代
に
お

け
る
逆
転
的
強
化
の
現
実
で
あ
っ
た
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

の
こ
の
よ
う
な

「
権
威
論
」
の
背
景
に
は
、
先
ほ
ど
ら
い
述
べ
て
き
て
い
る
市
民
的
個
体

性
と
一
般
恕
識
と
の
補
完
、
抗
争
の
追
求
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
ど
の
つ
ま
り
、
近
代
「
知
」
が
法
的
形
式
主
義
に
支
え
ら
れ
た
市
民

社
会
末
期
に
、
ま
す
ま
す
形
式
合
理
化
、
技
術
合
理
化
し
、
そ
れ
と
同
時

に
、
こ
の
市
民
社
会
が
ま
す
ま
す
動
揺
を
き
た
せ
ば
き
た
す
ほ
ど
、
近
代

「
知
」
は
、
己
れ
の
技
術
合
理
性
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
、
「
権
威
」
を
必

要
と
し
て
く
る
。
こ
れ
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
下
に
お
け
る
近
代
「
知
」
の
運

命
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
l

パ
ー
が
見
通
す
こ
と
の
出
来
な

か
っ
た
こ
の
よ
う
な
近
代
「
知
」
に
対
し
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マl
は
「
批

判
理
論
」
を
対
置
さ
せ
る
。

「
批
判
理
論
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
伝
統
理
論
の
根
幹
を
な
す
近
代

「
知
」
を
、
以
上
の
よ
う
な
視
角
か
ら
批
判
す
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で

も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
も
う
少
し
く
積
極
的
に

「
批
判
理
論
」
の
内
実
を
述
べ
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
特
色
を
あ
げ
る
こ

と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
「
知
」
の
形
式
合
理
性
化
を
批
判
す
る
に

あ
た
っ
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
、
実
質
合
理
性
を
考
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
考
え
る
実
質
合
理
性
の
内
容
は
、
骨
組

ス
ム
ス

主
義
肯
定
を
含
ん
だ
人
間
学
を
想
定
し
て
い
た
、
と
だ
け
し
か
述
べ
る
こ

と
が
出
来
な
い
が
。
実
質
合
理
性
を
考
え
る
に
あ
九
っ
て
、
従
来
の
マ
ル

ク
ス
主
義
者
か
考
え
て
い
た
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
経
済
的

解
放
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
分
析
学
の
導
入
に
よ
る
新
し

五41 

い
人
間
学
的
視
角
か
ら
の
問
題
提
起
が
、
ま
た
、
三0
年
代
的
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

三
さ
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
を
ど
う
結
論
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
へ
l

ゲ
ル
ー
ル
カ
l

チ
的
弁
証
法
を
拒
否
し
、
市
民
社
会
に
お
け
る

一
般
意
識
と
個
体
性
と
の
抗
争
を
テl

マ
と
す
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マl
の
姿

勢
は
、
カ
ン
ト
主
義
と
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i

自
身
、
戦
後
の
カ
ン
ト
に
関
す
る
諸
論

文
の
な
か
で
み
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
勿
論
、
彼
の
カ

ン
ト
主
義
と
は
、
か
つ
て
の
新
カ
ン
ト
派
的
な
静
的
悟
性
的
分
析
を
こ
と

と
す
る
立
場
で
は
な
い
。
一
般
意
識
と
個
体
性
と
を
客
体
l

主
体
と
し
?

こ
の
相
互
作
用
の
な
か
で
(
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
主
1

客
関
係
を
へ
l

ゲ
ル
的
に
一
元
的
解
決
を
は
か
る
こ
と
な
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
可

あ
く
ま
で
も
社
会
的
主
体
の
優
位
を
希
求
す
る
と
い
う
立
場
が
そ
れ
で
あ

る
。
三
0
年
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
が
、
単
な
る
希
求
悲
願
に

終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
一
吉
田
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
第
二
次

大
戦
後
、
「
プ
ラ
ク
シ
ス
・
グ
ル
ー
プ
」
あ
る
い
は
「
ブ
タ
ペ
ス
ト
学
派
」

と
い
っ
た
東
欧
社
会
主
義
者
た
ち
へ
の
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
影
響
、

交
流
が
問
題
に
な
る
時
、
問
わ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
以

上
の
よ
う
な
立
場
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

ま
た
、
西
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
戦
後
の
西
欧
諸
国
へ
の
こ
の
学
派
の

影
響
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
以
土
の
よ
う
な
立
場
か
大

き
な
影
響
力
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

か
つ
て
、
近
代
思
想
に
お
け
る
主
体
(
主
観
)
主
義
は
、
対
自
然
の
主

体
主
義
を
主
張
し
つ
つ
、
対
社
会
の
主
体
主
義
に
転
化
し
て
き
た
。
つ
ま
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り
、
人
聞
が
自
然
を
支
配
す
る
と
い
う
テ
1
7

は
、
人
間
内
外
の
自
然
を

支
配
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
社
会
を
支
配
す
る
こ
と
に
転
化
し
て
き
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
近
代
の
進
歩
思
想
の
根
幹
で
あ
り
、
自

然
と
敵
対
関
係
に
立
っ
た
文
明
の
思
想
で
あ
っ
た
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l

の

「
批
判
理
論
」
の
考
え
る
社
会
的
主
体
の
優
位
は
、
そ
の
根
底
に
自
然
に

T
ス
ケ
1

ゼ

対
す
る
敵
対
を
止
揚
し
(
例
え
ば
、
内
的
禁
欲
主
義
の
否
定
に
み
る
ご
と

く
)
、
自
然
と
社
会
と
の
和
解
を
目
指
す
思
考
性
が
あ
っ
た
。
三0年
代
の

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

に
、
断
片
的
に
見
う
け
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
恩
党
佐
は
、

戦
後
ア
ド
ル
ノ
と
の
共
著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
結
実
す
る
。
戦
後
の
西

欧
世
界
の
思
想
状
況
に
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
と
の
和
解
」
が
提
示
し
た

意
味
は
大
き
い
。

ト

ν
1
M
ー

だ
が
、
「
批
判
理
論
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
の
実
践
主
体
を
、
階
級

と
も
民
族
と
も
、
あ
る
い
は
古
典
的
市
民
的
個
休
と
も
設
定
で
き
ず
、
「
批

判
理
論
」
の
社
会
的
あ
り
ょ
う
を
不
明
の
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
弱
点
は

否
定
し
が
た
い
。
と
ま
れ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
ら
の
思
想
的
営
為
が
ま
さ

に
三
0
年
代
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
戦
後
世
界
に
大
き
な
影
響
力
を
残
し

た
と
い
う
こ
と
|
|
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
三

0
年
代
問
題
は
、

未
決
済
の
ま
ま
戦
後
世
界
に
持
ち
越
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

て
、
私
の
報
告
を
終
り
た
い
と
思
う
。

パ
ク
ハ
ク
ス

の
解
体

佐

藤

康

邦

レ
ジ
ュ
メ

パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
一
九
一
九
年
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
一

九
二
五
年
に
デ
ッ
サ
ウ
に
、
一
九
三
二
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
に
移
り
、
そ
こ

で
翌
年
一
九
三
三
年
に
ナ
チ
の
圧
力
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
た
公
立
の
前
衛
的

な
美
術
工
芸
学
校
で
あ
る
。
そ
の
精
神
は
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
創
立
者
で
あ
る

建
築
家
の
ヴ
ァ
ル
タ
1

・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
に
よ
る
パ
ウ
ハ
ウ
ス
宣
言
の
中
に

示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
造
型
芸
術
の
究
樹
目
標
は
建
築
で
あ
り
、
諸

々
の
芸
術
は
こ
の
建
築
的
精
神
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
孤
立
し
た
サ
ロ
ン
芸
術
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主

張
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
総
合
芸
術
の
試
み
の
た
め
に
、
建
築
家
、
彫
刻

家
、
画
家
の
す
べ
て
に
手
工
作
に
熟
達
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の

手
工
作
尊
重
の
精
神
は
十
九
世
紀
に
於
け
る
ラ
ス
キ
ン
、
モ
リ
ス
の
思
想
、

資
本
主
義
と
機
械
化
の
進
行
に
よ
る
工
芸
の
質
の
粗
悪
化
と
労
働
の
喜
び

の
喪
失
を
憂
え
中
世
の
芸
術
に
理
想
を
求
め
る
思
想
に
一
方
の
起
源
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
に
は
進
行
し
つ
つ
あ
る
機

械
文
明
を
積
極
的
に
受
け
と
め
、
そ
の
基
盤
の
上
に
来
た
る
べ
き
時
代
の

造
型
的
表
現
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
強
固
に
存
在
し
て
い
た
。
そ

し
て
パ
ウ
ハ
ウ
ス
自
身
が
そ
の
時
代
の
最
も
卓
越
し
た
前
衛
的
な
芸
術
家



を
擁
し
て
い
た
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
は
同
時
代
の
芸
術
的
、
科
学
的
、

思
想
的
運
動
と
も
複
雑
た
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
パ
ウ
ハ
ウ

ス
に
は
表
現
主
義
、
神
秘
主
義
、
機
能
主
義
、
ま
た
社
会
主
義
(
芸
術
家

同
士
山
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
に
至
る
ま
で
の
)
、
産
業
社
会

へ
の
適
応
の
諸
傾
向
が
混
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
政
治
、
経
済
的

状
況
に
さ
ら
さ
れ
て
そ
の
協
調
、
分
裂
、
発
展
の
歴
史
を
辿
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
は
ナ
チ
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
る
に
至
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
続

く
関
係
者
の
世
界
各
地
へ
の
亡
命
(
特
に
ア
メ
リ
カ
)
に
よ
っ
て
パ
ウ
ハ

ウ
ス
精
神
は
む
し
ろ
大
規
模
に
広
が
り
、
そ
の
発
展
と
変
質
の
全
歴
史
を

も
っ
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
未
解
決
の
工
業
技
術
と
人
間
と
の
関
係
と
い

う
問
題
に
重
大
な
意
義
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

幸E

tヒ
広司

1930年代の社会思想

一
九
三0
年
代
の
問
題
と
し
て
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
問
題
を
テ

l

マ
と
す
る
。

パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
一
九
一
九
年
、
建
築
家
の
ヴ
ア
ル
タ

l

・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
に

よ
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
デ
ッ
サ
ウ
と
ベ
ル
リ
ン
に
移

り
、
そ
の
地
で
一
九
三
三
年
、
ナ
チ
ス
の
圧
力
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
国

立
の
(
最
後
に
は
私
立
研
究
所
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
〉
美

術
工
芸
学
校
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
0
年
代
に
入
っ
て
閉
鎖
と
い
う

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
三
0
年
代
の
事
件
の

意
義
を
知
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
パ
ウ
ハ
ウ
ス
設
立
か
ら
、
二

0
年

代
金
体
の
こ
と
を
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
プ
さ
て
、
こ

の
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
精
神
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
ず
グ
ロ
ピ
ウ
ス
自
身

に
よ
る
「
パ
ウ
ハ
ウ
ス
宣
雪
己
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
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に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
造
型
活
動
の
究
極
目
標
は
建
築
で
あ
り
、
建
築
を

飾
る
こ
と
こ
そ
が
か
つ
て
の
造
型
芸
術
の
至
高
の
課
題
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、

今
日
に
於
い
て
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
し
ま
っ
た
諸
々
の
芸
術
は
、
こ
の
建

築
的
精
神
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ロ
ン
芸
術
で
あ
る
こ
と
を

脱
却
し
て
、
芸
術
家
同
志
が
結
合
さ
れ
た
総
合
芸
術
へ
と
向
か
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ま
た
、
建
築
家
、
彫
刻
家
、

画
家
は
皆
、
手
工
作
同
g

仏
」
諸
島
に
熟
達
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
は
一
方
に
於
い
て
は
、
巨
大
な
工
業
技
術
を

開
発
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
そ
の
同
時
代
の
美
術
の
歴
史
の
示

す
も
の
と
言
え
ば
、
芸
術
家
は
、
彼
が
真
に
創
造
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、

鋭
く
社
会
と
対
立
し
、
孤
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
に

と
っ
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
と
い
う
言
葉
は
、
最
大
の
侮
蔑
を
意
味
し
た
。

世
紀
末
の
セ
ザ
ン
ヌ
、
ゴ
ッ
ホ
、
ゴ
l

ガ
ン
の
よ
う
な
芸
術
家
に
つ
い
て

言
え
る
こ
と
は
彼
等
の
作
品
は
ニ
O
世
紀
美
術
の
扉
を
開
ら
く
も
の
で
あ

り
、
そ
の
窓
味
で
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
芸
術
家
達
に
と
っ
て
も
大
き
な
影
響
力

を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
一
方
で
、
彼
等
の
生
涯
は
社
会
と
悲
劇

的
に
対
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
敗
北
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
も
っ
と
広
く
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
敗
北

故
に
か
え
っ
て
近
代
個
人
主
義
の
燭
熱
し
た
頂
点
を
示
す
こ
と
で
も
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
総
合
芸
術
を
目
指
す
パ
ウ
ハ
ウ
ス
で
は
、
最
終
目
標

の
建
築
普
門
と
並
ん
で
、
絵
画
、
彫
刻
、
陶
器
、
印
刷
、
織
物
、
造
本
、

家
具
、
金
属
器
、
さ
ら
に
舞
台
芸
術
の
各
専
門
家
と
そ
れ
ぞ
れ
の
工
房
が

存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
創
造
的
な
仕
事
を
通
じ
て
関
連
を
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求
め
る
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
総
合
芸
術
と
か
、

手
工
作
の
尊
重
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
彼
等
の
語
る
所
か
ら
も
知
ら

れ
る
通
り
、
一
九
世
紀
に
於
け
る
ラ
ス
キ
ン
や
モ
リ
ス
の
思
想
、
つ
ま
り

資
本
主
義
と
機
械
化
の
進
行
に
よ
っ
て
工
芸
の
質
が
粗
悪
化
し
、
労
働
の

喜
び
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
憂
え
、
中
世
の
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
の
あ
り
方
に
理

想
を
求
め
る
思
想
に
一
つ
の
起
源
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
モ
リ
ス
は
自
ら
秀
れ
た
工
芸
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
実
際
の
製
作
も

行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
は
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
初
期
に
於
い
て
、

教
授
と
言
わ
ず
親
方
富
島
骨
肉
と
言
い
、
ま
た
職
人
の

g

伺
F

徒
弟

岡
、
冊
目
肖
-
z
mと
い
う
呼
び
名
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
や
、
「
予
備
教
育
」
と
い

う
課
程
が
設
け
ら
れ
て
、
す
べ
て
の
学
生
に
手
工
作
の
基
礎
訓
練
を
行
な

わ
せ
た
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
、

ま
た
、
モ
リ
ス
が
自
分
の
工
房
で
製
作
さ
れ
た
製
品
を
汽
車
で
迩
ば
ず
に

馬
車
で
運
ん
だ
と
い
う
逸
話
が
示
す
よ
う
に
、
彼
等
の
思
想
は
ま
ず
第
一

に
機
械
と
い
う
も
の
に
反
対
す
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対

し
て
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
む
し
ろ
発
展
し
つ
つ
あ
る
機
械
文
明
と
い
う
も
の
を

積
極
的
に
受
け
容
れ
て
、
そ
の
機
械
技
術
と
芸
術
と
を
結
合
し
、
来
る
べ

き
時
代
の
造
型
表
現
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
課
題
は
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
、
ま
た
後
に
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
学
長
に
な
る

ミ

l

ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
l

エ
の
み
な
ら
ず
、
サ
リ
ヴ
ァ
ン
、
ラ
イ

ト
、
ル
・
コ
ル
ピ
ュ
ジ
ェ
の
よ
う
な
近
代
建
築
の
創
始
者
逮
を
も
共
通
に

捉
え
た
も
の
だ
っ
た
。
彼
等
は
等
し
く
機
械
の
形
態
に
注
目
し
て
い
る
。

ル
・
コ
ル
ピ
ュ
ジ
ェ
は
、
そ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
論
文
、
「
建
築
を
め

ざ
し
て
」
、
の
中
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
建
築
家
遠
の
操
る
様
式
を
偽
善
だ
と

断
罪
し
、
技
術
者
の
作
り
出
す
形
態
、
新
大
陸
の
小
麦
を
貯
蔵
す
る
サ
イ

ロ
、
ま
た
鉄
骨
の
橋
、
汽
船
、
飛
行
機
、
自
動
車
の
形
態
、
す
な
わ
ち
そ

の
無
装
飾
で
、
機
能
や
檎
迭
の
む
き
出
し
に
さ
れ
た
、
単
純
な
幾
何
学
的

形
態
|
|
・
そ
れ
は
ま
た
経
済
法
則
と
計
算
に
専
ら
導
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
然
の
法
則
に
も
合
致
す
る
に
至
っ
た
形
態
な
の
だ
が
|
|
に
注
目
す

る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
む
き
出
し
で
、
木
枠
の
跡
も
削
り
取
ら

な
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
と
、
室
内
を
光
の
洪
水
に
よ
っ
て
満
た
す
広
い

窓
を
持
ち
、
ピ
ロ
チ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
立
体
化
さ
れ
た
高
層
建
築
ゃ
、

プ
レ
フ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
量
産
化
さ
れ
る
住
宅
を
設
計
し
、

都
市
計
画
の
プ
ラ
ン
を
立
て
る
。
住
宅
と
は
ま
ず
住
む
機
械
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
彼
は
単
な
る
技
術
だ
け
に
よ
っ

て
は
決
し
て
到
達
し
得
な
い
、
比
例
に
よ
る
深
い
韻
律
を
も
っ
た
建
築
の

美
|
|
プ
ェ
イ
デ
ィ
ア
l

ス
の
ま
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
|
|
に
言
及
す

る
こ
と
を
忘
れ
は
し
な
い
の
だ
が
。
と
こ
ろ
で
、
彼
と
と
も
に
有
名
な
ド

ミ
ノ
シ
ス
テ
ム
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
技
術
を
前
提
に
、
梁
な
し
に

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
柱
に
よ
っ
て
平
板
を
支
え
る
構
造
に
よ
っ
て
墜
を
天
井

を
支
え
る
機
能
か
ら
解
放
し
、
そ
の
た
め
に
平
面
図
の
自
由
な
構
成
や
壁

の
く
り
抜
き
を
可
能
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
近
代
建
築
運
動
が
目
ざ
し
た
屋
内
の
、

ま
た
屋
内
と
屋
外
の
空
間
の
相
互
の
貫
入
、
解
放
さ
れ
、
流
動
す
る
空
聞

を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
グ
ロ
ピ
ウ
ス
も
、
す
で
に
第
一

次
大
戦
以
前
、
ガ
ラ
ス
と
鉄
骨
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
骨
組
構
造
か
ら
な
る

フ
ァ
グ
ス
靴
工
場
の
設
計
者
と
し
て
、
近
代
建
築
運
動
の
有
力
な
推
進
者

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ま
た
そ
の
彼
が
総
合
芸
術
と
い
う
よ
う
な
理
想
を
打
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出
し
た
所
に
大
き
な
可
能
性
と
と
も
に
、
大
き
な
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

総
合
芸
術
の
名
の
も
と
に
パ
ウ
ハ
ウ
ス
に
集
め
ら
れ
た
芸
術
家
の
多
く

は
、
ク
レ
ー
や
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
当
時
、
文
学
、

演
劇
、
美
術
、
音
楽
、
建
築
、
映
画
等
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
芸
術
運
動

を
支
配
し
て
い
た
表
現
主
義
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
一

言
で
言
え
ば
、
既
成
の
価
値
1
1

キ
リ
ス
ト
教
的
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
価
値

ー
ー
と
そ
れ
に
立
脚
す
る
伝
統
的
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
無
力
を
主
張
し
、
内

的
真
実
を
、
芸
術
の
表
現
型
式
の
尖
鋭
的
な
破
壊
と
純
粋
化
|
|
従
っ
て

二
O
世
紀
の
前
衡
の
試
み
が
即
座
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
の
だ
が
ー
ー
を
も

っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
運
動
で
あ
る
の
だ
が
、
ま
た
そ
の
内
的
真
実
と

は
反
抗
的
で
不
安
で
多
分
に
混
乱
し
、
時
に
神
秘
的
、
夢
幻
的
な
も
の
と

な
る
真
実
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
初
期
の
パ
ウ
ハ
ウ
ス
に
於
い
て
こ
の
傾
向

を
極
端
に
示
し
て
い
た
の
が
「
予
備
教
育
」
を
担
当
し
て
い
た
ヨ
ハ
ネ
ス

・
イ
ッ
テ
ン
で
あ
っ
た
。
イ
ッ
テ
ン
は
ジ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
l

の
「
西
欧
の
没

落
」
に
共
鳴
し
、
ヨ
ガ
の
は
し
り
の
よ
う
な
東
洋
的
な
新
興
宗
教
の
道
場

に
通
い
、
自
ら
頭
を
丸
め
、
学
生
に
も
製
作
に
取
り
か
か
る
前
に
独
特
な

体
操
を
行
わ
せ
た
。
彼
の
教
育
は
、
学
生
に
形
態
や
色
彩
の
み
で
は
な
く
、

さ
ら
に
石
膏
、
紙
、
木
、
ガ
ラ
ス
、
金
属
、
炭
に
至
る
ま
で
の
素
材
に
対

す
る
感
情
移
入
に
基
づ
く
知
識
を
習
得
さ
せ
、
学
生
の
自
発
的
な
創
造
力

を
開
発
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
そ
の
他
の
マ
イ
ス
タl
遠
の

中
に
は
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
使
命
を
、
芸
術
家
同
志
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
建
設

と
い
う
段
階
を
飛
び
越
え
て
、
社
会
主
義
の
大
聖
堂
を
作
る
こ
と
に
あ
る

と
考
え
て
い
る
人
々
も
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
社
会
に
固
有
の
分
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業
に
伴
う
人
聞
の
一
面
化
、
食
困
化
と
い
う
こ
と
に
対
置
さ
れ
る
、
感
覚

的
経
験
と
知
的
経
験
と
を
結
合
さ
せ
た
全
体
的
人
間
と
い
う
理
想
は
パ
ウ

ハ
ウ
ス
の
変
ら
ぬ
理
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
多
様
で
、
な
か
ば
空
想

的
な
理
念
を
掲
げ
て
、
戦
争
に
よ
る
荒
廃
と
イ
ン
フ
レ
の
最
中
の
ず
ア
イ

マ
ル
共
和
国
に
国
立
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
然
こ

れ
は
強
固
な
反
対
と
内
外
に
わ
た
る
困
難
な
問
題
と
に
出
会
う
こ
と
に
な

っ
た
。
国
粋
主
義
者
、
保
守
的
な
市
民
や
工
芸
家
達
は
一
貫
し
て
パ
ウ
ハ

ウ
ス
の
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
り
続
け
た
。
そ
こ
に
は
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
を
強

力
に
支
持
し
た
の
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
も
デ
ッ
サ
ウ
で
も
、
社
会
民
主
党
だ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
背
景
が
か
ら
ん
で
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
何
か
ジ
ッ
テ
の
破
壊
と
い
っ
た
こ
と
に
か
か
わ
る
、
敵
対
者
の
逆
鱗

に
触
れ
る
も
の
が
こ
の
運
動
に
は
伴
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
と
も
あ
れ
、
多
く
の
困
難
を
抱
え
な
が
ら
も
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は

現
実
の
発
展
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
そ

の
過
程
で
表
現
主
義
の
克
服
を
図
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一

九
二
三
年
に
於
け
る
イ
ッ
テ
ン
の
解
任
と
な
っ
て
劇
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ

た
。
イ
ッ
テ
ン
は
教
育
方
針
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
と
産

業
界
と
の
提
携
に
反
対
し
て
グ
ロ
ピ
ウ
ス
と
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
は
表
現
主
義
の
一
方
的
な
切
り
捨
て
と
い
う
の
で

は
な
く
、
表
現
主
義
の
内
部
に
於
い
て
も
所
謂
表
現
主
義
を
克
服
し
よ
う

と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
な
い
こ

と
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
一
九
一
四
年
頃

の
作
品
と
一
九
二
0
年
代
初
期
の
作
品
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
前
者
の

混
沌
と
し
た
よ
り
情
動
的
な
世
界
か
ら
後
者
の
合
理
的
で
明
快
な
世
界
へ
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の
変
貌
と
い
っ
た
も
の
は
す
ぐ
に
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
単
な
る
内

的
不
安
の
個
性
的
表
現
か
ら
客
観
的
な
方
法
へ
の
移
行
は
こ
の
時
代
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
前
衛
の
動
き
に
も
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
パ
ウ

ハ
ウ
ス
を
ロ
シ
ア
の
シ
ュ
プ
レ
マ
テ
イ
ズ
ム
や
構
成
主
義
、
オ
ラ
ン
ダ
の

デ
・
ス
テ
イ
ル
の
幾
何
学
的
、
直
線
的
な
ス
タ
イ
ル
に
近
付
け
る
も
の
と

も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
チ
ュ

l

リ
ン
ゲ
ン
の

議
会
が
保
守
派
に
握
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
二
五
年
に
は
デ
ッ
サ

ウ
市
に
移
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

こ
の
デ
ッ
サ
ウ
で
む
し
ろ
大
き
く
飛
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
第
一
の

成
果
と
し
て
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
設
計
に
よ
る
デ
ッ
サ
ウ
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
校
舎

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
左
右
対
象
を
捨
て
た
平
面
図
機
能
的
空
間
、
無
装
飾

の
面
と
直
線
の
交
錯
す
る
だ
け
の
実
に
す
っ
き
り
と
し
た
造
型
的
効
果
、

建
物
を
支
え
る
柱
を
内
側
に
後
退
さ
せ
て
ガ
ラ
ス
の
カ
ー
テ
ン
ウ
ォl
ル

に
現
わ
れ
た
外
壁
等
に
二
十
世
紀
建
築
家
と
し
て
の
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
真
面

目
を
示
す
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
建
築
達
は
デ
ッ

サ
ウ
市
の
た
め
に
労
働
者
用
の
集
団
住
宅
を
設
計
、
建
設
し
た
り
も
し
て

い
る
。
さ
ら
に
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
各
工
房
で
実
験
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
家

具
、
余
属
パ
イ
プ
の
椅
子
、
照
明
器
具
、
食
器
、
壁
紙
、
織
物
、
活
字
、

広
告
パ
ネ
ル
な
ど
は
工
場
で
の
大
量
生
産
に
適
合
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

幾
何
学
的
な
機
能
美
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
の
流
行
と
な
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
円
形
劇
場
が
構
想
さ
れ
、
光
、
音
、
数
学
的
動
き
を
結

合
さ
せ
た
舞
台
芸
術
が
試
み
ら
れ
た
・
|
|
オ
ス
カ
l

・
シ
ュ
レ
ン
マ
ー
に

よ
る
「
金
属
の
踊
り
」
!
ま
た
画
家
達
は
巨
匠
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
た
。

で
は
こ
の
よ
う
な
パ
ウ
ハ
ウ
ス
的
形
態
は
そ
の
創
始
者
逮
に
よ
っ
て
ど

う
意
味
付
け
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
1
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
自
作
に
つ
い
て
こ
う

説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
の
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
1

ル
に

よ
っ
て
内
外
の
空
間
の
流
動
感
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
何
よ
り
も
時

間
・
空
間
の
新
た
な
観
念
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
う
。
ニ
品
1

ト
ン
的
な

三
次
元
は
静
止
的
な
も
の
で
あ
り
、
不
動
の
真
理
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
前

時
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
価
値
の
相
対
性
の
自
覚
さ
れ
た
現

代
は
、
言
わ
ば
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
相
対
性
、
時
間
の
空
間
へ
の
導
入

が
，
計
ら
れ
る
時
代
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
ピ
カ
ソ
の
作
品
に
見
ら

れ
る
、
前
と
横
の
顔
の
両
側
面
を
同
一
の
平
面
に
描
く
手
法
は
時
間
的
に

異
な
っ
た
こ
つ
の
位
相
を
同
時
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
動
を
空
聞

に
導
き
入
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
鋭
い
効
果
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
代
の
芸
術
は
対
照
か
ら
対
照
へ
と
目
ま
ぐ
る
し

く
動
く
、
変
化
を
求
め
る
我
々
の
衝
動
を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
建
築
も
同
じ
く
流
動
す
る
空
間
の
連
続
と
い
う
幻
覚
を
演
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
見
全
く
異

な
っ
た
地
盤
に
立
っ
と
思
わ
れ
る
パ
ウ
ル
・
ク
レ
l

の
考
え
と
符
合
す
る

も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ク
レ
ー
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
画
家
は
地
上
に
見

ら
れ
る
も
の
、
見
て
好
ま
し
い
も
の
、
あ
る
い
は
見
た
と
思
う
も
の
だ
け

を
描
い
た
、
|
|
「
た
と
え
ば
、
私
達
の
昨
日
の
反
対
者
達
、
印
象
派
の

函
家
逮
は
、
毎
日
毎
日
状
況
の
変
る
ぶ
ど
う
の
巻
づ
る
や
ひ
こ
ば
え
の
そ

ば
に
生
き
た
」
(
同
Y
E
S
-
d
a
E

骨

E
s
z
u
g
w
g
J
l
l
そ
し
て

そ
れ
は
そ
の
時
代
と
し
て
は
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
、
し
か
し
今
日
で
は

見
え
る
事
物
が
世
界
の
限
ら
れ
た
一
例
で
し
か
な
い
と
い
う
相
対
性
が
明

ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
芸
術
の
本
質
は
見
え
る
も
の
の
そ
の
ま
ま
の
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再
現
で
は
な
く
、
「
根
源
へ
と
向
う
衝
動
」
に
促
さ
れ
て
、
ひ
そ
か
に
直
観

さ
れ
る
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
と
言
う
。
そ
し
て
人
物
を
、

ま
た
そ
の
人
物
が
生
き
る
室
内
や
風
景
を
好
ま
し
く
描
く
こ
と
を
支
え
て

い
た
「
人
間
」
へ
の
素
朴
な
信
頼
が
崩
れ
去
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

ク
レ
l

は
「
今
日
の
よ
う
に
こ
の
世
界
が
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る

程
、
芸
術
は
抽
象
的
な
も
の
と
な
る
」
と
い
う
証
言
を
付
け
加
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
こ
と
は
新
た
な
可
能
性
を
絵
画
に
与
え
る

こ
と
で
も
あ
る
。
ク
レ
ー
は
森
羅
万
象
の
運
動
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

諮
り
、
画
家
の
透
徹
し
た
眼
差
が
生
成
す
る
フ
オ
ル
ム
を
刻
み
つ
け
ら
れ

て
、
時
間
的
に
過
ぎ
去
る
多
く
の
次
元
を
同
時
的
に
結
合
す
る
こ
と
を
語

る
l
l

絵
画
も
ま
た
時
間
芸
術
で
あ
り
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
l

の
型
式
を
持
つ

の
だ
と
。
か
く
て
異
な
る
様
々
の
視
点
か
ら
の
パ
1

ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
に
従

う
形
態
が
結
合
さ
れ
た
画
面
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
パ
ウ
ハ
ウ
ス
で
は
、
様
々
の
造
型
固
有
の
言
語
の
探
究
と
組
織
化

が
行
わ
れ
た
。
イ
ッ
テ
ン
が
退
い
た
後
も
ア
ル
パ
l

ス
、
モ
ホ
リ
・
ナ
ギ
、

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
「
予
備
教
育
』
は
引
継
が
れ
、
充
実
し
て

い
っ
た
。
点
、
線
、
面
、
立
体
の
フ
ォ
ル
ム
か
ら
明
暗
の
変
化
、
形
態
、
材

質
、
色
彩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
効
果
の
研
究
、
さ
ら
に
人
工
的
な
光
や
音

や
運
動
を
伴
っ
た
造
型
、
写
真
や
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
の
使
用
と
い
っ
た
実
験
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
産
物
の
積
極
的
な
利
用
が
行
わ
れ
た
。
様
々
の
形
の
線

や
面
が
上
昇
下
降
、
前
進
後
退
、
リ
ズ
ム
の
効
果
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
同

じ
大
き
さ
の
も
の
で
も
オ
レ
ン
ジ
色
に
塗
ら
れ
た
時
と
背
く
塗
ら
れ
た
時

と
で
大
き
さ
が
異
な
っ
て
見
え
る
補
色
の
効
果
の
研
究
、
ま
た
音
と
色
と

が
相
互
に
影
響
し
合
う
共
通
感
覚
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
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る
が
、
こ
れ
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
研
究
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
事
実
一
九
三
O
年
に
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
者
が
パ
ウ
ハ
ウ
ス
に
呼

ば
れ
て
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
J

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
理
論
的
研
究

は
危
険
を
伴
わ
ぬ
訳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
論
が
自
発
的
創
造
を
押
つ

ぶ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
可
能
性
は
確
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
ク
レ

l

の
静

力
学
ω
S
停
と
動
力
学
ロ
ヨ
自
昆

w

と
の
両
概
念
の
示
す
も
の
は
、
そ

れ
を
よ
り
深
い
創
造
へ
と
結
び
つ
け
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
九

二
三
年
の
「
自
然
の
研
究
」
と
題
さ
れ
た
講
演
の
中
で
ク
レ
ー
は
円
形
の

有
名
な
図
を
描
い
て
こ
の
両
者
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。
静
力
学
に
は

大
地
の
中
心
へ
と
引
寄
せ
る
造
型
の
均
衡
を
も
た
ら
す
法
則
的
な
力
(
理

論
的
に
分
析
さ
れ
る
カ
〉
が
属
し
て
い
る
。
他
方
、
動
力
学
に
は
そ
の
束

縛
を
脱
し
て
世
界
へ
と
自
由
に
広
が
ろ
う
と
す
る
慣
僚
が
属
し
て
い
る
。

そ
し
て
対
象
は
直
接
に
自
に
入
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
両
方
の
自
に
見

え
ぬ
道
を
通
っ
て
自
で
出
会
い
火
と
な
っ
て
燃
え
上
り
、
様
々
の
宇
宙
的

フ
オ
ル
ム
を
生
み
出
す
L
ζ
い
ろ
の
で
あ
る
。
あ
の
見
る
者
に
も
つ
れ
た
動

き
を
喚
起
し
な
が
ら
厳
密
に
造
型
さ
れ
、
登
銭
な
幻
想
に
満
ち
つ
つ
ま
た

恐
る
べ
き
力
の
滋
っ
た
ク
レ
l

の
世
界
は
、
何
よ
り
も
無
意
識
の
過
程
を

重
視
し
な
が
ら
も
ま
た
創
作
の
す
べ
て
の
過
程
を
意
識
の
明
る
み
で
組
織

化
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
ク
レ
ー
が
自
ら
行
っ

た
講
義
録
は
晩
年
に
至
る
ま
で
彼
自
身
に
と
っ
て
も
座
右
の
書
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
パ
ウ
ハ
ウ
ス
精
神
の
一
つ
の
高
貴
な
頂
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
現
実
の
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
歴
史
は
こ
れ
ら
豊
か
な
成

果
を
持
っ
と
と
も
に
、
内
部
の
ま
た
対
外
的
の
深
刻
な
対
立
に
、
特
に
一
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九
三
0
年
代
に
入
っ
て
完
全
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
対
立
に
さ
ら
さ
れ

ず
に
は
す
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
次
元
的
な
造
裂
の
領
域
で
も
、
多

く
の
実
験
を
容
認
し
つ
つ
も
、
結
局
は
一
画
面
の
上
で
の
自
我
の
完
結
を

指
向
す
る
純
粋
な
画
家
の
立
場
と
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
産
物
|
|
フ
ィ
ル

ム
、
印
刷
、
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
、
照
明
、
映
画
、
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
ー
ー
を

積
極
的
に
素
材
と
し
て
採
り
入
れ
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
仕
事
を
テ
ク
ノ
ロ

グ
ー
の
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
い
こ
う
と
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
立
場
と

の
確
執
l
l
l

ク
レ
!
と
モ
ホ
リ
・
ナ
ギ
の
対
立
ー
ー
が
あ
っ
た
が
、
さ
ら

に
内
部
の
対
立
と
し
て
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
建
築
と
他
の
部
門
、

特
に
絵
画
と
の
対
立
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
二
八
年
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
学
長
f

を
辞
任
し
、
そ
の
後
を
ハ
ン
ネ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
が
継
ぎ
、
さ
ら
に
ミ1
ス

・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
l

エ
が
継
ぎ
、
ま
た
建
築
科
の
教
育
が
本
格
化
す

る
と
と
も
に
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
。
結
局
は
、
建
築
は
工
業
と
実
用
の
法

則
に
従
う
の
で
あ
り
、
他
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
ル

ク
ス
主
義
者
で
も
あ
っ
た
7
イ
ヤ
l

は
流
行
の
パ
ウ
ハ
ウ
ス
様
式
を
形
式

主
義
と
言
っ
て
非
難
し
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
単
純
な
二
元
論
は
避

け
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
デ
ィ
ツ
ス
キ
ー
は
、
む
き
出
し
の
壁
が

抽
象
画
家
に
と
っ
て
敵
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ま
た
創
造
力
を
触
発
す
る
最

大
の
友
で
も
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
近
代
建
築
と
二
十
世
紀
絵
画
の

聞
の
一
致
点
も
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
ミ

l

ス
の
次
の

よ
う
な
言
葉
を
読
む
な
ら
ば
、
絵
画
部
門
な
ど
が
パ
ウ
ハ
ウ
ス
で
片
隅
に

追
い
や
ら
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
す
ぐ
に
の
み
込

め
る
。
ミ
l

ス
は
一
九
三
0
年
代
に
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
す
る
と
、
ア
メ
リ

カ
の
資
本
と
技
術
に
む
す
び
つ
い
て
そ
の
ラ
ー
メ
ン
構
造
を
つ
き
つ
め
、

所
謂
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ス
ペ
ー
ス
に
よ
っ
て
空
間
の
流
動
性
を
最
高
度
に
高

め
る
建
築
様
式
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
グ
ロ
ピ
ウ
ス
に
も
増
し
て
大

き
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ミ
l

ス
に
よ
れ
ば
、
現

代
の
建
築
と
は
、
現
世
的
で
、
個
人
が
意
義
を
失
う
匿
名
の
時
代
、
技
術

の
時
代
の
精
神
の
空
間
へ
の
翻
訳
以
外
の
何
者
で
も
あ
り
得
な
い
と
言
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
手
段
と
し
て
最
高
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
そ
れ
自
体
独
自
の
世
界
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
真
理
が
究
め

ら
れ
た
時
絶
対
的
建
築
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
目
標
は
混

乱
す
る
現
代
に
秩
序
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
一
九
二
0
年
代
の
後
半
か
ら
三
0
年
代
に
か
け
て
、

学
生
遠
の
共
産
主
義
運
動
に
ゆ
り
動
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
最
後
に
は
パ

ウ
ハ
ウ
ス
を
ユ
ダ
ヤ
・
ポ
ル
ジ
ェ
ヴ
ィ
ス
ト
文
化
、
根
無
草
の
国
際
様
式

と
き
め
つ
け
る
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
閉
鎖
、
解
散
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
問
題
は
一
九
三
0
年
代
の
そ
の
消
滅
の
後

に
さ
ら
に
真
に
聞
い
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
ジ
カ
ゴ
の
ニ
ュ
l

・
パ
ウ
ハ
ウ
ス
以
来
デ
ザ
イ
ン
学
校
は
世
界
各

地
に
建
て
ら
れ
た
が
、
あ
の
総
合
芸
術
と
い
う
巨
大
な
グ
ィ
ジ
ョ
ン
は
消

え
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
パ
ウ
ハ
ウ
ス
流
の
建
築
は
、
今
日
世
界
の

各
都
市
に
見
ら
れ
る
国
際
様
式
の
高
層
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
見
れ
ば
一
定
の

勝
利
を
収
め
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
不

完
全
な
形
で
し
か
実
現
し
で
い
な
い
の
で
い
た
ず
ら
に
混
乱
を
ひ
き
起
し

て
い
る
だ
け
に
見
え
る
と
い
っ
た
こ
と
は
さ
て
置
い
て
も
、
そ
れ
を
階
級

的
観
点
を
欠
い
た
技
術
至
上
主
義
と
す
る
批
判
、
ま
た
逆
に
そ
れ
を
大
地

と
有
機
性
と
を
忘
れ
た
即
物
主
義
と
す
る
批
判
は
今
日
ま
で
絶
え
て
い
る



わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
批
判
の
も
つ
意
義
と
い
っ
た
も
の
も
失
わ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
さ
ら
に
続
く
世
代
の
建
築

家
達
に
よ
る
、
有
機
性
へ
の
一
一
周
の
配
慮
と
か
歴
史
的
様
式
の
再
確
認
、

自
然
環
境
へ
の
一
一
胞
の
配
慮
と
い
っ
た
努
力
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
ス
タ
イ
ル
は
、
建
築
に
於
い
て
も
、
他
の
部
門
に
於

い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
否
定
し
去
り
難
い
一
つ
の
美
の
基
準
を
な

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
今
日
ま
で

未
解
決
な
パ
ウ
ハ
ス
ウ
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
も
理
解

さ
れ
る
通
り
、
建
築
や
美
術
と
い
う
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
思
想
史
的
意

義
、
一
口
に
言
え
ば
技
術
と
人
間
と
の
関
係
と
い
う
思
想
史
的
意
義
を
備

え
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
思
想
史
も
ま
た
こ
れ
を

避
け
て
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
馬
場
修
一
氏
の
報
告
は
、
本
人
の
病
気
の
た
め
加
筆
不
可
能
と
な
り
、

割
愛
し
た
〕
。

般

討

論

1930年代の社会思想

〔
右
の
よ
う
な
四
人
の
報
告
者
の
報
告
に
対
し
、
会
場
か
ら
次
の
よ
う
な

質
問
が
あ
っ
た
。
城
塚
の
責
任
で
、
そ
の
要
約
を
記
す
。
録
音
の
状
態
が

悪
く
聞
き
と
り
難
い
部
分
は
割
愛
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く

J

質
問
1
(
水
田
洋
H

名
古
屋
大
学
)
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
『
権
威
と

家
族
』
に
お
い
て
、
近
代
家
族
に
お
け
る
個
人
の
自
立
化
が
権
威
へ
の
従

属
を
も
た
ら
す
と
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
清
水
氏
は
ど
う
考
え

る
か
。
佐
藤
氏
へ
の
質
問
。
ミ
l

ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ

l

エ
は
、
一

九
一
九
年
に
虐
殺
さ
れ
た
ロ
1

ザ
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
と
カ
ー
ル
・
リ
l
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プ
ク
ネ
ヒ
ト
の
記
念
碑
を
制
作
し
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の
立
場
と
、
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
て
か
ら
大
資
本
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
と
は
、
ど
の

よ
う
な
連
関
が
あ
る
の
か
。

質
問
2
(
五
島
茂
H

亜
細
亜
大
学
)
早
坂
氏
へ
の
質
問
。
三
0
年
代

の
状
勢
を
つ
く
っ
た
最
も
重
大
な
要
因
と
し
て
大
不
況
を
あ
げ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
内
閣
は
、
大

恐
慌
の
波
に
の
み
こ
ま
れ
て
一
九
一
一
一
一
年
に
倒
れ
、
金
本
位
離
脱
と
い
う

事
態
と
な
っ
て
、
資
本
主
義
世
界
に
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
た
シ
テ
ィ

(
金
融
中
心
地
〉
が
没
落
し
た
。
こ
れ
が
三
0
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
経
済
的
条
件
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
思
う
。
大
不
況
を
も
っ
と

重
視
す
べ
き
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

質
問
3
(
平
井
俊
彦
H

京
都
大
学
)
清
水
氏
へ
の
質
問
。
ル
カ
l

チ

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
意
識
の
革
命
性
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、

そ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
う
窓
見
に
は
賛
成
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
学
派
が
そ
う
し
た
疑
問
を
抱
い
た
こ
と
と
、
三
0
年
代
の
進
歩
的
知
識

人
が
社
会
主
義
社
会
に
つ
い
て
も
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
崩
壊
し
た
こ
と

が
連
関
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
フ
リ
1

ト
リ
ヒ
・
ポ
ロ
ッ
ク

な
ど
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
計
画
経
済
に
対
し
て
初
め
か
ら
疑
問
を
も
っ
て
固

い
た
が
、
そ
れ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
1

の
立
場
と
の
連
関
を
ど
う
考
え
る
か
。

他
方
、
物
象
化
の
問
題
を
ル
カ
!
チ
は
提
起
し
、
そ
れ
が
西
欧
マ
ル
ク
ス

主
義
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
ル
カ
1

チ
と
コ
ル
シ
ュ
が
果
し
た

役
割
は
大
き
く
、
そ
こ
に
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
二
十
年
代
と
一
二
十
年
代

と
の
連
続
面
と
非
連
続
面
と
が
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
点
に
つ
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い
て
ど
う
考
え
る
か
。

質
問
4
(
塩
川
伸
明
H

東
京
大
学
〉
清
水
氏
へ
の
質
問
。
平
井
氏
は

ポ
ロ
ッ
ク
の
名
を
あ
げ
ら
れ
た
が
、
彼
は
一
九
二
九
年
に
ソ
逮
経
済
に
つ

い
て
非
常
に
優
れ
た
本
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
ポ
ロ
ッ
ク
の
資
本

主
義
論
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

の
資
本
主
義
論
と
の
連
関
に
つ
い
て
お
聞
き

し
た
い
。
ま
た
三
0
年
代
の
世
界
を
考
え
る
場
合
に
、
一
つ
の
軸
は
フ
ァ

シ
ズ
ム
に
求
め
ら
れ
る
が
、
他
方
の
軸
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
が
あ
る

と
恩
う
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
ス
タ
ー
リ
ン
休
制
に
対
す
る
姿
勢
に

つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。

質
問
5
(
ヒ
グ
チ
0
・
H

上
智
大
学
)
佐
藤
氏
へ
の
質
問
。
パ
ウ
ハ
ウ

ス
の
運
動
を
ワ
イ
マ
l

ル
文
化
の
な
か
で
思
想
的
に
と
ら
え
た
場
合
、
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
お
聞
き
し
た
い
。
ま
た
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は

社
会
民
主
党
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス

の
立
場
か
ら
は
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
運
動
は
ど
う
把
え
ら
れ
て
い
た
か
お
聞
き

し
た
い
。

質
問
B
(
栄
沢
幸
ニ
H

信
州
大
学
)
清
水
-
氏
お
よ
び
馬
場
氏
へ
の
質

問
。
一
九
三
0
年
代
の
思
想
状
況
を
と
ら
え
る
場
合
、
常
識
的
に
は
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
諸
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
が
、
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
っ
た
か
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
側
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
発
想
を

ど
う
受
け
と
め
た
か
が
問
題
と
な
る
。
ナ
シ
ヨ
」
ノ
ル
な
も
の
に
ど
う
対
応

し
た
か
を
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
場
合
と
、
日
本
の
「
世
界
文
化
」

グ
ル
ー
プ
の
場
合
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。

質
問
7
(
高
幣
秀
和
H

東
京
大
学
)
清
水
氏
へ
の
質
問
。
ル
カ
l

チ

l
i
t
o
-
-
-
1
1
 

8

l

 

d 

が
主
客
の
同
一
性
を
前
提
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
ら
れ
た

が
、
少
く
と
も
ホ
ル
ク
ハ
イ

7
1
自
身
は
そ
の
よ
う
な
ル
カ
i

チ
批
判
を

し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ア
ド
ル
ノ
や
彼
以
後
の
現
代
の
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
学
派
の
人
た
ち
は
、
そ
う
し
た
ル
カ
l

チ
批
判
を
し
て
い
る
が
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
ル
カ
l

チ
自
身

『
歴
史
と
階
級
意
識
』
の
な
か
で
、
「
同
一
の
主
体
|
客
体
」
と
い
う
と
き
、

む
し
ろ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
階
級
意
識
が
客
体
化
さ
れ
た
同
一
位
か
ら
主
体

的
な
立
場
へ
と
所
与
の
状
況
を
乗
り
こ
え
て
い
く
方
向
を
示
し
て
お
り
、

た
ん
に
主
客
の
同
一
性
を
前
提
し
た
と
は
言
え
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
お

考
え
か
お
聞
き
し
た
い
。

質
問
8
(
田
中
真
暗
H

甲
南
大
学
)
清
水
氏
へ
の
質
問
。
一
九
一
ニ0

年
代
を
考
え
る
場
合
に
、
フ
ア
ジ
ズ
ム
化
し
た
諸
国
に
お
い
て
は
、
困
難

な
暗
い
状
況
に
あ
っ
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
体
制
、
今
日
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム

と
言
わ
れ
て
い
る
体
制
が
幻
想
的
に
理
想
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
を
お

さ
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
は
そ
の
点
ど
う
で

あ
っ
た
か
お
聞
き
し
た
い
。
ま
た
社
会
主
義
経
済
論
争
が
あ
っ
た
が
、
例

え
ば
オ
ス
カ
l

・
ラ
ン
ゲ
の
よ
う
に
、
手
法
と
し
て
近
代
経
済
学
の
動
向

を
認
め
て
い
る
人
で
も
、
史
的
唯
物
論
と
い
う
基
本
の
と
こ
ろ
で
は
社
会

主
義
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
や
は
り
ソ
グ
ィ
エ
ト
に
対
す
る
幻
想
が
あ
る

と
思
う
。
こ
の
点
が
も
っ
と
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

質
問
g
(
中
野
泰
雄
H
E
細
亜
大
学
〉
清
水
氏
へ
の
質
問
。
一
九
三

0
年
代
の
思
想
を
と
ら
え
る
場
合
、
そ
の
当
時
活
躍
し
た
人
た
ち
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
の
体
験
、
ロ
シ
ア
草
命
の
体
験
、
大
戦
後
の
混
乱
の
休
験
、

経
済
恐
慌
の
体
験
の
な
か
で
、
思
想
を
築
い
て
い
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は



な
ら
な
い
。
ル
カ
1

チ
に
し
て
も
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
1

に
し
て
も
、

そ
う
し
た
社
会
状
況
に
其
剣
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
宏
ル
カ

l

チ
の
主
容
同
一
性
、
ウ
ェ
1

パ
l

の
合
理
主
義
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え

て
批
判
す
る
の
は
、
問
題
の
す
り
代
え
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ウ
ェ

1

パ

ー
も
社
会
の
進
む
状
況
を
予
見
し
て
い
た
点
が
多
く
あ
り
、
必
ず
し
も
合

理
主
義
の
使
徒
で
は
な
か
っ
た
。
ル
カ
l

チ
も
教
条
化
し
て
い
た
正
統
マ

ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
、
主
体
性
の
欠
落
を
指
摘
し
、
そ
の
克
服
を
め
ざ

し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
五
カ
年
計
画
に
先
立
つ
大
量
粛

消
に
対
す
る
当
時
の
知
識
人
の
対
応
と
い
う
問
題
も
考
え
る
必
要
が
あ
る

、
と
岡
山
久
ノ
。

質
問
叩
(
?
)
馬
場
氏
へ
の
質
問
。
中
井
正
一
の
「
委
員
会
の
論
理
」

が
当
時
の
社
会
状
況
あ
る
い
は
社
会
条
件
の
な
か
で
、
社
会
恩
恕
と
し
て

も
っ
た
有
効
性
を
ど
う
考
え
る
か
。
白
木
の
風
土
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
進
行

と
い
っ
た
条
件
に
た
い
し
て
ど
う
い
う
窓
味
を
も
っ
た
か
、
お
開
き
し
た

、
。

、
U
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城
塚
こ
れ
ま
で
十
名
の
方
か
ら
名
差
し
で
御
質
問
が
出
ま
し
た
。
そ

れ
を
全
体
と
し
て
受
け
た
か
た
ち
で
、
四
人
の
報
告
者
に
話
し
て
も
ら
う

こ
と
に
し
ま
す
。

早
坂
一
九
三

0
年
代
の
状
勢
の
重
大
な
要
因
と
し
て
経
済
恐
慌
を
あ

げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
御
意
見
、
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
恩
う
。
な
ぜ
こ

の
要
因
に
触
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
時
閣
の
制
約
が
あ
っ
た
の
で
、

む
し
ろ
大
前
提
と
し
て
皆
さ
ん
が
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら

で
す
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
三
0
年
代
の
国
別
、
地
域
別
の
相
迭
を
一
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応
捨
象
し
て
、
一
括
し
て
全
世
界
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
確
か
に
必
要
で
は
あ
る
が
、
私
は
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
よ
り
地
域
別
、
国
別
の
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
、
各
地
域
、
各
国
に

よ
っ
て
問
題
が
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
、
共
通
の
条
件
と

し
て
の
経
済
恐
慌
に
触
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
同
様
に
、
経
済
学

の
方
法
論
、
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
も
、
各
国
に
お
い
て
似
通

っ
た
面
を
も
っ
た
も
の
が
現
わ
れ
る
が
、
分
析
し
て
み
る
と
内
容
の
相
違

が
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
点
も
強
調
し
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。

直
接
の
御
質
問
は
な
か
っ
た
が
、
私
は
=
一0
年
代
を
変
革
の
時
期
と
し

て
と
ら
え
る
と
い
う
よ
り
も
述
続
の
時
期
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
印
象
を
も
た
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
、
そ
の

点
に
つ
い
て
も
う
少
し
述
べ
た
い
。
一
一
一
0
年
代
が
変
革
の
時
期
で
あ
り
、

現
在
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
出
現
し
て
く
る
と

い
う
点
は
、
私
も
認
め
て
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
は
確
か
に
大
き
な
変
革

の
時
期
で
あ
る
が
、
よ
り
個
別
的
に
見
ゐ
と
、
ケ
イ
ン
ズ
以
前
と
ケ
イ
ン

ズ
と
は
、
社
会
哲
学
と
い
う
面
で
は
強
い
連
続
性
が
あ
る
と
思
う
。
経
済

学
的
に
言
う
と
、
分
析
用
具
の
面
と
、
そ
の
分
析
用
具
を
提
示
す
る
人
聞

が
基
礎
と
し
て
い
る
社
会
哲
学
の
面
と
で
は
、
事
情
が
違
う
の
で
、
ケ
イ

ン
ズ
革
命
と
い
う
と
き
は
分
析
用
具
の
面
で
あ
る
と
言
い
た
か
っ
た
わ
け

で
す
。

清
水
ホ
ル
ク
ハ
イ

7
1
が
『
権
威
と
家
族
』
の
な
か
で
言
い
た
か
っ

た
の
は
、
近
代
家
族
の
構
成
員
が
自
立
化
し
て
く
る
と
し
て
も
、
一
九
世

紀
以
昨
の
後
期
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
家
族
の
構
成
員
の
各
パ

l
ト
、
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例
え
ば
、
母
親
に
つ
い
て
子
供
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
が
、
女
性
の
社

会
的
進
出
、
女
性
崇
拝
も
母
親
の
デ
ス
マ
ス
ク
に
対
す
る
信
仰
で
あ
り
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
家
父
長
的
権
威
が
存
す
る
場
合
は
、
こ
の

権
威
が
独
自
の
判
断
で
社
会
的
支
配
に
対
抗
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
家
父

長
的
権
威
が
崩
壊
し
た
後
は
、
他
に
判
断
の
規
準
を
も
た
な
い
子
供
た
ち

は
社
会
的
支
配
に
直
接
に
服
従
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
家
族
構
成
員

の
自
立
化
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
と
説
い
て
い
ま
す
。

服
従
街
動
は
背
か
ら
あ
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
に
対
し
て
、
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
近
代
資
本
主
義
社
会
の
家
族
の
な
か
で
こ
そ
服
従
衝
動

が
前
面
に
出
て
く
る
と
い
う
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
に
言
わ

せ
れ
ば
、
そ
の
服
従
衝
動
が
何
に
対
し
て
服
従
す
る
の
か
と
い
う
点
が
明

確
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
権
威
と
家
族
に
つ
い
て

の
研
究
の
弱
さ
が
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
社
会
的
支
配
に
対
す
る
服
従
な

の
か
、
カ
リ
ス
マ
的
権
威
に
対
す
る
服
従
な
の
か
、
明
確
で
な
い
。
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
人
た
ち
の
家
波
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
の
対
象
は
、

ド
イ
ツ
で
は
な
く
周
辺
の
国
土
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
て
、
近
代
資
本
主
義

社
会
の
一
般
的
条
件
と
し
て
家
族
の
崩
壊
が
把
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
が
カ
リ
ス
マ
的
権
威
を
必
要
と
し
た
の
は
何
故
か
、

こ
の
問
題
は
先
ほ
ど
御
質
問
が
あ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
対
応
と
い
う
問
題
と
か
ら
ん
で
く
る
が
、
こ
の
論
点

は
弱
い
と
思
い
ま
す
。

ル
カ
l

チ
の
物
象
化
論
を
受
け
つ
い
だ
面
を
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
も
っ

て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
御
指
摘
は
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た

だ
報
告
で
は
、
ル
カ
l

チ
と
対
決
し
た
面
、
ウ
ェ
i

パ
!
と
対
決
し
た
面

巴

;
l
l
o
i

を
強
く
出
し
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ル
カ
l

チ
の
弁
証
法
の
も
っ
て
い
る

主
体
1

客
体
の
同
一
性
と
総
体
性
と
い
う
契
機
の
う
ち
、
同
一
性
の
面
は

否
定
し
て
物
象
化
論
を
受
け
つ
い
で
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

ウ
テ
l

パ
l

は
合
理
主
義
批
判
を
自
身
で
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
御
指
摘
も
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
そ
の
通
り
で
す
が
、
報
告
し
た
の

は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
と
そ
の
共
同
研
究
者
た
ち
が
一
九
一
一
一
0
年
代
に
ウ

ェ
l

パ
l

の
考
え
を
ど
う
受
け
と
め
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

社
会
主
義
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
イ
メ
ー
ジ
、
態
度
に
つ

い
て
御
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
二
七
年
に
ポ
ロ
ッ
ク
は
モ
ス
ク
ワ
に

行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
彼
を
呼
ん
だ
の
は
当
時
の
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル

ス
研
究
所
の
所
長
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
で
し
た
。
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
は
以
前
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
に
来
て
共
同
研
究
を
や
り
、
ポ
ロ
ッ
ク
や
ヴ
ィ
ッ
ト
フ
ォ

l

ゲ
ル

と
接
触
が
深
か
っ
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
ソ
速
で
の
研
究
の
結
果
、
計
画
経
済

に
批
判
的
な
考
察
を
加
え
ま
し
た
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
そ
の
当
時
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
、
弁
証
法
的
唯
物
論
に
対
す
る
批
判
は
控

え
て
い
ま
す
。
三
0
年
代
後
半
に
な
っ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
ソ
グ

ィ
エ
ト
批
判
が
公
然
と
現
わ
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
リ
ヤ
ザ
ノ
フ
が
処

分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
連
時
か
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
ス
タ
ー

リ
ン
の
ソ
ヴ
ィ
ヱ
ト
体
制
に
対
す
る
落
胆
や
不
安
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
「
権
威
と
家
族
」
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
、
ド
ふ
ツ
の
場
合
、

権
威
に
対
す
る
服
従
が
カ
リ
ス
マ
的
権
威
に
対
す
る
服
従
と
な
る
理
由
が

明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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佐
藤
ミ

1

ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
l

エ
に
つ
い
て
御
質
問
が
あ
っ

た
が
、
仰
は
パ
ウ
ハ
ウ
ス
に
参
加
し
た
頃
は
政
治
的
に
は
保
守
的
で
あ
っ

た
と
一
万
わ
れ
て
い
ま
す
。
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
学
生
た
ち
が
そ
う
証
言
し
て
い

ま
す
。
ナ
チ
ス
が
台
到
し
て
き
で
も
、
ミ
l

ス
は
な
か
な
か
亡
命
せ
ず
に

ド
イ
ツ
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
保
守
的
な
人
で
す
が
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
ロ
|
ザ
の
虐
殺
さ
れ
た
当
時
に
は
、
そ
の
記
念
碑
を
つ
く

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
は
、
表
現
主
義
の
出
て
く
る
前
提
と

な
る
よ
う
な
一
本
山
気
が
ド
イ
ツ
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
初
則
の
ミ
l

ス
は
ガ
ラ
ス
の
摩
天
楼
を
設
計
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
克
際
に
は
実
現
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
設
計
す
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
表
現
主
義
的
な
雰
問
気
が
あ
る
わ
け
で
す
。
三

0
年
代
後
半
に
ア
メ

リ
カ
に
亡
命
し
て
か
ら
、
ミ
l

ス
は
技
術
べ
っ
た
り
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
真
理
を
究
め
れ
ば
絶
対
的
建
築
が
生
れ
る
と
彼
が
主
張

す
る
と
き
、
そ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
真
理
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
ミ

!
ス
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
な
が
ら
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
決
定
す

る
さ
い
に
、
い
わ
く
言
い
が
た
い
直
観
が
働
く
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
其
理
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

ワ
イ

7
1

ル
の
な
か
で
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
占
め
た
位
置
に
つ
い
て
で
す
が
、

パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
共
同
体
へ
の
志
向
は
、
例
え
ば
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
か

ら
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
-
ユ
l

ゲ
ン
ト
に
つ
な
が
る
共
同
性
や
全
体
性
の
流
行
と

無
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
ま
た
、
合
理
主
義
的
な
も
の

を
志
向
し
、
同
際
主
義
的
な
も
の
を
志
向
し
ま
し
た
。
彼
ら
の
な
か
に
ユ

タ
ヤ
人
も
多
く
外
国
人
も
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
パ
ウ
ハ
ウ
ス
は
ナ

チ
ス
に
に
ら
ま
れ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
異
様
な
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
み
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ら
れ
る
。
前
衛
芸
術
家
た
ち
が
何
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
や
っ
て

い
る
と
い
う
の
で
、
一
般
の
市
民
た
ち
が
疑
い
を
抱
い
た
の
で
、
そ
れ
を

ナ
チ
ス
が
う
ま
く
利
用
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。
パ
ウ
ハ

ウ
ス
の
友
の
会
と
い
う
の
が
出
来
ま
す
が
、
そ
の
会
員
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
シ
、
ジ
ェ

l

ン
ベ
ル
ク
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
な
ど
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
く
、
こ
れ

も
ナ
チ
ス
に
に
ら
ま
れ
る
原
因
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

ナ
チ
ス
は
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
述
中
は
マ
ル
キ
ス
ト
だ
と
決
め
つ
け
た
の
で

す
が
、
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
は
言
え
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の

マ
イ
ヤ
l

は
む
し
ろ
例
外
で
す
。
カ
ン
ジ
ン
ス
キ
ー
は
ロ
シ
ア
人
で
、
ロ

シ
ア
草
命
後
に
帰
国
し
た
が
、
二
年
ほ
ど
で
嫌
に
な
り
、
ド
イ
ツ
に
戻
っ

て
き
た
。
カ
ン
ジ
ン
ス
キ
ー
や
ク
レ
ー
た
ち
の
表
現
主
義
は
キ
ュ
ー
ビ
ズ

ム
的
傾
向
が
強
く
、
造
形
そ
の
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
し
、
明
快
な
形
態

を
も
っ
た
絵
画
を
め
ざ
し
た
。
そ
う
し
た
表
現
主
義
絵
画
の
動
き
と
一
般

社
会
の
動
き
と
の
聞
に
つ
な
が
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
表
現
主
義
の

な
か
に
は
権
威
へ
の
反
抗
と
い
うBモ
チ
ー
フ
が
あ
り
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん

と
薄
ら
い
で
く
る
。
一
般
社
会
の
革
命
的
雰
囲
気
が
し
だ
い
に
洗
静
し
て

い
く
の
と
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
す
。

馬
場
イ
ン
タ

4

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
ど
う

受
け
と
め
る
か
が
、
当
時
の
思
想
状
況
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
問
題

で
あ
っ
た
と
い
う
御
指
摘
、
私
も
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

『
世
界
文
化
』
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
へ
の
対
応
あ
る
い
は
対
決
に
真
剣

に
取
組
ん
だ
か
と
い
う
と
、
結
論
的
に
言
え
ば
取
組
ま
な
か
っ
た
と
私
は

思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
彼
ら
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
で
あ
っ
た
。

巾
井
正
一
が
日
本
精
神
史
的
な
も
の
、
日
本
文
化
の
問
題
に
関
わ
る
の
は
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『
世
界
文
化
』
が
終
っ
た
後
で
す
。
戸
坂
潤
は
、
日
本
主
義
の
中
核
に
あ

る
も
の
は
教
学
的
精
神
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
科
学
的
精
神
」

を
対
置
し
よ
う
と
し
た
し
、
三
木
清
は
日
本
的
な
も
の
を
解
明
し
よ
う
と

し
て
、
国
民
性
の
問
題
や
日
本
文
化
の
問
題
に
ま
で
立
ち
い
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
世
界
文
化
』
の
場
合
や
中
井
正
一
の
場
合
に
は
、
日
本

的
な
も
の
と
の
対
決
と
い
う
面
が
弱
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
委
員
会
の
論
理
」
が
当
時
の
社
会
状
況
の
な
か
で
ど
れ
だ
け
の
意
義

を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
御
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
「
委
員
会
の
論
理
」

は
、
も
と
も
と
、
あ
る
一
つ
の
社
会
が
崩
壊
し
て
次
の
社
会
が
再
編
さ
れ

る
と
き
、
そ
の
文
化
段
階
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
論
理
が
、

次
の
社
会
の
文
化
段
階
で
は
弁
証
法
的
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
注

目
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
「
委
員
会
の

論
理
」
そ
の
も
の
は
、
出
発
点
は
現
実
的
状
勢
の
反
映
で
あ
り
、
そ
れ
が

主
休
化
さ
れ
委
員
会
の
内
で
の
提
案
と
な
る
と
い
う
か
た
ち
で
展
開
さ
れ

て
お
り
、
現
実
の
変
革
が
主
休
の
側
に
ど
う
は
ね
か
え
っ
て
き
て
、
組
織

自
体
や
諸
個
人
の
変
革
と
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
点
の
解
明
が
弱
い
。

ま
た
政
治
の
問
題
が
「
委
員
会
の
論
理
」
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
弱
点

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
の
な
か
で
日
本
的
な
も

の
が
帽
を
き
か
し
て
い
る
の
を
は
ね
の
け
て
、
現
実
を
変
革
し
て
い
こ
う

と
す
る
と
き
、
「
委
員
会
の
論
理
」
だ
け
で
は
有
効
な
組
織
理
論
と
な
り
え

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
中
井
正
一
が
こ
の
「
委
員
会
の
論
理
」
の
弱

さ
を
生
活
の
な
か
で
痛
感
し
た
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
彼
は

敗
戦
と
と
も
に
、
い
ち
早
く
市
民
、
学
生
、
鹿
山
漁
村
青
年
を
対
象
と
し

た
啓
蒙
運
動
に
挺
身
し
、
昭
和
一
二
年
に
は
「
広
島
県
労
働
文
化
協
会
」

を
つ
く
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
過
程
で
彼
は
啓
蒙
活
動
の
難
し
さ
を
痛
感

し
ま
す
。
聴
衆
ゼ
ロ
の
講
演
会
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
人
が

集
ま
ら
な
い
。
聴
衆
は
中
井
の
母
親
だ
け
と
い
う
状
態
が
続
く
。
そ
う
し

た
経
験
の
な
か
で
、
考
え
の
内
容
も
言
葉
も
、
組
織
化
の
進
め
方
も
大
き

く
変
え
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
「
委
員
会
の
論
理
」
の
弱
さ
を
日
本
の
現
実

と
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
の
な
か
で
克
服
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。

城
塚
こ
れ
ま
で
四
人
の
方
に
簡
単
に
答
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
だ

質
疑
応
答
を
繰
返
し
て
い
け
ば
、
さ
ら
に
成
果
が
あ
が
る
で
し
ょ
う
が
、

残
念
な
が
ら
時
聞
が
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
日
の
報
告
で
は
、
歴
史
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
欠
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

恐
慌
と
の
述
関
や
ナ
チ
ズ
ム
と
の
連
関
が
全
体
と
し
て
稀
薄
と
な
り
、
具

体
化
し
な
い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
私
は
考
え
ま
す
。
ま
た
一
九

一
二0
年
代
を
包
括
的
に
と
ら
え
る
と
な
れ
ば
、
中
園
、
イ
タ
リ
ー
、
ス
ペ

イ
ン
と
い
っ
た
国
の
か
か
え
て
い
た
具
体
的
諸
問
題
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応

を
解
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
将
来
、
こ
の
学
会
で
も
こ
う
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
丙
の
報
告
を
補
っ
て
い
け
ば
、
よ
り
充
実
し
た
成
果
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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ヒ
ル
の
歴
史
家
と
し
て
の
者
作
活
動
の
成
果
は
、
お
よ
そ
一
九
三
八
年

頃
か
ら
今
日
ま
で
の
聞
に
、
確
認
し
得
る
限
り
で
も
、
著
書
(
史
料
集
・

論
文
集
を
含
む
)
十
六
冊
、
論
文
(
新
刊
紹
介
短
評
は
除
く
)
六
十
錦
余

り
に
達
す
る
。
そ
の
聞
に
お
け
る
ヒ
ル
の
歴
史
観
の
変
遷
を
、
以
下
の
二

点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

第
一
に
は
、
お
よ
そ
四O
年
に
わ
た
る
ヒ
ル
の
著
作
活
動
を
通
じ
て
の
、

問
題
関
心
の
推
移
で
あ
り
、
そ
れ
は
以
下
の
三
つ
の
段
階
に
区
分
出
来
よ

A
Y
。

山
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
理
論
に
よ
る
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
」
の
新

解
釈
。
あ
わ
せ
て
、
ロ
シ
ア
革
命
史
お
よ
び
ソ
ヴ
ェ
ト
連
邦
成
立
史
の
啓

蒙
的
叙
述
。
代
表
的
著
作
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
』
(
一
九
四

O
〉
と
『
レ

l

ニ
ン
と
ロ
シ
ア
革
命
』
(
一
九
四
七
)
。

間
二
ハ
J

一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
史
の
総
体
の
中
で
、
宗
教
(
信
仰
と
教

会
制
度
)
が
果
し
た
役
割
の
解
明
。
宗
教
と
政
治
・
経
済
、
あ
る
い
は
文

幸R

松

嶺

浦

止と
に1

Tき・
I司

化
と
の
総
合
理
解
の
試
み
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
史

の
総
体
的
記
述
。
代
表
的
著
作
は
、
『
ウ
イ
ッ
ト
ギ
フ
ト
大
主
教
か
ら
長
期

議
会
に
至
る
教
会
の
経
済
問
題
』
三
九
五
六Y

『
革
命
前
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
社
会
と
ピ
ュ
l

リ
タ
ニ
ズ
ム
』
(
一
九
六
回
)
、
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
知

的
起
源
』
(
一
九
六
五
)
。
他
に
、
『
革
命
の
世
紀
、
一
六

O
一
二J

一
七
一
四

年
』
(
一
九
六
一
)
。

間
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
」
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
草
命
の
中
で
挫
折
・
敗

北
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
急
進
的
諸Aロ
円
派
あ
る
い
は
思
想
家
l
l

「
革
命

の
中
の
反
乱
」
l
!

の
再
発
見
。
代
表
的
著
作
は
、
『
ひ
つ
く
り
か
え
っ
た

世
の
中
l
l
l

イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
急
進
思
想
』
(
一
九
七
二
〉
。

次
に
、
ヒ
ル
の
歴
史
観
の
変
遷
を
解
明
す
る
た
め
の
第
二
の
接
近
方
法

と
し
て
、
以
上
の
三
段
階
・
を
通
じ
て
の
彼
の
歴
史
方
法
論
な
い
し
は
イ
ギ

リ
ス
近
代
史
像
の
変
化
を
検
討
し
て
み
る
こ
ん
』
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
わ
が
国
の
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
者
の
聞
で
最
も
厳
し
く
指
摘
さ
れ
、
批



弱皆、

判
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
O
年
刊
行
の
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
』
で
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
し
て
の
こ
の
革
命
の
普

遍
的
性
格
を
強
調
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
家
ヒ
ル
の
、
そ
の
後
(
と
く

に
『
革
命
の
世
紀
』
以
降
)
の
理
論
的
後
退
、
伝
統
史
学
へ
の
接
近
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヒ
ル
の
後
退
な
い
し
は
譲
歩
の
背
後
に
は
、
お
よ
そ

一
九
五0
年
代
後
半
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
草
命
の
画
期
性
あ
る
い
は
階
級
闘

争
的
性
格
に
対
し
て
反
証
を
提
示
す
る
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
る
と

い
う
新
た
な
学
界
動
向
と
、
ま
た
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
後
の
政
治
情
勢
の

推
移
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
彼
自
身
の
歴
史
観
に

変
化
が
生
じ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

最
近
の
ヒ
ル
の
歴
史
家
と
し
て
の
姿
勢
を
、
『
ひ
つ
く
り
か
え
っ
た
世
の

中
』
な
ど
に
よ
っ
て
捉
え
て
み
れ
ば
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
は
な
か
ろ

う
か
。
〈
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
研
究
と
は
、
資
本
主
義
発
展
の
イ
ギ
リ
ス
型

の
道
を
決
定
的
に
切
り
開
く
こ
と
に
成
功
し
た
草
命
の
研
究
で
あ
り
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
も
は
や
木
筋
は
解
明
し
つ
く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
再
解
釈

の
余
地
は
乏
し
い
。
そ
の
よ
う
な
革
命
の
研
究
の
続
行
は
他
人
に
委
ね
て
、

自
分
は
革
命
の
中
の
反
乱
の
研
究
に
情
熱
を
傾
け
た
い
。
〉
先
に
も
見
た

通
り
、
彼
の
問
題
関
心
は
第
二
期
の
革
命
の
思
想
史
的
背
景
の
分
析
、
あ

る
い
は
革
命
の
時
代
史
の
総
体
把
握
か
ら
、
第
三
期
の
「
革
命
の
中
の
反

乱
」
の
研
究
へ
と
移
動
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
閣
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス

革
命
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
る
彼
の
解
釈
に
は
基
本
的
な
変
化
が
生
じ
て
な
い

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
勿
論
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
ヒ
ル
の
歴
史
研
究
の

今
後
の
さ
ら
に
新
た
な
る
展
開
を
期
待
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と

も
現
時
点
に
お
い
て
、
「
革
命
の
中
の
反
乱
」
を
新
た
に
掘
り
返
す
こ
と
に

よ
っ
て
「
革
命
」
そ
の
も
の
の
新
解
釈
を
追
求
す
る
と
い
う
積
極
的
な
意

欲
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
さ
さ
か
不
満
で
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
最
近
の
ヒ
ル
の
著
作
が
一
段
と
わ
れ
わ
れ

の
胸
を
打
つ
の
は
、
「
狂
信
派
」
(
任
。
同
日
嵐
広
ロ
ゆ
宮
飼
町
)
と
呼
ば
れ
た
人

人
に
対
す
る
心
暖
か
な
共
感
・
想
像
力
と
、
「
現
状
肯
定
の
偏
見
」
官V5

8
4
司
向
島
田P
E
E

官
。
)
に
対
す
る
厳
し
い
自
己
規
制
で
は
な
か
ろ

う
か
。

(
付
記
)
本
研
究
報
告
の
草
稿
に
若
干
加
筆
し
て
、
「
ク
リ
ス
ト
フ

T

・
ヒ
ル
の
鹿

史
観
の
変
翠
l
l

付

F

リ
ス
ト
ア

T

・
ヒ
ル
著
作
目
録
」
と
題
す
る
小
輸
を

『
イ
ギ
ロ
ス
史
研
答
お
号
(
一
九
七
七
年
一
月
〉
に
寄
稿
し
た
。

肘

論
(
司
会
H

田
村
秀
夫
)

中
野
泰
雄
私
は
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ
ル
テ
ガ
の
、
思
想
家
は
四
十

才
ぐ
ら
い
か
ら
成
熟
し
て
い
く
、
六
十
才
ぐ
ら
い
ま
で
が
正
常
だ
と
い
う

考
え
か
た
で
す
が
、
先
ほ
ど
ヒ
ル
の
初
期
の
著
作
か
ら
の
理
論
的
な
後
退

だ
と
か
伝
統
主
義
へ
の
妥
協
だ
色
か
い
わ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
考

え
か
た
が
日
本
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
三
O
才
で
か
い
た
も
の

が
四
十
才
に
な
る
と
後
退
す
る
と
い
う
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
に

問
題
が
あ
る
と
お
止
も
う
の
で
、
そ
の
点
で
先
ほ
ど
り
ヒ
ル
の
三
段
階
で
い

い
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
四
十
五
才
が
ス
タ
ー
リ
ン
死
後
の
五
六
、
五
七
年

に
あ
た
り
ま
し
て
、
ひ
と
つ
の
発
展
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
う
の

で
す
。
日
本
の
学
界
で
は
四
十
五
才
を
す
ぎ
る
と
だ
め
に
な
る
方
が
お
お

い
の
で
、
そ
の
こ
と
に
報
告
者
の
方
が
敬
意
を
表
さ
れ
す
ぎ
た
い
い
か
た
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を
な
さ
っ
た
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。
も
っ
と
そ
の
点
を
強
調
し
て
い
た
だ

い
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
お
も
い
ま
す
。

松
浦
ご
質
問
と
い
う
よ
り
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

浜
林
正
夫
ヒ
ル
の
歴
史
観
の
変
遷
、
つ
ま
り
ヒ
ル
解
釈
と
し
て
は
、
い

ま
の
ご
報
告
に
ま
っ
た
く
賛
成
で
、
と
く
に
質
問
す
る
こ
と
も
な
い
の
で

す
が
、
そ
れ
で
松
捕
さ
ん
に
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ヒ
ル
自
身
に
き
き
た
い

よ
う
な
気
持
な
の
で
す
が
、
一
番
は
じ
め
の
、
一
九
四O年
の
『
イ
ギ
リ
ス

革
命
』
の
と
き
か
ら
、
す
で
に
こ
の
革
命
に
は
こ
つ
の
革
命
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
か
い
て
い
た
と
お
も
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に
、
敗
北
し
た

革
命
の
ほ
う
は
、
そ
こ
で
は
レ
ヴ
エ
ラ
ー
が
あ
っ
か
わ
れ
て
、
レ
ヴ
エ
ラ

ー
の
敗
北
、
レ
ヴ
エ
ラ
l

の
-
課
題
が
今
日
う
け
つ
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
よ
う
に
、
む
す
ば
れ
て
い
た
と
お
も
い
ま
す
。
そ
れ
が
『
ひ
っ

く
り
か
え
っ
た
世
界
』
に
な
り
ま
す
と
、
レ
ヴ
エ
ラ
ー
は
ど
こ
か
に
き
え

て
し
ま
っ
て
、
デ
ィ
ガ

l

や
ラ
ン
タ
l
l
l

ラ
ン
タ

l

は
『
イ
ギ
リ
ス
革

命
』
に
は
で
て
こ
な
か
っ
た
と
お
も
い
ま
す
|
|
つ
ま
り
レ
グ
エ
ラ
ー
よ

り
も
も
っ
と
ル
ナ
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
リ
ン
ジ
に
近
い
部
今
'
が
あ
っ
か
わ
れ
て

い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
辺
が
ヒ
ル
の
問
題
関
心
、
先
ほ
ど
の
松
捕
さ
ん
の

お
話
で
は
生
き
ざ
ま
の
反
映
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
と
お
も
い
ま
す

が
、
私
が
ヒ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
論
の
な
か
で
一
番
不
満
を
も
っ
て
い
る

の
は
、
レ
グ
エ
ラ
ー
と
い
う
部
分
が
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
、
つ
い
で
に
申

し
ま
す
と
、
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
知
的
起
源
』
に
し
て
も
『
教
会
の
経
済
問

題
』
に
し
て
も
、
私
は
書
評
で
か
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
ピ
ュl

リ
タ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
あ
っ
か
わ
れ
て
な
い
と
お
も
う
ん
で
す
。
『
経

済
問
題
』
で
は
、
教
会
の
非
神
学
的
側
面
が
あ
っ
か
わ
れ
、
『
知
的
起
源
』

で
は
、
ピ
ュ
l

リ
タ
ニ
ズ
ム
以
外
の
諸
思
想
、
つ
ま
り
こ
れ
は
宗
教
的
起

源
で
は
な
く
て
知
的
起
源
を
あ
っ
か
う
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
か
い
て
い

ま
す
け
れ
ど
、
じ
つ
は
ピ
ュ
l

リ
タ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
ま
と
も
に
あ
つ

か
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
印
象
を
、
い
ま
だ
に
も
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
、
先
ほ
ど
廟
・
し
ま
し
た
よ
う
に
レ
ヴ
エ
ラ
ー
が
松

浦
さ
ん
の
い
う
第
三
期
で
は
お
ち
、
革
命
の
な
か
の
反
乱
と
い
う
と
き
に

は
、
デ
ィ
ガ
l

、
ラ
ン
タ

l

へ
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
に
、
私
と
し
て
は
不

満
が
あ
る
。
ル
ナ
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
リ
ン
ジ
へ
い
く
ま
え
に
、
あ
っ
か
う
べ

き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
る
。
松
捕
さ
ん

に
申
し
あ
げ
て
も
し
か
た
が
な
い
こ
と
な
ん
で
す
が
。
そ
う
い
う
感
想
を

も
っ
て
い
る
の
で
、
な
に
か
ご
意
見
が
あ
れ
ば
、
お
き
か
せ
ね
が
い
た
い

と
お
も
い
ま
す
。

相
個
浦
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
貧
民
」
な

ど
の
論
文
で
は
、
る
つ
か
っ
て
い
る
と
お
も
う
の
で
す
が
、
『
草
命
の
世

紀
』
で
私
が
お
ぼ
え
た
不
満
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
な
の
で
、

そ
の
こ
と
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
ご
指
摘
つ
ま
り
、
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た

ラ
デ
ィ
カ
ル
、
レ
グ
エ
ラ
ー
が
ぬ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
つ
の

聞
に
な
に
か
関
連
が
あ
る
と
い
う
意
味
だ
と
ろ
け
と
め
た
の
で
す
が
。

田
村
秀
夫
浜
林
さ
ん
な
に
か
。

浜
林
ど
う
も
立
場
が
逆
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
〈
笑
〉
。
う
ま
く
き
り
か
え

さ
れ
た
の
で
、
逆
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
私
は
う
ま
く
そ
こ
の
と
こ
ろ
を

い
え
な
い
の
で
す
が
、
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
私
の
解
釈
に
な
り
ま
す
が
、
ピ
ュ
l

リ
タ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
、
あ
の
革

命
を
さ
さ
え
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
ラ
ふ



可
l
'
pう
な
も
の
が
あ
っ
て
1
デ
ィ
ガ
ー
や
と
く
に
ラ
ン
タ
1

に
代
表
さ
れ
る
イ

i

'

 

r
k

デ
オ
ロ
ギ
l

は
、
そ
の
ピ
ュ
!
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る
と

お
も
い
ま
す
。
そ
の
部
分
が
、
勝
利
を
し
め
た
ピ
ュ
l

リ
タ
ニ
ズ
ム
に
対

じ
て
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
当
然
だ
と
お
も
う
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
追
究
し
て
い
っ
た
ん
で
は
、
最
初
の
論
文
で

い
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
こ
の
草
命
か
ら
う
け
つ
ぐ
べ
き
も
の
、
と
い
う
よ

う
な
も
の
が
で
て
こ
な
い
ん
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
じ
を
私
は
も
っ
て

い
る
の
で
、
そ
こ
で
や
は
り
、
ピ
ュ
l

リ
タ
ニ
ズ
ム
を
追
究
し
て
い
っ
て
、

そ
れ
が
途
中
で
解
体
し
て
い
く
過
程
の
な
か
に
、
今
日
う
け
つ
ぐ
べ
き
課

題
が
あ
る
ん
だ
と
、
私
は
考
え
る
。
だ
か
ら
、
に
な
い
手
と
し
て
は
レ
グ

エ
ラ
ー
を
考
え
ま
す
。
レ
ヴ
エ
ラ
ー
だ
っ
て
い
ろ
い
ろ
思
想
は
あ
る
わ
け

で
す
け
ど
、
そ
の
辺
が
お
ち
て
し
ま
っ
て
一
ぺ
ん
に
ラ
ン
タ

1

へ
と
ん
で

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
不
満
を
感
じ
る
。
ど
う
も
う
ま
く
説
明
で
き
ま

せ
ん
け
ど
。

松
浦
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
い
わ
れ
た
の
で
、
ひ

と
こ
と
ふ
れ
る
義
務
が
あ
る
と
お
も
う
ん
で
す
が
、
ヒ
ル
は
、
革
命
が
成

功
し
た
段
階
の
偽
善
者
ま
が
い
の
ピ

F
l
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
は
最
初
か
ら
否

定
的
で
す
が
、
初
期
に
は
革
命
の
原
動
力
た
り
え
た
ピ
ュ

1

リ
タ
ニ
ズ
ム

に
対
し
て
は
、
も
っ
と
肯
定
的
だ
っ
た
と
お
も
い
ま
す
。
た
だ
私
が
気
に

な
り
ま
す
の
は
、
最
近
ヒ
ル
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
い
う
も
の
が
、
現
代
社
会
の

な
か
で
完
全
に
う
た
が
わ
し
い
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

し
き
り
に
強
調
す
る
ん
で
す
が
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
に
か
れ
の
評
価
を
と

く
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

田
村
司
会
者
が
意
見
を
い
う
の
は
た
い
へ
ん
ま
ず
い
ん
で
す
が
、
『
イ

ギ
リ
ス
革
命
』
の
訳
者
な
の
で
、
浜
林
さ
ん
の
発
言
の
不
正
確
な
点
を
、

事
実
関
係
だ
け
訂
正
し
て
お
き
ま
す
。
つ
ま
り
)
四
O
年
の
『
イ
ギ
リ
ス

革
命
』
で
は
、
ヒ
ル
は
レ
ヴ
エ
ラ
l

ズ
だ
け
で
は
な
し
に
、
デ
ィ
ガ
l

ズ
、

ウ
ィ
ン
ス
タ
リ
ー
に
つ
い
て
も
、
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
は
し
が
き
で
、

「
レ
ヴ
エ
ラ
l

ズ
お
よ
び
デ
ィ
ガ

l

ズ
の
夢
が
実
現
さ
れ
そ
う
に
お
も

う
」
と
、
デ
ィ
ガ
l

ズ
を
い
れ
て
い
ま
す
し
、
本
文
で
も
結
論
の
部
分
で

非
常
に
な
が
く
ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
リ
ー
か
ら
の
引
用
を
し
て
、
し
め
く
く
っ

て
い
る
わ
け
で
、
デ
ィ
ガ
l

ズ
を
カ
ッ
ト
し
て
レ
グ
エ
ラ
l

ズ
だ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
、
事
実
関
係
だ
け
廟
・
し
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

今
井
宏
い
ま
松
浦
さ
ん
が
二
つ
の
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
・
な
さ
っ

た
わ
け
な
ん
で
す
け
ど
、
う
か
が
っ
て
一
番
問
題
な
の
は
、
第
一
番
目
の

ヒ
ル
の
研
究
対
象
の
推
移
と
い
う
の
が
、
三
段
階
に
わ
か
れ
て
い
て
、
も

う
ひ
と
つ
の
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
ま
す
イ
ギ
リ
ス
革
命
像
、
イ
ギ
リ

ス
近
代
史
に
お
い
て
革
命
の
し
め
る
位
置
に
つ
い
て
の
ヒ
ル
の
提
起
が
、

二
つ
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
の
三
番
目
が
な
い
こ
と
が
、
い
ま
の
浜

林
さ
ん
の
質
問
を
う
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
お
も
い
ま
す
。
さ
っ
き
『
ひ

つ
く
り
か
え
っ
た
世
界
』
で
の
、
大
文
字
の
革
命
は
、
か
わ
っ
て
い
な
い

ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
松
浦
さ
ん
は
片
づ
け
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
は

た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
『
革
命
の
世
紀
』
の
と
き
の
イ
ギ
リ
ス
革
命

像
が
、
そ
の
ま
ま
第
三
段
階
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。

松
浦
か
れ
が
か
な
り
体
系
的
に
イ
ギ
リ
ス
革
命
論
を
の
べ
て
い
る

『
宗
教
改
革
か
ら
産
業
革
命
へ
』
、
ペ
リ
カ
ン
古
典
文
庫
『
ウ
ィ
ン
ス
タ
ン

リ
著
作
集
』
へ
の
な
が
い
序
文
の
は
じ
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
草
命
の
素
描
を
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こ
こ
ろ
み
て
い
る
部
分
、
私
は
大
体
そ
の
二
つ
に
よ
っ
て
、
第
二
段
階
か

ら
第
三
尺
附
へ
、
か
れ
の
革
命
全
休
像
は
、
お
お
き
く
か
わ
っ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
に
理
解
し
て
い
ま
す
。
も
し
か
わ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
ら
、
こ
の
機
会
に
お
教
え
ね
，
か
い
た
い
。

今
井
私
が
う
か
が
い
た
か
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

思
惣
へ
の
接
近
が
、
第
一
段
階
と
第
三
段
階
で
は
共
通
し
て
い
て
、
第
二

段
階
の
『
革
命
の
川
紀
』
に
お
い
て
、
後
退
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

松
浦
た
し
か
に
第
三
段
階
で
第
一
段
階
へ
も
ど
っ
て
い
っ
た
よ
う
な

現
象
は
み
ら
れ
る
の
で
す
が
、
『
ひ
つ
く
り
か
え
っ
た
世
の
中
』
は
、
た
い

へ
ん
名
著
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
不
満
が
の
こ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ

で
は
、
革
命
の
な
か
の
反
乱
の
、
反
乱
を
あ
ら
い
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て

革
命
像
が
か
わ
っ
て
く
る
は
ず
な
の
に
、
革
命
の
方
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に

変
更
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
い
ま
い
ろ
い
ろ
な
人
が
革
命
を
い
ろ
い
ろ

に
論
じ
る
の
は
、
生
き
ざ
ま
の
ち
が
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
反
乱
に

光
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
を
と
り
か
え
そ
ろ
と
い
う
姿
勢
が
、
必

ず
し
も
積
極
的
に
み
ら
れ
な
い
。

田
村
念
の
た
め
確
認
し
た
い
の
で
す
が
、
今
井
さ
ん
の
質
問
は
、
第

一
段
階
の
一
九
四
O
年
の
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
』
、
比
較
的
わ
か
い
マ
ル
ク
ス

主
義
者
と
し
て
の
ヒ
ル
、
そ
こ
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
し
て
の
イ
ギ
リ

ス
革
命
観
が
、
第
二
段
階
で
は
伝
統
史
学
に
か
な
り
譲
歩
し
、
第
三
段
階

で
は
わ
か
き
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
そ
れ
に
も
ど
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
、
松
浦
さ
ん
は
、
第
二
段
階
の
修
正
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
革
命

像
が
第
三
段
階
に
継
続
し
て
い
る
と
お
考
え
だ
と
、
こ
う
理
解
し
て
よ
ろ
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し
い
で
す
ね
。

松
浦
え
え
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

水
田
洋
お
話
の
な
か
で
、
ヒ
ル
が
思
想
の
独
自
性
を
強
調
し
て
い
る

の
に
、
共
感
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
ま
え
の
と

こ
ろ
を
き
き
も
ら
し
た
の
で
、
ヒ
ル
の
ど
こ
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

松
浦
か
れ
は
、
第
一
段
階
で
は
、
自
由
と
か
ピ
ュ
l

リ
タ
ニ
ズ
ム
が

草
命
を
説
明
す
る
鍵
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
史
学
に
対
し
て
、

ひ
じ
よ
う
に
批
判
的
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
トl
リ
・

マ
ル
ク
ス
主
義
、
ネ
イ
ミ
ア
リ
ズ
ム
が
は
び
こ
っ
て
き
ま
す
と
、
逆
に
か

れ
が
歴
史
に
お
け
る
理
念
の
役
割
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と

を
き
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
六
年
の
プ
ラ
ン
ト
ン
、

ペ
ニ
ン
ト
ン
批
判
の
論
文
。

水
田
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
さ
き
を
つ
づ
け
ま
す
。
そ
れ

は
一
九
五
六
年
で
す
ね
。
そ
の
ま
え
に
「
ノ
1
7
y

・
ヨ
ー
ク
」
で
、
そ

う
い
う
態
度
は
で
て
い
る
と
お
も
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
、
先
ほ
ど
指
摘

さ
れ
た
レ
ヴ
エ
ラ
l

ズ
と
デ
ィ
ガ
l

ズ
の
と
り
あ
っ
か
い
と
の
関
連
で
す

が
、
ぼ
く
は
や
は
り
、
は
じ
め
は
レ
ヴ
エ
ラ
1

ズ
の
方
が
で
て
き
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
だ
ん
だ
ん
ブ
ル
ジ
ョ
ア
こ
フ
デ
ィ
カ
リ

ズ
ム
か
ら
、
コ
ミ
ュ

l

ナ
ル
な
も
の
に
移
行
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
い
ま

す
。
そ
の
問
題
と
い
ま
の
思
想
の
強
調
と
の
関
連
は
、
ま
だ
ぼ
く
に
も
よ

く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
思
想
の
強
調
、
あ
る
い
は
権
力
を
エ
イ
リ
ア

グ
な
も
の
と
し
て
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
九
五
四
年
に
主
張
さ
れ
、

そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
共
産
党
の
な
か
の
歴
史
家
グ
ル
ー
プ
の
考
え
だ
っ
た
と

お
も
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
一
九
五
六
年
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
後
の
イ
ギ
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リ
ス
共
産
党
の
大
会
で
、
ヒ
ル
が
、
党
内
民
主
主
義
委
員
会
の
少
数
意
見

報
告
書
を
か
い
て
、
脱
党
す
る
。
そ
れ
か
ら
や
が
て
ヒ
ル
が
ベ
リ
オ
ル
の

7
・
ス
タ
ー
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ジ
の
マ
ス
タ
ー
と
い

え
ば
、
こ
れ
は
特
権
階
級
な
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
す
ぐ
思
想
を
規

定
し
よ
う
と
は
お
も
い
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
ヒ
ル
自
身
が
伝
統
的
な
支
配

階
級
の
な
か
に
は
い
り
こ
ん
で
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
変
化
、
あ
る
い
は
そ

う
い
う
変
化
を
し
な
け
れ
ば
も
ぐ
り
こ
め
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
わ
る
い
意
味
で
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
権

力
の
な
か
に
は
い
り
こ
ん
で
仕
事
を
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
く
ら
い
の
こ

と
を
し
て
も
い
い
と
お
も
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
窓
図
的
に
や
っ
た

わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
評
価
が
ひ
じ
よ
う
に
む
ず
か
し
い
と

お
も
い
ま
す
が
、
そ
の
点
い
か
が
で
し
ょ
う
。

経
浦
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
社
会
思
想
史
的
な
考
察
に
お
い
て
当
然
考

え
る
べ
き
だ
と
お
も
っ
た
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
報
告
の
な
か
で
も
申
し
ま

し
た
け
れ
ど
、
か
れ
の
現
代
社
会
に
の
ぞ
ん
で
の
時
論
的
な
発
言
と
い
う

も
の
を
も
う
す
こ
し
用
悲
し
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
お
も
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
は
ひ
じ
よ
う
に
す
く
な
い
し
、
あ
て
推
量
的
な
こ
と
を
こ
の
壇
上
か

ら
い
う
の
を
ひ
か
え
た
わ
け
で
す
が
、
現
状
肯
定
的
偏
見
へ
の
自
己
否
定

と
い
う
か
、
か
れ
が
ベ
リ
オ
ル
の
マ
ス
タ
ー
と
い
う
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で

位
人
臣
を
き
わ
め
た
な
か
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
生

き
ざ
ま
の
魅
力
の
よ
う
な
も
の
が
、
『
ひ
つ
く
り
か
え
っ
た
世
の
中
』
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。
私
は
ど
う
も
点
が
あ
ま
い
の
で
す
が
。

水
田
レ
ヴ
エ
ラ

l

ズ
か
ら
デ
ィ
ガ
l

ズ
へ
の
関
心
の
移
行
は
あ
る
と

お
も
い
ま
す
し
、
そ
れ
に
レ
グ
エ
ラ
l

ズ
自
身
が
、
ひ
つ
く
り
か
え
り
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
と
、
い
ま
の
ニ
ュ
ウ
レ
フ
ト
の
う
ご
き
が
、
か
さ

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
お
も
う
ん
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
べ
つ
の

こ
と
で
す
が
、
ヒ
ル
が
マ
ス
タ
ー
に
な
っ
て
、
部
屋
の
入
口
に
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
の
肖
像
を
か
け
さ
せ
ま
す
ね
。
こ
れ
は
ベ
リ
オ
ル
で
は
大
さ
わ
ぎ
に

な
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
せ
い
ぜ
い
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
程
度
で
あ
そ
こ
で
は
抵

抗
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ヒ
ル
が
ほ
ん
と
う
に
ク
ロ
ム
ウ
品
ル
が
す

き
な
の
か
(
笑
)
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
か
ら
左
の
方

ま
で
か
な
り
距
離
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
(
笑
〉

よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。

田
村
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
問
題
が
で
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
予
定

を
十
分
以
上
す
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
。
午
後
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
!
?
が
一
九
三
O
年
で
、
ヒ
ル
自
身
、
三
0
年
代
に
思
想

形
成
を
し
て
い
る
し
、
最
近
で
は
一
一
一
0
年
代
に
つ
い
て
の
発
言
も
し
て
い

ま
す
の
で
、
時
聞
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
こ
で
ま
た
ど
う
ぞ
。

第
一

言宇 テ場日四
細 回
t主 マ所時

前九宅主雲ォー革

菌室
雄氏に 年五八 告報( 返義 スリト 七年八
事御十月二勤ア九月五にの
五ぺおリー
日 l けン九へ
。ジるツ の

い 潟婦市二需
。 人三

、日

のー

〆九
切 0

は目 。I
、 ー・ー-ーーa・ , 

一九



J
γ
ヨ

d
v
vフ

チ
ェ

ン
パ
レ
ン
に
お
け
る

「
改
革
」と
「
帝
国
」

ー
ー
ー
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
社
会
主
義
の
復
活
」
の
い
み
|
|

安

)If 

J慌

子

ジ
ョ
ジ
フ
・
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が
、

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
ひ
き
い
る
自
由
党
の
な
か
で
、
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
」
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
「
煽
動

の
時
代
は
す
ぎ
さ
っ
た
。
行
動
の
と
き
が
き
て
い
る
」
と
宣
言
し
、
「
時
代
の
新
し
い
必
要
は
、
建
設
的
な
立
法
に
よ
っ
て
の
み
十
分
に
答

え
ら
れ
う
る
」
と
社
会
改
革
の
た
め
の
立
法
を
積
極
的
に
要
求
す
る
『
急
進
主
義
綱
領
』
を
発
表
し
た
の
は
、
一
八
八
五
年
七
月
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
『
綱
領
』
は
、

こ
の
年
の
暮
に
お
こ
な
わ
れ
た
総
選
挙
む
け
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
な
に
よ
り
も
、
一
八
八
四
年
の
選

挙
法
改
正
を
と
お
し
て
農
村
地
域
に
あ
ら
た
に
認
め
ら
れ
た
二
百
万
人
余
り
の
新
有
権
者
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

し
治、

し
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
自
由
党
の
『
非
公
認
綱
領
』
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
時
代
の
困
難
な
状
況
に
新
し
い
対
応
の
必
要
を
い
ち
は
や
く
認
識
し
た
、
自
由
党
ラ
デ
ィ
カ
ル
た
も
の
危
機
意
識
の
表

明
で
あ
っ
た
。
す
で
に
一
八
七
四
J

六
年
、
ハ
l

ミ
シ
ガ
ム
市
長
と
し
て
都
市
改
革
に
腕
を
ふ
る
い
、
「
都
市
社
会
主
義
者
」
と
し
て
政
治
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生
活
を
は
じ
め
て
い
た
チ
ェ
ン
バ
レ
γ
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
、
か
れ
の
「
都
市
社
会
主
義
」
H

国
内
で
の
「
社
会
改
革
」
理
念
の
一
つ
の
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到
達
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
チ
ェ
シ
バ
レ
γ
を
つ
よ
く
色
づ
け
る
こ
と
に
な
る
「
社
会
帝
国
主
義
」
へ
の
出

発
点
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
パ
l

ミ
ン
ガ
ム
都
市
改
革
の
実
績
を
背
負
っ
て
国
会
議
員
と
し
て
国
政
の
舞
台
に
登
場
し
た
の
は
、

グ
ラ
v

ド
ス
ト
ン
内
閣
の
商
務
長
官
と
な
っ
た
。
か
れ
が
国
会
で
活
躍
し
は
じ
め
た
一
八
七
0
年
代
末
は
、

一
八
七
六
年
で

あ
っ
た
。

一
八
八
O
年
に
は
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
の
繁
栄
に
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
発
展
に
暗
い
か
げ
が
お
お
い
は
じ
め
た
時
で
あ
っ
た
。
農
業
恐
慌
を
先
が

け
と
す
る
「
大
不
況
」
の
波
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
し
ょ
せ
、
農
業
だ
け
で
な
く
イ
ギ
リ
ス
産
業
の
世
界
市
場
で
の
地
位
が
問
題
に
な
り
は
じ

め
る
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
長
い
「
大
不
況
」
の
時
代
の
先
が
け
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
お
そ
っ
た
農
業
恐
慌
は
、
一
方
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

農
民
の
土
地
戦
争
を
ひ
き
お
こ
し
、
グ
ラ
v

ド
ス
ト
ン
の
こ
れ
に
た
い
す
る
「
弾
圧
」
と
「
土
地
改
革
」
の
政
策
を
う
み
だ
し
、
他
方
で

イ
ギ
リ
ス
農
業
の
急
激
な
表
退
に
と
も
な
う
農
業
労
働
人
口
の
都
市
へ
の
放
出
を
ひ
き
お
こ
し
、
都
市
に
お
け
る
貧
民
・
失
業
問
題
を
う

み
だ
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
含
め
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
農
業
問
題
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
と
労
働
問
題
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
か

な
め
と
し
て
の
帝
国
問
題
を
、

お
し
ょ
せ
つ
つ
あ
っ
た
「
大
不
況
」
の
時
代
の
な
か
で
、

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
舞
台
に
ひ
き
だ
し
た
の
で
あ

る
。

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
弾
圧
政
策
批
判
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

(
3
)
 

ン
ド
マ
ン
の
社
会
主
義
思
想
も
、
ま
た
土
地
単
一
課
税
論
を
中
味
と
す
る
土
地
固
有
化
論
を
ひ
っ
さ
げ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て
き
た
へ

一
八
八
一
年
『
民
主
連
盟
』
を
組
織
し
た
H
・

M
-
ハ
イ

ン
リ
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
大
衆
的
に
圧
倒
的
な
共
鳴
を
え
た
の
も
、

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
時
代
状
況
の
た
ま
も
の
で
あ
っ
た
。

チ
Z

ン
バ
レ

ン
ら
の
『
急
進
主
義
綱
領
』
は
、

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
や
ジ
ョ
ー
ジ
の
「
社
会
主
義
」
思
想
を
、
直
接
の
パ
ネ
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
や
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
抗
し
て
、

チ
ェ
ン
パ
レ
シ
は
、
バ

l

ミ
ン
ガ
ム
で
の
「
都
市
社
会
主
義
」
の
実
践
を
一
般

イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
は
な
く
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
に
も
、
適
用
し
う
る
一
般
理
念
に
つ
く
り
あ
げ
る
必

化
し
、
都
市
だ
け
で
は
な
く
農
村
に
も
、

要
を
感
じ
た
(
と
い
っ
て
も
か
れ
は
け
っ
し
て
か
れ
の
「
社
会
主
義
」
を
体
系
的
に
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
)
。
そ
し
て
、

こ
の



理
論
化
の
も
っ
と
も
重
要
な
支
え
と
な
っ
た
の
が
、
J

・
コ
リ
ン
グ
ズ
や
J

・
ア
l
チ
と
結
び
つ
い
た
農
業
労
働
者
の
運
動
で
あ
り
、
バ

ー
ミ

γ

ガ
ム
で
の
か
れ
の
実
践
の
な
か
で
え
ら
れ
た
地
方
自
治
政
治
へ
の
信
頼
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
『
急
進
主
義
綱
領
』
の
形
成
の
時
期
は
、
も
う
一
方
で
か
れ
の
「
帝
国
主
義
」
的
志
向
が
か
た
ま
り
は
じ
め
る
時
期
で

も
あ
っ
た
。
国
内
に
お
け
る
「
社
会
改
革
」
、
圏
外
に
お
け
る
「
帝
国
主
義
」
と
い
う
そ
の
後
の
チ
ェ
ソ
パ
レ
ン
の
政
治
理
念
を
枠
.
つ
け
る

「
社
会
帝
国
主
義
」
が
、
こ
の
『
急
進
主
義
綱
領
』
と
す
ぐ
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
法
案
を
め
ぐ
っ
て
グ
ラ
v
ド
ス
ト

ン
と
決
裂
す
る
過
程
を
と
お
し
て
、
形
成
さ
れ
て
い
く
。

一
八
九
九
年
に
お
き
た
ポ
i
ア
戦
争
に
お
け
る
か
れ
の
シ
ョ
l

ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
、

そ
れ
に
つ
づ
く
保
護
関
税
を
主
張
す
る
関
税
改
革
運
動
な
ど
を
う
み
だ
す
思
想
的
基
盤
は
、

こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
か
れ

ジョジフ・チェ γパレ γにおける「改革J と「帝国J

の
農
業
問
題
観
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
観
は
、

か
れ
の
「
社
会
改
革
」
と
「
帝
国
主
義
」
を
つ
な
ぐ
環
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

構
造
に
お
い
て
つ
な
が
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

チ
ェ
γ

バ
レ
ン
の
「
社
会
主
義
」
な
い
し
「
帝
国
主
義
」
の

い
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

『
急
進
主
義
綱
領
』
に
体
現
さ
れ
て
い
る
理
念
が
、チ
Z

ン
バ
レ
シ
み
ず
か
ら
が
み
と
め
た
よ
う
に
「
国
家
社
会
主
義
」
と
よ
ば
れ
よ

う
と
、
あ
る
い
は
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
が
名
づ
け
た
よ
う
に
「
社
会
主
義
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
と
よ
ば
れ
よ
う
と
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
は
、

生
産
手
段
の
私
的
所
有
を
擁
護
す
る
意
図
は
あ
円
て
も
、
否
定
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
い
み
で
は
、
G
・

D
・

H
・
コ

l

ル

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

か
れ
は
け
っ
し
て
社
会
主
義
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
コ
l
ル
の
い
う
と
お
り
、
か
れ
は
「
一
八
八

円5
V

0
年
代
の
大
ブ
リ
テ
ン
に
お
こ
っ
た
社
会
主
義
の
復
活
に
:
:
:
寄
与
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
い
み
に
お
い
て
で
あ
る
の

か
。
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
や
個
人
主
義
を
否
定
し
て
、
「
も
っ
と
も
強
い
形
で
の
国
家
権
力
の
行
使
」
を
資
本
主
義
経
済
制
度
に
み
と
め
る

こ
と
が
「
社
会
主
義
」
だ
と
み
な
さ
れ
年
向
は
、

こ
の
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
。
A

・
ス
ミ
ス
の
伝
記
を
書
い
た
ジ
ョ
ン
・
レ
イ
が
、

八
八
一
年
、
『
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
・
リ
ヴ
ュ
ウ
』
に
ド
イ
ツ
の
講
壇
社
会
主
義
を
紹
介
し
た
。
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
の
「
国
家
社
会
主

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
に
対
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
「
実
際
に
ア
ダ
ム
ι

ス
ミ
ス
か
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義
」
は
、
個
人
主
義
に
対
す
る
反
対
語
で
あ
り
、
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，b

の
系
譜
を
ひ
く
も
の
」
で
あ
り
、
ラ
ィ
デ
カ
ル
・
ト
1
リ

1

主
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
経
済
学
の
倫
理
性
が
強
調
さ
れ
、
普
遍
的
利
害

の
保
護
者
と
し
て
の
国
家
が
そ
の
倫
理
性
を
に
な
う
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
う
の
ベ
て
レ
イ
は
、
こ
れ
は
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
世
代
ま

円7
V

え
か
ら
実
践
さ
れ
て
い
る
と
、
大
き
な
共
感
を
示
し
た
。
レ
イ
の
共
感
す
る
ド
イ
ツ
の
講
壇
社
会
主
義
は
、
そ
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
チ

<BV

Z

ン
バ
レ
ン
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。フ

レ
デ
リ
v

ク
・
ハ
リ
ス

γ

の
「
保
守
的
な
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
に
も
、
あ
る
い
は
一
八
八
0
年
代
に

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
を
ひ
き
つ
い
だ

S

・
ウ
ェ
て
フ
ら
フ
ェ
イ
ピ
ア
ジ
社
会
主
載
に
も
、
そ
し
て
「
マ
ル
グ
ス
主
義
」
だ
と
み
な
さ
れ
た

イ

ヴこ
イう

スし
トた
たチ
ちす z
、vγ

たパ
とレ
えン
ばの
、枠

組
み
は
、

一
八
六
O
、
七
0
年
代
に
労
働
組
合
の
指
導
者
た
ち
に
か
な
り
の
影
響
力
を
も
っ
た
ポ
ジ
テ

H
・

M
-
ハ
イ
γ

ド
マ
シ
の
「
社
会
主
義
」
に
も
、
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
z
y

パ
レ
γ
の
右
に
F

・
ハ
リ
ス
ン
、
左
に
ハ
イ
γ

ド
マ
ン
を
お
い
て
み
る
こ
と
で
、
「
社
会
主
義
の
復
活
」
の
時
代
の
「
社
会
主
義
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
探
る
一
つ

の
手
が
か
り
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(
1
)
呂
町
河
島

.
2
N
H
U
E
旬
、
。
宣
言
-
E
H
Fぬ
写
書
店
守
苦

E
F
H
尚
喜

-
H・
。
古
車
司

-
E
F
R
F
E
E
S
-

呂
田
戸
唱-
d
L・

(
2
)
h
h
?の
E
E
q

守
党
?
同
Y
R
』E

の
編
者
。
・
4
『
・
回o
E
は
、
そ
の
解
説
の
中
で
、
チ
ェ
γ
パ
ν
γ

の
バ
I

ミ

γ

ガ
ム
時
代
を
「
都
市
社
会
主
義
者
」
、
そ
の
後
の
か

れ
を
「
国
家
社
会
主
義
者
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
両
者
を
区
別
す
る
も
の
と
し
て
、
「
都
市
社
会
主
義
」
の
時
代
に
は
圏
内
の
改
良
と
自
由
主
義
的
反
帝
国
主
義
の
理
念

が
支
配
的
で
あ
り
、
「
国
家
社
会
主
義
」
の
時
代
に
は
、
帝
国
主
義
的
海
外
拡
張
主
義
が
つ
よ
ま
り
そ
れ
に
比
例
し
て
国
内
改
革
の
理
念
が
弱
ま
る
と
み
て
い
る
。
(
の


J司
・
回
O
z
a
-
-出
向
、.
9
3

言

E
5
h
q
S
F
F
F
O
E
S
H
E

・
g
-
F
3

・
E
-
H
也
・
)
し
か
し
、
チ
ェγバ
ν
γ

の
「
社
会
改
革
」
の
妻
宅
の
も
の

が
変
質
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
社
会
改
革
」
と
「
帝
国
主
義
」
は
、
か
れ
に
と
っ
て
二
律
背
反
の
原
理
で
は
な
く
て
、
「
社
会
改
革
」
は
「
帝
国
主
義
」
を
生
み
だ
す
重

要
な
核
で
あ
っ
た
。

(
3
)
『
民
主
連
盟
』
結
成
の
と
き
配
布
し
た
ハ
イ
ソ
ド
マ
γ
の
『
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
イ
ソ
グ
ラγ
ド
』
で
は
、
か
れ
は
マ
ル
F
ス
の
『
資
本
論
』
の
用
語
で
イ
ギ
リ
ス

の
当
面
す
る
困
難
な
状
況
を
説
明
し
た
が
、
か
れ
自
身
は
こ
の
段
階
で
は
、
け
っ
し
て
マ
ルF
ス
主
義
者
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
(
安
川
悦
子
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
と
『
社
会
主
義
の
復
活
色
|
|
『
名
古
屋
市
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
(
第
二
六
集
、
一
九
七
七
年
三
月
)
所
収
、
八
四
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
)
。

(
4
)
回
・
ω
g

自
己
-
言
、2
.与
語

g
h
h
叫S
.
s
h
p」
守S
E
E
S
-
s
s
-

第
一
章
参
照
。
回-
m
S
E
n
-
は
チ
ェ
γ
パ
ν
γ
ら
保
護
関
税
論
者
・
を
「
社
会
帝
国
主

義
者
」
、
自
由
貿
易
論
者
を
「
自
由
帝
国
主
義
者
」
、
ま
た
ウ
ェ
ッ
プ
ら
フ
ェ
イ
ピ
ア
γ
を
「
帝
国
主
義
的
社
会
主
義
者
」
と
名
づ
け
て
い
る
。

(
5
)
の
・
0
・
出
・
の
o
r
-
-
A
国
号
ミ
久
旨
町
合
同
支
ヨ

s
h
F
H
H
S
~
-
h
h

出
向S
-
H
苦
言
、
母
白
暴
言

L
h
h
?
H
h
5
F
O
E
S
S
S
匂
喝
・
協
同
・



(
6
)
』o
g
z
o

ユ
ヲ

h
q
m局
、
包
・nF
aえ

D
E
S
-
H
L
o
E
o
p
H∞2
・
3

・
M
E
L
-

(
7
)
】O
E
F
P

斗
宮

ω
E
m
-
5
0
ご

v
o
g
骨
J
凶1
E
D
ミ
S

苦
言
ミ
』
N
a
g
-
3
7

呂
田
ア
3

・
N
M
M
l
Nミ・

(
8
)
ド
イ
ツ
の
同
門
家
社
会
主
技
者
と
チ
ェ
γ
パ
ν
γ
と
の
相
違
の
璽
瑛
な
点
は
、
か
れ
が
普
遍
的
利
害
の
保
護
者
と
し
て
の
国
家
の
具
体
的
中
味
を
地
方
自
治
政
治
権
力
だ

と
し
た
こ
と
で
あ
り

2
・
r

ピ
号

F
d
q
g
g
p
a

巳

F
E
R
E
q
g

品
。
自
自
国
∞

S
H
O
E
a
丘
町
同F
H
∞
芯
l

同
∞
∞
串J
L
E
H司
S
R
S
ぬ

N
N
N
E
-
E
A
『
E
S
N

同
定
。
J
J
4
0
]
-
U
P
3
E
P司・
M
O
M
-参
照
}
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
回-
m
o
g自
己
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
家
社
会
主
義
者
の
民
主
主
義
的
伝
統
(
議

会
制
山
台
ふ
く
め
て
)
へ
の
信
頼
の
つ
よ
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
宙
・
ω
m
g
g
o
r
e
-
n
叫F
L
u
-
M
M∞・
)
。

(
9
)
同
-
z
m
a
g
p
凶
久
。Z
H
b
m
h叫R
E
F
F
-凶
宮
内
崎
町
2
3
h
a
Z

竜
宮
弘
、
。

S
E
H

句
h
m
H
H。同
匂
h
h
-
F
O白ι
。
ロ
関
口

ι
吋
吋
O
E
O
-
3
8・
〈
同
斗
宮
司
《
嵐
広t
m
Z
H

〉
∞
E

身
0
「
『
『
O
E
吋
.
m
Hロ
H
o
-
-
R
E値
目
別
・
参
照
。

ジョジフ・チェソパレ γにおける「改革」と「帝同」

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が
バ
l

ミ
ン
ガ
ム
の
地
方
政
治
へ
登
場
し
た
の
は
一
八
六
八
年
ご
ろ
「
パ

l

ミ
ン
ガ
ム
・
エ
ジ
パ
ス
ト
ン
討
論
協
会
」

で
雄
弁
家
と
し
て
名
を
あ
げ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
八
六
七
年
の
選
挙
法
改
正
で
拡
大
さ
れ
た
有
権
者
に
た
い
し
て
、
教
育
を
普
及
す
る

こ
と
で
政
治
へ
の
安
全
弁
に
し
よ
う
と
い
う
当
時
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
た
ち
に
共
鳴
し
て
、

か
れ
は
一
八
六
九
年
に
は
、
パ
l
ミ
ン
ガ
ム
の
ラ

デ
イ
カ
ル
た
ち
と
「
国
民
教
育
同
盟
」
を
結
成
し
、

こ
の
同
じ
年
、
パ
l

ミ
ン
ガ
ム
市
議
会
議
員
に
え
ら
ば
れ
た
。

「
か
れ
は
地
方
税
大

納
税
者
で
あ
り
、
完
全
に
事
業
家
的
習
慣
を
身
に
つ
け
、
視
野
が
広
く
、
著
し
い
能
力
を
も
っ
男
で
l
l

た
し
か
に
市
議
会
で
も
っ
と
も

(
1
v
 

盟
ま
し
い
人
間
の
種
類
に
属
し
て
い
る
」
と
『
パ
l
ミ
ン
ガ
ム
・
デ
イ
リ
・
ポ
ス
ト
』
で
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
地
方
政
治

家
と
し
て
未
来
を
嘱
望
さ
れ
て
市
議
会
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、

た
資
本
家
経
営
者
で
あ
っ
た
。

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、
バ

l

ミ
ン
ガ
ム
で
金
属
工
業
の
成
功
し

(
3
)
 

「
パ
1

ミ
ン
ガ
ム
国
民
教
育
同
盟
」
で
チ
Z

ン
パ
レ
ン
ら
が
目
ざ
し
た
も
の
は
、

一
八
七
O
年
に
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト

γ

の
手
で
成
立
す
る

こ
と
に
な
る
国
民
教
育
法
案
の
成
立
を
う
な
が
す
世
論
を
作
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
に
ラ
・
デ
ゴ
カ
ル
な
要
求
宕
も
り
こ
む
こ
と
で
あ
っ
た
。

65 

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
l

ル
ズ
の
す
べ
て
の
児
童
の
教
育
を
確
保
す
る
よ
う
な
制
度
の
樹
立
」
を
は
か
り
、
こ
の
た
め
仁
、
地
方
政
治
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当
局
は
そ
の
地
域
に
十
分
な
学
校
施
設
を
強
制
的
に
確
保
す
る
こ
と
、
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
学
校
は
地
方
税
と
政
府
助
成
金
で
ま
か
な
わ

れ
る
こ
と
、
教
育
は
「
非
宗
派
で
無
償
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
主
要
な
要
求
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
成
立
し
た
教
育
法
で
は

こ
れ
ら
の
内
容
が
十
分
に
み
と
め
ら
れ
ず
、
非
宗
派
の
新
し
い
公
立
学
校
を
設
立
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
現
存
の
国
教
会
派
の
学
校
に
地
方

当
局
が
援
助
す
る
途
が
と
ら
れ
た
。

チ
ェ
ソ
パ
レ

γ

ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
が
の
ち
の
ち
ま
で
、
国
教
会
の
解
体
、
無
償
義
務
教
育
の
実
現
を

か
れ
ら
の
運
動
の
中
心
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
と
し
て
か
か
げ
て
い
た
の
は
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
っ
た
。

地
方
政
治
団
体
が
地
方
税
で
、
人
々
と
く
に
貧
し
い
人
た
ち
に
無
償
で
、
強
制
的
に
教
育
を
用
意
す
る
と
い
う
「
教
育
同
盟
」
で
の
発

想
は
、
そ
の
後
、

一
八
七
三
年
十
一
月
か
ら
二
年
半
に
わ
た
る
バl
ミ
ン
ガ
ム
市
長
と
し
て
の
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
仕
事
の
な
か
で
、
現
実

に
実
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
七
六
年
バ
l

ミ
ン
ガ
ム
の
市
長
を
や
め
て
国
会
議
員
に
な
っ
た
と
き
、

チ
ェ
ン
パ
レ

γ

は
、
市
長
時
代
の
仕
事
を
説
明
し
て
こ
う

の
ベ
た
。

「
私
た
ち
は
自
分
た
ち
の
手
中
に
あ
る
権
力
を
喜
ん
で
利
用
し
た
。
私
た
ち
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
共
通
の
利
害
を
も
ち
、し

た
が
っ
て
私
た
ち
は
す
べ
て
の
も
の
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
々
の
代
表
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
事
業
を
遂

行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
市
一
い
責
務
を
う
け
入
れ
た
。
私
た
ち
は
新
し
い
公
園
と
新
し
い
読
書
室
を
聞
い
た
。
私
た
ち
は
新
し
い
浴
場
を
つ

く
っ
た
。
私
た
ち
は
都
市
の
健
康
を
改
善
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
都
市
の
外
観
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
。
:
:
:
私
た
ち
は
都
市
の
大
部

分
の
顔
を
つ
く
り
か
え
、
わ
が
住
民
の
も
っ
と
も
貧
し
く
も
っ
と
も
不
幸
な
多
く
の
も
の
に
、

円5
u

り
よ
い
他
肢
を
作
り
だ
す
と
確
信
す
る
大
改
良
計
画
を
お
し
す
す
め
て
き
た
。
」

よ
り
高
い
道
徳
、
よ
り
大
き
な
幸
福
、

よ

と
。
か
れ
が
市
長
時
代
に
行
っ
た
仕
事
は
、

こ
と
に
も

の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
は
、

ガ
ス
事
業
と
水
道
事
業
を
バ
l

ミ

γ

ガ
ム
市
当
局
が
買
い
と
っ
て
、
そ
れ
ら
を
パ

l

ミ
ン
ガ
ム
市

の
公
共
企
業
休
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、

H

・
ペ
リ
ン
グ
が
「
都
市
社
会
主
義
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
都
市
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
一

(6
>

(7)

形
態
と
い
い
う
る
」
と
評
し
た
パ
l

ミ
ン
ガ
ム
の
ス
ラ
ム
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
第
三
は
、
ガ
ス
事
業
な
ど
か
ら
あ
が
る
収
益
を
も

と
に
し
て
、
下
水
処
理
場
な
ど
衛
生
施
設
を
と
と
の
え
、
公
園
、
博
物
館
、
無
料
図
書
館
の
建
設
、
道
路
の
舗
装
な
ど
都
市
改
良
を
お
こ



な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ο

こ
れ
ら
の
仕
事
を
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、
す
で
に
一
八
三
五
年
の
都
市
団
体
法
で
み
と
め
ら
れ
た
都
市
自
治
権

〈
日
)

を
利
川
し
て
、
「
新
し
い
義
務
」
と
「
拡
大
さ
れ
た
仕
事
」
と
し
て
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
都
市
改
良
」
の
仕
事
を
か
れ
に
お
こ
な
わ
せ
た
動
機
は
、
一
，
国
民
教
育
」
の
実
現
を
要
求
し
た
と
き
に
す
で
に
自
覚
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
っ
た
u

そ
れ
は
第
一
に
、
繁
栄
し
た
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
社
会
の
中
で
増
大
し
つ
つ
あ
る
貧
民
の
存
在
へ
の
危
機
感
で
あ

っ
た
υ

「
少
数
の
附
人
の
富
や
ぜ
い
た
く
と
、
住
民
の
大
き
な
階
級
の
増
大
す
る
き
た
な
さ
や
悲
惨
な
災
害
と
の
聞
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が

ま
す
ま
す
肱
が
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
に
危
険
が
あ
る
。
何
か
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
い
そ
い
寸
、

い
ま
そ
の
重
圧
下
に

ジョジフ・チェンバレンにおける「改革」と「帝問」

あ
え
い
で
い
る
人
々
に
と
っ
て
生
活
が
ほ
ん
の
少
し
明
る
く
な
り
、

(

9

)

 

内
九
、

o
-

4
'
h、
U

し

こ
う
訴
え
た
。
バ
i

ミ

ほ
ん
の
少
し
容
易
に
な
る
よ
う
に
、
何
か
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、

一
八
七
五
年
一
月
、
バ
l

ミ
ン
ガ
ム
市
長
と
し
て
全
国
衛
生
会
議
を
主
催
し
て
、

ン
ガ
ム
と
い
う
工
業
都
市
に
堆
積
す
る
貧
民
の
悲
惨
な
状
態
を
調
査
し
そ
れ
を
ま
の
あ
た
り
に
み
て
、

こ
う
し
た
状
態
を
放
置
す
る
こ
と

は
「
私
た
ち
の
義
務
の
恥
ず
べ
き
放
楽
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
に
と
っ
て
積
極
的
に
危
険
で
あ
る
だ
ろ
河
町
」

と
か
れ
は
み
た
の
で

あ
る
ω

貧
民
の
放
置
が
な
ぜ
国
家
に
と
っ
て
危
険
な
の
か
、か
れ
は
こ
こ
で
は
何
も
の
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
の
ち
に
、
『
急
進
主

義
綱
領
』
の
時
代
に
な
司
て
、

ハ
イ
ン
ぷ
マ
ン
や
ジ
ョ
ー
ジ
へ
の
危
機
意
識
〈
階
蔽
闘
争
を
主
張
し
た
り
土
地
固
有
化
を
説
い
た
り
す
る

と
い
う
却
由
で
の
)
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
る
よ
う
な
、
資
本
主
義
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
、
体
制
的
危
機
感
で
あ
っ
た
。

こ
の
危
機
感
は
、
「
都
市
改
良
」
の
第
二
の
動
機
で
ゆ

ι
労
働
力
視
点
に
も
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
シ
は
、
都
市
ス
ラ
ム
で

の
労
働
者
の
非
衛
生
な
状
態
が
、
「
巨
大
な
生
命
の
浪
鮪
い
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
貧
民
の
死
亡
率
は
裕
福
な
階
級
の
二
倍
以
上
た
か
く
、

莫
大
な
数
の
人
々
が
疾
病
や
労
働
災
害
で
苦
し
ん
で
い
る
。
か
れ
は
、

こ
れ
ら
の
人
々
の
労
働
力
の
量
的
損
失
を
具
体
的
数
字
を
あ
げ
て

説
明
し

ス
ラ
ム
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
や
衛
生
施
設
(
上
・
下
水
道
)の
改
善
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

ス
ラ
ム
・
グ
リ
ア
ラ
ン
ス
や
衛
生
施

設
の
改
善
が
労
働
力
の
量
的
問
題
に
た
い
す
る
解
決
策
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
図
書
館
や
博
物
館
の
設
立
は
、
労
働
力
の
質
的
問
題
に
か
か

ロ
ン
ド
シ
だ
け
で
な
く
各
地
方
に
設
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
れ
が

67 

わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
博
物
館
、
と
く
に
産
業
博
物
館
は
、



68 

説
く
と
い
刊

ν
そ
れ
に
は
す
ぐ
れ
て
労
働
者
の
技
術
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割
が
託
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
い
み
を
も
っ
「
都
市
改
良
」
の
主
体
を
チ
ェ
ン
パ
レ
γ
は
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
都
市
、
す
な
わ
ち
地
方
政
治
権
力
に
も
と

め
た
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
都
市
が
、

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
お
ど
ろ
い
た
ほ
ど
に
大
き
な
自
治
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
よ

る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
中
世
自
由
都
市
の
も
っ
た
封
建
権
力
に
た
い
す
る
自
由
の
保
護
者
と
し
て
の
役
割
り
に
理

想
を
も
と
め
て
い
た
。
こ
れ
が
か
れ
の
「
都
市
改
良
」
を
さ
さ
え
た
第
三
の
動
機
で
あ
る
。
か
れ
は
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
中
世
都
市

ま
た
こ
れ
ら
の
社
会
が
、

れ
ら
の
支
配
者
の
圧
政
や
専
制
や
強
欲
に
対
抗
し
て
、
人
々
の
自
由
を
保
持
し
、
生
命
を
保
護
し
た
時
代
の
記
念
碑
で
あ
る
。
」

の
壮
麗
な
建
築
物
を
み
て
、
「
こ
れ
ら
の
建
物
は
、か
れ
ら
の
力
と
公
共
精
神
と
気
前
よ
さ
の
証
拠
で
あ
り
、

か

と
評
し

た
。
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、
中
世
自
由
都
市
の
な
か
に
、
「
自
由
で
独
立
し
た
市
民
」
の
活
躍
を
み
、
市
民
の
自
由
と
生
命
の
保
護
者
と
し
て

の
機
能
を
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
か
れ
は
、
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ

l
γ

に
も
同
感
し
た
。
バ
リ
と
い
う
都
市
の
た
め
に
戦
う
リ

パ
プ
リ
カ
ン
の
姿
に
、
地
方
政
治
権
力
の
拡
大
の
た
め
に
闘
う
チ
ェ
ソ
パ
レ
シ
ら
パ

l

ミ

γ

ガ
ム
・
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
姿
を
か
さ
ね
あ
わ
せ

(

M

)

 

て
み
て
い
た
。

都
市
貧
民
の
教
育
を
す
す
め
、
生
活
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
が
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
体
制
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
労
働
力
の
量
的
・

質
的
確
保
と
い
う
点
か
ら
も
必
要
で
あ
る
と
問
題
を
認
識
し
た
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、

こ
う
し
て
、
中
世
都
市
が
市
民
た
ち
に
も
っ
た
保
護

機
能
に
、
そ
の
問
題
解
決
の
手
が
か
り
を
み
つ
け
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
O
E
-
-ロ
司
・

0
0
-
B
E
-
-
Z
?のE
S
Z

ユ
巴
え
ω

富
ロ
包
n
ぽ
色
。
R
o
o
t
-呂町
、
ミ

H
a
h
m
砕
H
h
y均s
h
a
w〈
o
-
-
F
J『H
F
Y
p
a
s
-
司
・
由C
M
-

(
2〉
チ
ェ
γ

パ
レ
ン
は
一
八
三
六
年
ロ
ン
ド
ン
で
生
れ
、C
E
2
5

々
の
o
ロ
何
向
。
∞
S
o
o
-
で
教
育
を
う
け
た
が
、
一
八
五
四
年
バl
ミ
ソ
ガ
ム
で
チ
ェ
γ
パ
レ
y

の
お
じ

の
経
位
す
る
木
ね
じ
製
造
業
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
新
技
術
の
特
許
を
買
入
れ
る
た
め
か
れ
の
父
が
出
資
し
た
三
万
ポ
ン
ド
の
利
益
代
理
人
と
し
て
パ

l

ミ
ン
ガ
ム
に
や
っ

て
き
て
、
共
同
経
営
者
と
な
っ
た
。

(
3
)
パ
l

ミ
ン
ガ
ム
選
山
の
白
山
党
の
同
会
議
員
で
怠
っ
た
の
g

局
内
宮
H
O
ロ
が
こ
の
「
協
会
」
の
滋
長
、
チ
エ
ン
パ
レ
ン
が
刷
機
長
、H
2
2
の
o
-
E岡
ω

が
書
記
で
あ

っ
た
。
一
八
七
六
年
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は

g
H
O
ロ
に
か
わ
っ
て
川
会
級
H
Hに
当
選
し
、
同
・
の
o
z
z
gも
一
八
八
O
年
に
は
国
会
議
H
Hと
な
り
、
一
一
人
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
派

の
中
心
人
物
と
な
っ
て
治
問
附
し
た
。
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O
C
2
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叶
円
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9
2
2
司
ペ
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『F
3
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・
M
U
-
u
・

(
7
)
た
と
え
ば
一
八
じ
バ
午
ガ
ス
を
公
む
化
し
て
、
消
波
コ
ス
ト
を
一
一
一
一
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
さ
げ
、
そ
の
し
し
七
円
、
二
0
0
ポ
ン
ド
の
収
入
を
あ
げ
た
。
水
道
も
二
倍
の
水
を
給

水
し
、
.
2
1

、
リ
)
)
ボ
ン
ド
の
吹
川
を
節
約
し
た
。
(
司.0
0
-
g
g旬
。
、-
n
p
・
唱
・
2
0
・
)

(
8
)
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
「
い
ま
広
た
ち
の
手
に
お
か
れ
て
い
る
〔
地
方
政
治
団
体
の
〕
権
力
の
大
き
さ
に
私
は
お
ど
ろ
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
告
白
し
て
い
る
。
己
・
。

z
g
'

宮
ユ
凶
5

・

ω

∞
胃
2
7

回
一5
2

同
日d
m
p
H
S
-
H
P
S
F
吉
の
・
巧
・
出

o
E
a
-
-
。
、-
n
F

司
・
主
・
)

(
9
)
L
g定J
司
-
A
V凶
・

(
叩)
h
b丈
・u
唱
。
凶
・

(
U
)
L
g
h
札
・
・
間
以
・

A
V】
・

(
ロ
)
同
・2
陶
ヨ

Z
E
5

・

ω
f
z
n
y
回

5
-
a
E
E
L
S
-
N
N
-
E
3
5
の
・
戸
田

O
z
a
-
-
e
・
円
む
よ
司
・3
・

(
日
)
』
・2
3
Z
E
2

・

ω
ω
宮

R
Y

回
目
円
ヨ-
S
E
E
L
5
0
3
L
∞
3
・
山
口
の
・
巧
・
回Oz
a
-
-
e
・
2
.
H
-
L
・
ぉ
・

(
M
)
司
-
U
O
】
自E
r

。
V
-
2
-
?
"
匂
・
唱
。
∞
・

パ
l

ミ
ン
ガ
ム
の
「
都
市
改
革
」
に
み
ら
れ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
都
市
貧
民
に
た
い
す
る
問
題
意
識
は
、
国
会
議
員
に
な
っ
て
の
も
も

一
八
八
三
年
十
二
月
に
は
、
「
農
業
労
働
者
と
都
市
労
働
者
の
住
居
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
一
層
深
め
ら
れ
、
こ

か
わ
る
こ
と
な
く
、

の
論
文
は
、
『
急
進
主
義
綱
領
』
の
内
容
の
実
質
的
な
一
部
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
問
題
意
識
は
、
こ
の
論
文
の
題
名
か

ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
都
市
労
働
者
だ
け
で
な
く
農
業
労
働
者
の
問
題
に
ま
で
拡
が
り
は
じ
め
た
。
そ
の
拡
大
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の

が
一
八
七
二
年
、
パ
l

ミ
ン
ガ
ム
の
近
く
の
南
ウ
ォ
リ
ツ
ク
シ
ャ
ー
を
中
心
に
し
て
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
南
東
部
に
「
あ
た
か
も
死
者
が
よ
み

(
2
)
 

が
え
っ
た
よ
う
に
」
お
こ
勺
た
農
業
労
働
者
の
「
反
乱
」
で
あ
っ
た
。

69 

こ
の
「
反
乱
」
は
、

一
八
七
0
年
代
後
半
か
ら
深
刻
な
問
題
と
な
り
は
じ
め
る
農
業
恐
慌
に
わ
ず
か
に
先
だ
っ
て
お
こ
り
、
農
業
恐
慌



70 

の
深
刻
化
止
と
も
に
力
を
失
っ
て
い
く
農
業
労
働
者
の
運
動
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
リ
ッ
ク
ジ
ャ
ー
に
住
む
有
能
な
農
業
労
働
者
、
ジ
a
ジ
フ
・

ア
l

チ
が
、

一
八
七
二
年
二
月
、
二
千
人
の
農
業
労
働
者
を
あ
つ
め
て
、
「
九
時
間
半
労
働
」
と
「
週
十
六
シ
リ
ン
グ
の
賃
金
(
四
シ
リ
ン

ハ4
V

グ
の
賃
上
げ
)
」
の
要
求
を
か
か
札
口
が
「
全
国
農
業
労
働
者
組
合
」
を
結
成
し
た
。
こ
れ
が
「
反
乱
」
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
反

内5
v

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
バ
1

ミ
シ
ガ
ム
・
ラ
デ
ィ
カ
ル
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
J

・
コ
リ
シ
グ
ズ

乱
」
が
は
じ
ま
る
や
い
な
や
、さ

き
に
の
ベ
た
「
バ
1

ミ

γ

ガ
ム
国
民
教
育
同
盟
」
の
中
心
人
物
た
ち
が
、
積
極
的
な
支
援
を
は
じ
め
た
。
チ

ハ6
V

い
く
つ
か
の
集
会
で
こ
の
「
農
業
労
働
者
組
合
」
支
持
の
演
説
を
お
こ
な
い
、
か
れ
ら
の
ス
ト
ラ
イ
キ
基
金
と
し
て
百

(
7
V
 

ポ
ン
ド
ち
か
く
の
寄
付
を
中
し
で
た
り
し
た
。
「
全
国
農
業
労
働
者
組
合
」
結
成
大
会
に
は
、
G

・
デ
ィ
ク
ス
ン
が
議
長
と
し
て
参
加
し
、

(
日
)

J

・
コ
リ
ン
グ
ズ
も
出
席
し
て
い
た
。
同
じ
年
の
十
一
月
に
は
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ソ
は
ロ
ン
ド
ン
で
聞
い
た
「
選
挙
法
改
正
協
会
」
に
アl

ハ9
)

チ
を
招
き
、
農
業
労
働
者
へ
の
選
挙
権
拡
大
の
決
議
を
お
こ
な
っ
た
。
十
二
月
に
は

J

・
モ
l
リ
や
C

・
デ
ィ
ル
ク
ら
ロ
ン
ド
ン
の
ラ
デ

や
G

・
デ
ィ
ク
ス
ン
ら
、

ェ
ン
バ
レ
ン
は
、

イ
カ
ル
た
ち
が
操
業
労
働
者
支
援
集
会
を
ひ
ら
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
た
ち
の
支
援
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
そ
れ
に
も
ま
し
て
こ
の
「
反
乱
」
は
都
市
労
働
組
合
か
ら

前
極
的
な
支
援
を
え
て
い
た
が
)
、
農
業
恐
慌
が
本
格
的
に
は
じ
ま
り
、
農
業
経
営
そ
れ
自
体
の
存
続
が
危
う
く
な
り
は
じ
め
る
と
と
も
に
、

具
体
的
に
は
一
八
七
四
年
の
借
地
農
に
よ
る
大
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
を
頂
点
に
し
て
、

〔
叩
)

速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
借
地
農
の
農
場
放
棄
が
増
加
し
、
土
地
へ
の
資
本
投
下
が
激
減
し
、
「
一
八
七
九
年
の
春
に
は
、
百
以
上
の
農
場

ハU
)

そ
れ
は
州
全
体
の
十
二
分
の
一
に
も
な
っ
た
」
と
ア

1

チ
が
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
農
業
労
働
者
の
組
合
運
動
と
し
て
の
力
は
、
急

が
貸
し
に
だ
さ
れ
て
お
り
、

一
八
七
0
年
代
後
半

か
ら
八
0
年
代
に
か
け
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
業
は
、
壊
滅
の
危
機
に
ひ
ん
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
と
き
に
、
農
業
労
働
者
は
賃
金
闘
争

ど
こ
ろ
か
鹿
用
の
機
会
そ
の
も
の
を
失
う
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

賃
金
闘
争
に
か
わ
っ
て
股
業
労
働
者
を
数
済
す
る
残
さ
れ
た
道
は
二
つ
あ
っ
た
。

一
つ
は
海
外
移
民
な
い
し
は
都
市
移
住
で
あ
り
、
こ

れ
こ
そ
が
此
業
労
働
者
に
と
っ
て
将
米
へ
の
現
実
的
展
望
を
も
ち
う
る
唯
一
の
逃
げ
道
で
あ
っ
た
。
じ
じ
っ
こ
の
と
き
、
「
農
業
労
働
者
組



ん
ど
は
海
外
移
民
の
た
め
に
積
極
的
に
資
金
援
助
を
し
、

カ
ナ
ダ
に
で
か
け
て
い
っ
て
、
実
情
を
調
れ
し
、

こ
れ
で
二
十
万
人
も
の
農
業
労
働
者
が
イ
ギ
リ
ス
を
離
れ
た
。
ア
ー
チ
自
身
も

ハ
ロ
)

カ
ナ
ダ
移
民
に
大
い
に
希
望
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
移
民
政
策
は
、

組
合
員
を
減
少
さ
せ
、
優
秀
な
指
導
者
た
ち
を
失
っ
て
、
農
業
労
働
者
の
一
時
的
な
救
済
に
は
な
っ
て
も
、
か
れ
ら
の
窮
状
を
く
い
と
め

(
ロ
)

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
う
一
つ
の
速
ま
わ
り
の
道
は
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
を
た
て
な
お
し
、
農
業
労
働
者
の
政
治
的
・
経
済
的
地
位
を

改
普
す
る
道
で
あ
っ
た
。
農
業
労
働
者
へ
の
選
挙
権
拡
大
運
動
は
、

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
結
び
つ
い
て
、
「
農
業
労
働
者
組

合
ー
一
の
運
動
の
中
心
テ
!
?
と
な
っ
た
。
「
私
た
ち
は
別
の
道
を
前
進
し
は
じ
め
た
。
私
た
ち
は
州
〔
農
村
〕に
も
戸
主
選
挙
権
〔
戸
主

お
よ
び
十
ポ
ン
ド
間
借
入
選
挙
資
絡
〕
を
拡
大
す
る
運
動
を
は
じ
め
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
八
七
五
年
ご
ろ
か
ら
一
八
八
四
年
の
私
た

ジョジ 7 ・チェゾパレンにおける「改革」と「帝悶」

ち
の
勝
利
に
い
た
る
ま
で
の
、
長
く
て
持
続
的
な
運
動
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
庶
民
院
に
請
願
に
つ
ぐ
請
願
を
お
く
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ

(
M
)
 

か
れ
ら
の
団
結
を
保
つ
の
に
役
立
っ
た
」
と
ア
l
チ
が
凶
想
し
て
い
る
よ
う
に
、

が
私
た
ち
の
仲
間
を
忙
し
く
し
、

こ
の
運
動
は
賃
金
闘

争
の
い
み
を
失
っ
た
組
合
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
役
割
を
は
た
し
た
。

一
八
八
五
年
、
か
れ
ら
の
要
求
が
実
現
し
た
あ
ら
た
な
選
挙
法
の

下
で
お
こ
な
わ
れ
た
総
選
挙
で
、

J

・
ア
l

チ
が
股
業
労
働
者
の
代
表
と
し
て
は
じ
め
て
凶
会
議
員
に
当
選
し
、
こ
れ
を
な
に
よ
り
も
喜

(
お
)

ん
だ
の
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
で
あ
っ
た
。

農
業
労
働
者
に
政
治
的
権
利
が
み
と
め
ら
わ
て
も
そ
れ
だ
け
で
農
業
労
働
者
の
窮
状
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
農

業
の
た
て
な
お
し
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
土
地
の
正
し
い
耕
作
を
」
と
説
く
ア
l
チ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
的

農
業
経
営
を
阻
害
し
て
き
た
半
封
建
的
な
土
地
所
有
を
温
存
す
る
土
地
法
の
改
正
を
、

J

・

s

・
ミ
ル
い
ら
い
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ラ
デ
ィ
カ

ル
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
要
求
し
た
。
土
地
取
引
の
自
由
や
限
嗣
相
続
法
の
廃
止
や
、
借
地
権
の
保
障
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
ア
メ

リ
カ
や
イ
ン
ド
か
ら
輸
入
さ
れ
る
安
い
農
産
物
と
競
争
し
て
、
急
速
に
破
れ
て
い
く
イ
ギ
リ
ス
農
業
を
た
て
な
お
す
の
に
、
借
地
農
の
権

フ
ェ
ア
・
ト
レ
ー
ド

利
や
経
営
の
自
由
を
保
障
す
る
だ
け
で
可
能
で
あ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
「
公
正
な
貿
易
」
(
保
護
関
税
)
を
と
い
う
声
は
、
農
業
経
営
を

「
:
:
:
次
の
来
る
べ
き
選
挙
で
は

τ1 

ま
じ
め
に
考
え
る
か
ぎ
り
で
て
く
る
戸
で
為
っ
た
。
し
か
し
ア

l

チ
は
こ
れ
に
対
し
て
反
対
し
た
。
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円
山
崎
〉

『
公
正
な
貿
易
』
を
主
張
す
る
化
け
物
た
ち
と
闘
お
う
」
と
呼
び
か
け
て
、
か
れ
は
選
挙
綱
領
の
第
一
項
目
に
「
自
由
貿
易
」
を
と
訴
え

(
ロ
】

た
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
の
世
界
的
優
位
を
象
徴
す
る
自
由
貿
易
理
念
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
イ
ギ
リ

ス
産
業
の
世
界
市
場
で
の
地
位
は
ま
だ
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
こ
う
し
た
風
潮
に
さ
か
ら
っ
て
保
護
貿
易
を
主
張
す
る
ほ
ど
ア

I

チ

自
身
も
、

イ
ギ
リ
ス
農
業
資
本
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

ア
ー
チ
に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
た
て
な
お
し
は
、
な
に
よ
り
も
農
業
労
働
者
の
窮
状
を
救
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ
ら
何
千
人

と
い
う
勤
勉
で
意
志
の
あ
る
労
働
者
た
ち
が
も
は
や
土
地
か
ら
締
め
だ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
公
正
な
自
由
保
有
地
を
獲
得
し
、
自
分
と
そ

の
家
族
た
ち
の
た
め
の
食
糧
を
生
産
す
る
機
会
を
も
っ
」
こ
と
が
、
一
八
八
六
年
国
会
で
の
か
れ
の
処
女
演
説
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
に
農
業
労
働
者
は
「
公
正
な
市
場
価
額
で
一
な
い
し
二
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
コ
ニ
ェ
ー

の
土
地
と
一
匹
の
牝
牛
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

カ

(
耕
地
の
場
合
一
エ
ー
カ
ー
、
牧
草
地
な
ら
三
エ
ー
カ
ー
)

実
現
す
る
た
め
に
、
「
政
府
ま
た
は
地
方
政
治
当
局
」
が
、
「
公
正
な
価
格
で
す
べ
て
の
村
の
土
地
を
購
入
」
し
、
「
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
人

γ

ロ
ッ
ト
〆
ン
ト
(
同
日
〉

に
小
さ
な
土
地
を
貸
す
か
売
る
か
す
る
」
と
い
う
庭
畑
地
法
の
成
立
を
か
れ
は
説
い
た
。
こ
れ
こ
そ
が
農
業
労
働
者
の
「
窮
状
を
柔
げ
、

(
却
〉

か
れ
ら
を
自
由
な
人
間
の
地
位
に
お
く
こ
と
」
が
で
き
る
と
い
う
の
で

か
れ
ら
の
一
波
を
か
わ
か
し
、
か
れ
ら
の
悲
し
み
を
ぬ
ぐ
い
さ
り
、

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
た
て
な
お
し
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
産
業
と
し
て
自
立
す
る
と
い
う
い
み
あ
い
は
ま
っ
た
く
す
て
ら
れ
て
、
と
に

か
く
窮
乏
の
ふ
ち
に
あ
る
失
業
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
農
業
労
働
者
の
救
済
と
い
う
い
み
あ
い
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
。

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
や

J

・
コ
リ
ン
グ
ズ
ら
-
フ
デ
イ
カ
ル
た
ち
も
ア

l

チ
と
同
じ
問
題
状
況
を
と
ら
え
、
同
じ
解
決
策
を
、
も
う
す
こ
し
体

制
的
危
機
意
識
を
つ
よ
め
て
、
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
急
進
主
義
綱
領
』
の
主
要
テ

l

マ
で
あ
っ
た
。
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四

ア
ー
チ
ら
農
業
労
働
者
の
庭
畑
地
獲
得
運
動
に
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
を
結
び
つ
け
た
の
は
、

「
庭
畑
地
お
よ
び
小
保
有
地
協
会
」
で
あ
っ
た
。
J

・
コ
リ
ン
グ
ズ
や
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
、
そ
れ
に
ロ
ン
ド
ン
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
たC

一
八
八
二
年
に
設
立
さ
れ
た

-
Jア
ィ
ル
ク
、
J

・
ア
l
チ
ら
が
加
わ
っ
て
設
立
さ
れ
た
こ
の
「
協
会
」
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
合
法
的
方
法
で
、
農
村
人
口
を
土
地
と
直
接
結

び
つ
け
て
回
復
す
る
こ
と
」
を
目
ざ
し
て
活
動
を
は
じ
め
た
。
こ
の
目
的
を
は
た
す
た
め
に
、
「
代
議
制
地
方
政
治
団
体
は
、
:
:
:
公
正
な

hy
,qw
,
LF-uvv'ap 

地
代
で
適
当
な
庭
畑
地
を
農
業
労
働
者
そ
の
他
に
与
え
る
た
め
に
、
ま
た
自
作
農
に
は
永
久
的
な
返
済
地
代
で
小
土
地
保
有
を
与
え
る
た

(
I
V
 

め
に
、
土
地
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ア
l

チ
ら
の
要
求
は
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
ラ

デ
イ
カ
ル
派
の
運
動
に
ひ
き
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。

「
一
二
エ
ー
カ
ー
の
土
地
と
一
匹
の
牝
牛
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
こ
の
「
会
」
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
チ
ェ
シ
ャ

l

の
開
明
的
な
大
地
主
で
あ
る
ト
レ
マ
l

シ
ュ
卿
の
領
地
で
の
実
践
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
ト
レ
マ

か
れ
の
制
地
の
す
べ
て
の
農
業
労
働
者
に
一
一
一
エ
ー
カ
ー
の
牧
草
地
ま
た
は
半
エ
ー
カ
ー
の
耕
地
と
一
匹
の
牝
牛
を
与
え
て
、

農
業
労
働
者
の
生
活
を
安
定
さ
せ
、
領
地
経
営
を
維
持
し
た
。
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
こ
う
し
た
実
践
を
紹
介
し
た

F

・
イ
ン
ピ
の
『
三
エ
ー

カ
ー
の
土
地
と
一
匹
の
牝
牛
』
に
序
文
を
か
い
て
、
こ
れ
ら
「
住
民
の
う
ち
で
も
っ
と
も
数
が
多
く
、
も
っ
と
も
繁
栄
し
て
い
な
い
階
級

の
福
祉
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
義
務
」
で
あ
る
と
説
い
て
、
庭
畑
地
の
地
方
政
治
団
体
に
よ
る
確
保
案
に
賛
成
し
た
。

ー
シ
ュ
土
、

深
刻
な
イ
ギ
リ
ス
の
民
業
危
機
と
そ
の
中
で
の
農
業
労
働
者
の
困
窮
と
そ
の
救
済
の
方
向
を
、
こ
う
し
た
ア
l

チ
ら
農
業
労
働
者
の
運

動
を
つ
う
じ
て
み
い
だ
し
た
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
が
、
こ
れ
を
一
八
八
五
年
の
『
急
進
主
義
綱
領
』
の
中
心
テ
1
7

に
仕
立

(
4
V
 

て
上
げ
て
い
く
上
で
、
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
が
強
く
働
い
た
。
そ
の
一
つ
は
、

一
八
八
四
年
選
挙
法
改
正
に
よ
っ
て
、
農
業
労
働
者
を
中
心

と
す
る
新
有
権
お
た
ち
が
大
巾
に
設
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
新
選
挙
法
に
よ
っ
て
、
有
権
者
の
「
五
分
の
三
が
労
働
人
口
に
属
し
て
い



とる
うー
けと
とし、

らう
れ新
たすた
。-'な

態
l土

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
に
と
っ
て
、
政
治
体
制
へ
の
危
機
感
を
増
す
よ
り
も
む
し
ろ
、
大
い
に
有
利
な
事
態
だ

(
6
)
 

「
こ
れ
ま
で
立
法
に
お
い
て
無
視
さ
れ
て
き
た
考
え
や
望
み
や
要
求
が
、
議
会
に
戸
を
み
い
だ
す
だ
ろ
う
。
」そ
れ

は
政
治
の
流
れ
の
変
化
を
い
み
す
る
。
こ
の
新
選
挙
法
こ
そ
「
平
和
に
静
か
に
達
成
さ
れ
た
一
つ
の
革
命
で
あ
る
。
力
の
中
心
は
動
い
た
。

(
7
)
 

そ
し
て
古
い
秩
序
は
新
し
い
も
の
に
場
所
を
ゆ
ず
り
つ
つ
あ
る
。
」

一
八
八
五
年
は
じ
め
、
パ
1

ミ
ン
ガ
ム
の
選
挙
民
に
こ
の
よ
う
に
訴

え
た
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、

こ
の
革
命
の
に
な
い
手
と
な
る
べ
く
自
負
し
て
い
た
。
か
れ
の
政
治
的
基
盤
は
、
こ
う
し
た
新
有
権
者
た
ち
、

す
な
わ
ち
農
業
労
働
斉
に
あ
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
は
、
「
社
会
主
義
の
復
活
」
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、H
・

M
-
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
、

ジョジフ・チェンパレンにおける「改革」と「帝国」

H

・
ジ
ョ
ー
ジ
の
「
土
地
国
有
化
論
」
に
た
い
し
て
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
農
業
労
働
者
の
窮
状
に
つ
い
て
の
現
実
的
な
認
識
を
も
つ
が

ゆ
え
に
、

つ
よ
い
危
機
意
識
を
も
っ
た
。

一
八
八
一
年
、

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
が
『
民
主
連
盟
』
を
結
成
し
た
当
初
、
「
私
た
ち
は
『
民
主
連

盟
』
の
方
向
を
と
り
、

ハ8
〉

て
い
た
。

ミ
ス
・
へ
レ
ン
・
テ
イ
ラ
ー
や
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
氏
の
味
方
に
な
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
チ
ェ
ン
バ
レ
シ
は
み

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
の
こ
の
結
成
の
と
き
に
配
布
さ
れ
た
『
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』
の
も
つ
思
想
構

(9
>

造
は
、
そ
れ
が
「
土
地
と
帝
国
問
題
を
一
つ
に
結
び
つ
け
た
こ
と
に
特
記
す
べ
き
も
の
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
チ
ェ
ン
バ
レ
シ

〔
叩
)
》

(
u
v

の
思
想
的
枠
組
み
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
「
慎
重
に
別
の
途
を
採
用
し
た
」

た
し
か
に
、

の
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
に
と
っ
て
は
、

ハ
イ
ン
ド
マ

γ

は
、
魅
力
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
有
財
産
を
否
定
し
階
級
闘
争
を
説

く
危
険
な
共
産
主
義
者
に
み
え
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
を
危
険
な
共
産
主
義
者
に
み
な
し
た
限
は
、
ま
さ
に
、
パ

l

ミ
ン
ガ
ム
金

属
工
業
の
資
本
家
経
営
者
の
限
で
あ
っ
た
。

75 

こ
の
限
は
ヘ
ン
リ
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
た
い
し
て
ま
す
ま
す
つ
よ
く
働
い
た
。

地
固
有
化
論
」
を
も
っ
で
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て
き
た
ジ
ョ
ー
ジ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
衆
か
ら
絶
大
な
支
持
を
与
え
た
の
を
み
て
、
チ
ェ
ン

パ
レ
ン
は
、
こ
う
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
の
提
案
が
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
聞
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
「
十
分
な
意
味
を
も
ち
、
警
告
的
な

一
八
八
一
年
、
地
代
へ
の
単
一
課
税
論
を
内
容
と
す
る
「
土



76 

「
も
し
ま
す
ま
す
必
要
治
判
増
，
杢

9
忍
ど
う
し
た
事
実
に
す
ば
や
く
対
応
す
る
何
か
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、

私
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
が
提
案
す
る

:
:
:
r
←
ρ
よ
う
な
野
蛮
な
理
論
と
不
正
な
方
法
を
〔
現
実
に
〕
見
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

か
れ
は
警
告
し
情
ジ

V
lジ
に
対
抗
し
て
、
労
働
者
階
級
の
た
め
に
何
か
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

れ
な
い
」
と
、

一
八
八
三
年
、

事
実
で
あ
る
」
と
の
ベ
た
。

ぃ
。
こ
れ
が
「
社
会
改
革
」
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
の
「
土
地
固
有
化
論
」
は
、
閉
じ
こ
ろ
イ
ギ
リ
ス
で
「
土
地
固
有
化
協
会
」
を
結
成

し
て
、

ジ
ョ
ー
ジ
と
は
多
少
い
み
あ
い
が
ち
が
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
同
じ
よ
う
な
土
地
国
有
化
論
を
と
な
え
た
A
・

R

・
ウ
ォ
レ
ス
と

ハ
ロ
)

イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
を
つ
よ
く
ひ
き
つ
け
た
。
か
れ
ら
の
「
土
地
固
有
化
論
」
は
、
資
本
主
義
的
農
業
生
産
に
と
っ
て

結
び
つ
い
て
、

極
措
と
な
る
は
ず
の
土
地
所
有
H

地
代
を
否
定
し
て
、
「
純
粋
な
」
資
本
主
義
的
農
業
生
産
の
展
開
を
の
ぞ
む
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て

生
産
手
段
一
般
の
私
有
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
い
み
で
は
、
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
の
こ
る
半
封
建
的
な
土
地
所
有
を

打
破
し
よ
う
と
し
て
き
た
伝
統
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
た
ち
(
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
を
含
め
て
)

の
主
張
の
路
線
か
ら
そ
れ
ほ
ど
ず
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が
「
土
地
固
有
化
論
」
を
お
そ
れ
た
の
は
、
土
地
固
有
化
の
論
理
的
帰
結
と

し
て
で
て
く
る
私
有
財
産
一
般
の
否
定
に
た
い
し
て
で
あ
っ
た
。

チ
ェ
ン
パ
レ

γ

は
、
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
や
ジ
ョ
ー
ジ
の
指
摘
す
る
富
と
貧
困
の
圧
倒
的
格
差
を
、

か
れ
ら
以
上
に
、
事
実
と
し
て
認
識
し

て
い
た
。
こ
の
国
の
「
安
楽
」
や
「
ぜ
い
た
く
」
の
い
ち
じ
る
し
い
増
加
と
、
「
も
っ
と
も
み
じ
め
な
貧
窮
に
お
い
や
ら
れ
て
い
る
:
:
:
農

業
労
働
者
階
級
」
の
存
在
を
く
り
か
え
し
指
摘
し
た
『
急
進
主
義
綱
領
』
の
時
代
の
が
れ
の
演
説
を
み
る
と
、
か
れ
の
視
点
が
パ

l

ミ
ン

ガ
ム
の
都
市
貧
民
か
ら
農
業
労
働
者
に
う
つ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
よ
み
と
れ
る
。
，
農
業
労
働
者
階
級
の
大
巾
な
政
治
参
加
を
「
革
命

が
れ
ら
の
「
革
命
」
を
お
そ
れ
た
。

の
時
代
」
の
到
来
だ
と
期
待
し
な
が
ら
、

し
か
し
同
時
に
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
は
、

「
富
と
暇
の
享
受

は
犯
罪
で
は
な
い
が
、
貨
任
な
し
に
は
こ
れ
ら
の
状
態
の
下
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
金
持
ち
は
一
層
、

(
店
)

か
れ
ら
を
脅
か
し
て
い
る
危
険
か
ら
自
分
た
ち
を
守
り
う
る
だ
ろ
う
。
」レッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
に
ま
か
せ
て
貧
困
の
蓄
積
を
放
置
す
る
時

代
は
す
ぎ
去
っ
た
。
金
持
ち
が
富
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
階
級
に
一
定
の
責
任
を
は
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
か
れ



e ‘“ 

ら
の
義
務
で
あ
り
、
「
革
命
に
た
い
す
る
金
持
ち
の
支
払
う
保
険
」
で
あ
る
と
、チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
は
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

保

険
」
こ
そ
が
、

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
や
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
抗
し
て
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が
実
現
の
努
力
を
し
た
「
社
会
主
義
」
で
あ
っ
た
。

保
険
を
か
け
る
の
は
金
持
ち
で
あ
る
が
、
保
険
の
実
行
主
体
、
す
な
わ
ち
か
れ
の
い
う
「
社
会
主
義
」
の
に
な
い
手
は
、
「
国
家
」
で
あ

る
と
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
考
え
た
。

「
:
:
:
あ
ら
ゆ
る
地
方
的
経
験
、
あ
ら
ゆ
る
地
方
組
織
を
利
用
し
て
、
弱
者
を
保
護
し
、
貧
民
に
食
糧

を
与
え
、
わ
が
社
会
制
度
の
不
平
等
を
正
し
、
生
き
る
た
め
の
き
び
し
い
闘
い
の
条
件
を
和
ら
げ
、
住
民
大
多
数
の
平
均
的
な
享
受
を
た

か
め
る
こ
と
は
、
国
家
l
l

す
な
わ
ち
そ
の
湾
は
れ
た
代
表
を
つ
う
じ
て
活
動
す
る
全
人
民
の

l
l

権
威
で
あ
り
義
務
で
あ
る
:
:
:
」
こ

こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

チ
ェ
ン
パ
レ

γ

は
、
国
家
を
、
そ
の
成
員
の
利
益
の
擁
護
者
と
し
て
と
ら
え
、
人
民
の
意
志
と
希
望
の
組
織
的

ジョジフ・チェ γパレ γにおける「改革」と「帝国」

な
表
現
で
あ
る
と
み
て
い
た
。
ド
イ
ツ
で
同
じ
こ
ろ
ピ
ス
マ
ル
ク
の
も
と
に
登
場
し
て
い
た
「
国
家
社
会
主
義
」
は
、
ジ
ョ
ン
・
レ
イ
の

(
M
)
 

紹
介
を
と
お
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
し
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、
か
れ
ら
と
ち
が
っ
て
「
国
家
」
の
実
体
を
、
民
主
的
選
挙

(
u
v
 

を
つ
う
じ
て
住
民
の
意
志
を
適
格
に
反
映
さ
せ
る
「
地
方
政
治
制
度
」
そ
の
も
の
だ
と
把
握
し
て
い
た
。
パ

l

ミ
ン
ガ
ム
市
長
と
し
て
の

か
れ
の
経
験
は
、

か
れ
に
抽
象
的
国
家
概
念
を
許
さ
な
か
っ
た
。

農
業
労
働
者
の
窮
状
は
農
業
の
窮
状
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
は
、

こ
の
農
業
問
題
解
決
の
た
め
に
二
つ
の
提
案

を
し
た
。

一
つ
は
一
八
六
0
年
代
い
ら
い
の
イ
ギ
リ
ス
・
ラ
デ
ィ
カ
ル
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
土
地
所
有
制
度
の
近
代
化
、
す
な

わ
ち
半
封
建
的
な
土
地
法
を
改
正
し
て
、
土
地
所
有
に
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
を
み
と
め
、
借
地
農
の
借
地
権
を
安
定
さ
せ
て
、
か
れ
ら
の

経
営
を
た
て
な
お
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
ア

l

チ
ら
農
業
労
働
者
の
要
求
を
う
け
つ
ぐ
「
三
エ
ー
カ
ー
の
土
地
と
一

匹
の
牝
牛
」
の
実
現
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
政
治
団
体
が
土
地
を
強
制
購
入
し
て
、
そ
れ
を
農
業
労
働
者
に
庭
畑
地
と
し
て
貸
し

あ
た
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
一
の
土
地
所
有
の
レ
ヅ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
と
い
う
提
案
に
つ
い
て
、

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、

Tこ
し
か

賛
成
し
て
提
案
し
て

イ'し、

ギる
リの
スで
植あ

77 

る
が
、
こ
れ
で
問
題
が
解
決
す
る
と
は
け
っ
し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ア
イ
ル
ラ

γ

ド
で
は
、
大
土
地
所
有
の
解
体
は
、



<
、

冒

民
地
支
配
打
倒
の
象
徴
と
し
て
十
分
に
い
み
を
も
ち
え
た
こ
の
要
求
が
、イシ
グ
ラ

γ

ド
で
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
剖
d
u
の
ト
レ
ー
ド

「
こ
れ
〔
土
地
法
の
改
革
〕
を
す
べ
て
実
現
し
た
と
き
、
も
っ
と
な
さ
れ
る

べ
き
こ
と
が
ま
だ
あ
る
」
と
い
う
の
が
チ
z
y

パ
レ
ン
の
意
見
で
あ
っ
た
。
土
地
取
引
の
レ
V

セ
・
フ
ェ
ー
ル
が
実
現
し
て
も
、
土
地
は

ハ
幻
)

持
主
を
か
え
る
だ
け
で
「
同
じ
階
扱
の
人
々
の
手
に
残
る
だ
ろ
う
。
金
持
ち
は
い
つ
も
貧
民
と
競
争
し
て
勝
つ
だ
ろ
う
。
」
イ
ン
グ
ラ

γ

ハm
)

ド
の
農
業
労
働
者
に
も
ス
コ
V

ト
ラ
ソ
ド
の
グ
ロ
フ
タ
ー
に
も
、
こ
れ
が
「
大
し
た
こ
と
を
な
す
と
は
思
わ
な
い
」
と
か
れ
は
い
う
の
で

-
マ
l

グ
と
し
て
の
い
み
し
か
も
ち
え
な
く
な
っ
て
い
た
。

あ
る
。
チ
ェ
γ

バ
レ
ン
に
と
っ
て
農
業
問
題
は
、
借
地
農
業
資
本
家
の
問
題
と
い
う
よ
り
農
業
労
働
者
問
題
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
v

ド
ス
ト

ン
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
み
と
め
た
土
地
購
入
資
金
の
借
地
農
へ
の
貸
与
と
い
う
要
求
は
、

こ
こ
に
は
け
っ
し
て
で
て
こ
な
い
し
、
借
地
農

に
と
っ
て
緊
急
で
あ
っ
た
は
ず
の
保
護
関
税
は
(
二
十
年
の
ち
に
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
の
た
め
に
主
張
さ
れ
る
と
と
は
あ
っ
て
も
)
、
こ
こ

で
農
業
資
本
の
た
め
に
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
。

<nv

チ
ェ
ン
バ
レ

γ

に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
農
業
労
働
者
を
、
「
ヨ
1

マ
ン
」
と
し
て
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
川
叫
〉

(
m
v

ト
レ
マ
l

ジ
ュ
卿
の
実
践
を
た
か
く
評
価
し
て
、
か
れ
は
、
そ
れ
を
「
立
法
の
力
で
全
力
を
あ
げ
て
」
お
こ
な
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
農
業
労
働
者
が
、
現

在
放
楽
さ
れ
て
い
る
農
場
に
「
三
エ
ー
カ
ー
の
土
地
」
を
え
て
入
植
し
、
穀
作
か
ら
酪
農
や
園
芸
農
業
に
転
換
す
る
と
き
、
貧
窮
の
ふ
ち

「
土
地
は
地
代
の
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ど
ん
な
制
度
で
あ
れ
、
そ
の
土
地
で
ど
れ
だ
け
の
家
族
が
幸
福
に
安
楽
に
暮
ら
せ
る

(mv 

か
が
評
価
の
基
準
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
地
主
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
る
貨
幣
の
額
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
」

に
い
る
農
業
労
働
者
は
救
済
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
型
資
本
主
義
農
業
と
共
存
し
う
る
だ
ろ
う
と
か
れ
は
考
え
た
。
借
地
農
に
て
こ
入
れ
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
的
農
業
経
営
を
た
て
な
お
す
と
い
う
道
で
は
な
く
て
、
自
由
で
裕
福
で
あ
っ
た
か
つ
て
の
独
立
自
営
農
民
的
な
農

業
労
働
者
を
う
み
だ
す
こ
と
が
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
革
命
の
危
険
か
ら
救
い
だ
す
唯
一
の
道
だ
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
メ
リ
l

・

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
の
復
活
は
、
こ
う
し
た
い
み
で
理
想
と
さ
れ
た
c

そ
の
後
一
八
九
0
年
代
に
な
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
農
業
危
機
が
一
層
深

ま
る
に
つ
れ
て
、
「
メ
リl

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
は
、
農
業
労
働
者
や
都
市
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
つ
よ
い
共
感
を
え
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
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進
主
義
綱
領
』
の
こ
れ
と
同
名
の
最
後
の
章
(
地
方
政
治
の
部
分
は

T
・

H
・

s
-

エ
ス
コ
ッ
ト
が
、

ア
イ
ル
ラ

γ
ド
の
部
分
は
G
・
フ

i

ト
リ
ル
が
執
筆
し
た
)

t土

こ
の
時
代
の
チ
ェ
シ
パ
レ
γ

ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
へ
の
公
式
の
見
解
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
を
、
地
方
弘
治
の
拡
充
の
原
理
で
解
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
都
市
に
み
と
め
ら
れ
て
い

る
地
方
自
治
権
を
農
村
に
拡
大
す
る
こ
と
で
農
業
問
題
を
解
こ
う
と
し
た
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
治
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
法
律
家
フ
ォ
ト
リ
ル
が
、
こ
の
『
急
進
主
義
綱
領
』
で
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
任
命
す
る

<1)

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
の
支
配
す
る
「
ダ
プ
リ
ン
・
カ
l
ス
ル
」
の
絶
対
主
義
的
な
統
治
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
、
当
時
の
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
統
治
が
、
外
国
勢
力
の
銃
剣
に
守
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

(

2

)

 

を
反
映
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
制
度
だ
と
批
判
し
て
い
る
。

ア
イ
ル
ラ
シ
ド
人
が
か
れ
ら
の
地
方
的
諸
問
題
に
な
ん
ら
か
れ
ら
の
声

「
ダ
プ
リ
γ

・
カ
l
ス
ル
と
し
て
し
ら
れ
る
ば
か
げ
た
腹
だ
た
し
い
ア
ナ
ク

ジョジフ・チェ γパレγにおける「改革」と「帝国」

ロ
ニ
ズ
ム
を
ま
っ
た
く
改
革
し
、
外
国
人
官
吏
か
ら
な
る
こ
れ
ら
よ
そ
も
の
行
政
局
を
ま
っ
た
く
一
掃
し
、
純
粋
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
的
な

<sv

仕
事
に
は
、
真
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
よ
る
管
理
に
す
る
こ
と
」
が
な
に
よ
り
も
緊
急
だ
と
か
れ
は
み
て
い
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
か

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
ウ
ン
シ
ル

か
わ
る
地
方
的
な
問
題
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
自
身
の
構
成
す
る
国
民
議
会
が
取
り
扱
い
、
こ
の
議
会
は
地
方
税
で
そ
の
費
用
を
ま
か

門4
)

な
う
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
方
政
治
の
原
理
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
州
だ
け
で
な
く
ア
イ
ル
ラ
ジ
ド
に
も
適
用
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
連

パ
I

ヲ
メ
シ
ト

合
王
国
に
、
帝
国
議
会
(
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l

の
)
を
最
高
機
関
と
し
て
、
そ
の
下
に
ス
コ
v

ト
ラ
シ
ド
や
ウ
ェ
l

ル
ズ
な
ど
を
含
め

カ
ウ
シ
テ
ィ
・
ポ
l
p

た
各
「
国
民
議
会
」
、
そ
し
て
そ
の
下
に
各
「
州
議
会
」
が
お
か
れ
て
、
一
元
化
し
た
合
理
的
な
中
央
l

地
方
政
治
制
度
が
確
立
さ
れ
る

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
理
想
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
議
会
は
も
ち
ろ
ん
「
統
治
の
唯
一
の
真
実
の
原
理
で
あ
る
被
統
治
者
に
よ
る
自
由

門5
U

な
選
挙
に
も
と
づ
く
」
と
い
う
民
主
政
治
の
原
理
が
た
て
ま
え
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
を
あ
く

こ
と
を
、

ま
で
地
方
政
治
の
原
理
で
解
こ
う
と
し
た
。

ア
イ
ル
ラ

γ

ド
は
連
合
王
国
の
一
地
方
で
あ
っ
て
け
っ
し
て
分
離
は
み
と
め
ら
れ
な
い
と
い

う
の
が
こ
の
と
き
の
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
問
題
に
た
い
す
る
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
た
。

81 

ア
イ
ル
ラ
シ
ド
問
題
に
た
い
す
る
基
本
的
態
度
と
し
て
、

す
で
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、

一
八
七
四
年
、
パ
l

ミ
ン
ガ
ム
の
市
長
時
代
に
、



82 

「
地
方
政
治
制
度
の
拡
大
」
と
、
両
国
間
の
「
帝
国
関
係
」
の
維
持
の
二
項
目
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
し
て
一
八
八

O
年
、
グ
ラ
v

ド
ス
ト

γ
内
閣
に
加
わ
り
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
鎮
圧
」
と
「
土
地
改
革
」
に
ゆ
れ
る
当
時
の
政
治
状
況
の
中
で
、
か
れ
は
、
J

・

s

・
ミ
ル
の

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』
(
一
八
六
八
年
)
を
よ
み
、
土
地
問
題
の
解
決
の
重
要
性
を
認
識
し
、
そ
れ
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題

(
7
V
 

解
決
の
た
め
の
第
三
の
項
目
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
土
地
問
題
へ
の
認
識
は
、
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
イ
ギ

リ
ス
農
業
労
働
者
問
題
へ
の
認
識
の
深
ま
り
と
と
も
に
具
体
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
に
な
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
「
帝
国
関
係
」
の
維
持
と
し
て
一
八
七
四
年
に
は
莫
然
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
第
二
項
目
も
、

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が

一
方
で
こ
の
こ
ろ
ア
フ
リ
カ
で
の
帝
国
主
義
的
な
武
力
衝
突
事
件
に
た
い
し
て
、
.
自
由
主
義
的
な
海
外
不
干
渉
主
義
を
す
て
て
「
ジ
ン
ゴ

(

8

)

 

イ
ズ
ム
」
や
「
シ
ョ
l

ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
」
に
傾
い
て
い
く
に
つ
れ
て
、
「
帝
国
の
威
信
と
誇
り
」
の
維
持
に
た
い
す
る
確
固
と
し
た
確
信
と
な

(9
>

「
個
人
と
同
じ
よ
う
に
、
偉
大
な
国
民
は
、
そ
の
隣
国
に
た
い
し
て
義
務
と
責
任
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

る
。
金
持
ち
は
貧
民
の
生
活
に
干
渉
す
る
義
務
と
責
任
が
あ
る
と
い
う
チ
ェ

γ
パ
レ
ン
の
「
都
市
社
会
主
義
」
の
論
理
が
、
帝
国
関
係
の

維
持
だ
け
で
な
く
積
極
的
な
帝
国
主
義
的
海
外
拡
張
の
論
理
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
六
年
四
月
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
が
き
わ
め
て
困
離
な
政
治
状
況
の
中
で
提
出
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
法
案
に
た
い
し
て
、
チ

ェ
ン
バ
レ
ン
が
つ
よ
く
反
対
し
た
の
は
、

こ
の
第
二
項
目
で
あ
る
「
帝
国
関
係
」
の
維
持
に
か
か
わ
る
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
案

に
反
対
し
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
内
閣
を
辞
任
し

(
こ
の1
r
き
自
治
相
で
あ
っ
た
)
、
自
由
党
か
ら
分
裂
し
て
リ
ベ
ラ
ル

-
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
党
を
結
成
し
た
。

い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
自
治
の
危
機
」
と
い
う
政
治
危
機
が
こ
こ
に
う
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、

か
れ
の
こ
う
し
た
行
動
を
支
え
た
の
は
、
「
帝
国
関
係
」
の
維
持
な
い
し
は
「
帝
国
の
威
信
」
に
支
え
ら
れ
た
か
れ
な
り
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
観
で
あ
っ
た
。

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
自
治
法
案
は
、

い
わ
ゆ
る
自
治
法
案
と
土
地
購
入
法
案
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
い
た
。
第
一
の
自
治
法
案
は
、

L 、

わ

ゆ
る
カ
ナ
ダ
方
式
の
自
治
案
で
、
防
衛
、
外
交
、
貿
易
、
課
税
(
地
方
税
は
別
)
権
を
う
ば
っ
て
お
い
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
自
治
を
み



と
め
、

バ
ー
ラ
メ
ン
ト

ダ
プ
リ
ン
に
議
会
を
も
う
け
、

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

l

議
会
へ
の
代
表
権
を
み
と
め
な
い
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
第
二

の
土
地
購
入
法
案
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
借
地
換
に
地
主
か
ら
の
土
地
購
入
の
資
金
を
貸
与
す
る
た
め
に
、
巨
額
な
イ
ギ
リ
ス
政
府
公
債
を

発
行
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が
こ
う
し
た
法
案
に
反
対
し
た
第
一
の
主
要
な
問
題
は
、

議
会
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
。
か
れ
の
批
判
の
第
一
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
課
税
権
も
外
突
権
も

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

奮
っ
て
お
い
て
し
か
も
帝
国
議
会
へ
の
代
表
権
も
み
と
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
民
主
主
義
的
な
政
治
原
則
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
叩
)

パ
|
ミ
ン
ガ
ム
に
地
方
政
治
を
認
め
て
お
い
て
、
議
会
へ
の
代
表
権
を
奪
う
に
ひ
と
し
い
と
、
チ
ェ
ン
パ
レ

γ

は
バ
l

ミ
ン
ガ
ム
の
選

挙
民
に
訴
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
外
交
・
軍
事
・
課
税
権
を
奪
っ
て
お
い
て
自
治
を
み
と
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

ジョジフ・チェ γパレンにおける「改l(':J と「帝国」

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
い
う
よ
う
に
民
主
主
義
の
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
か
ら
外
交
権
も
軍
事
権
も
課
税
権
も
み
と
め
て

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
民
族
自
決
権
を
と
い
う
要
求
が
で
て
く
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
は
、
「
帝
国
関
係
」
の
維
持
の
た

め
に
、

こ
う
批
判
し
た
。ア

イ
ル
ラ
ン
ド
に
議
会
を
み
と
め
る
こ
と
は
、

第
二
の
批
判
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
と
帝
国
議
会
が
形
式
的
に
は
平
等
関
係
に
た

つ
こ
と
だ
と
か
れ
は
理
解
し
、
そ
の
ま
ま
い
け
ば
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
独
立
し
た
一
つ
の
外
国
と
な
り
、
帝
国
の
威
信
は
名
前
だ
け
・
に
な

(

H

)

 

る
」
と
お
そ
れ
た
。
最
終
的
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
「
分
離
」
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
け
ば
、
イ
ギ
リ

ス
帝
国
に
敵
対
す
る
勢
力
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
か
れ
は
み
て
い
た
。

(
臼
)

て
い
る
階
級
の
大
分
裂
が
あ
る
。
」

「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
、
非
常
に
大
き
な
困
難
を
つ
く
り
だ
し

こ
の
点
で
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ち
が
う
と
か
れ
は
い
う
の
で
あ
る
。
階
級
的
大
分
裂
を
そ

の
ま
ま
に
し
て
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
い
う
よ
う
な
「
自
治
」
を
み
と
め
れ
ば
、
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
は
イ
ギ
リ
ス
か

ら
独
立
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
独
立
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
眼
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
農
業
労
働
者
の
革
命
と
お
な
じ
く
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
体
制
そ
の
も
の
の
危
機
と
う
つ
っ
た
の
で
あ
る
0

9
d
 

。
。

一
八
八
六
年
グ

貧
し
い
農
業
国
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
イ
ギ
リ
ス
に
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
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フv

ド
ス
ト
ン
と
の
決
裂
い
ご
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
け
ば
独
立
の
ふ
ち
に
お
い
や
る
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
農
民
の
救
済
こ
そ
が
「
重
大
で
緊

円
日H〉

急
」
な
課
題
だ
と
み
な
す
よ
う
に
な
る
。
か
れ
は
グ
ラ
v

ド
ス
ト

γ

の
提
案
し
た
「
土
地
購
入
法
案
」
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
借
地
農
の

み
か

a

対
象
に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
で
は
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
の
農
業
・
土
地
問
題
は
解
決
し
な
い
と
批
判
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
γ
ド
の
「
臣
倒
的

大
多
数
の
農
民
は
、
借
地
農
で
は
な
い
。
庭
畑
地
を
も
っ
た
農
業
労
働
者
の
性
質
を
大
い
に
も
っ
て
い
る
。
」

こ
う
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
農
民
は
、
「
い
ま
や
仕
事
の
な
い
農
業
労
働
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
ら
は
こ
の
庭
畑
地
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

円
一
同
〉

た
め
に
は
十
分
な
広
さ
で
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
農
業
に
雇
用
を
み
い
だ
し
え
な
い
で
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
庭
畑
地
で
食
い
つ
な
い
で
い

だ
が
そ
の

る
貧
窮
化
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
農
民
の
存
在
に
、
チ
且
γ
パ
レ
γ

は
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
問
題
の
根
源
を
み
た
。

こ
う
し
た
農
民
を
救
済
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
か
れ
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
農
業
労
働
者
に
庭
畑
地
を
と
訴
え
た
の
と
は

ち
が
っ
て
、

わ
ず
か
ば
か
り
の
庭
畑
地
を
も
っ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
貧
農
に
は
、
雇
用
を
と
主
張
し
た
。
し
か
し
か
れ
は
、

ア
イ
ル
ラ
シ
ド
借

地
農
経
営
が
、

イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
の
資
本
主
義
的
農
業
に
対
抗
し
て
存
立
し
う
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
伝
統
的
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
し
て
食
糧
と
労
働
力
の
み
を
提
供
さ
せ
ら
れ
て
き
た
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
に
産
業
を
と
い
う
に

は
、
か
れ
は
現
実
主
義
者
で
あ
り
す
ぎ
た
。
か
れ
に
と
っ
て
現
実
的
な
、
そ
し
て
パ
l

ミ
ン
ガ
ム
で
の
都
市
改
良
の
自
信
を
も
っ
て
提
案

し
え
た
唯
一
の
方
策
は
、

ア
イ
ル
ラ
γ
ド
に
「
公
共
事
業
」
を
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
地
方
財
源
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
改
良
計
画
」
、
す
な
わ
ち
「
通
信
・
漁
業
・
港
湾
・
公
共
事
業
の
促
進
計
画
」
を
す
す
め
る
こ
と
が
、

問
題
解
決
の
現
実
的
な
道
で
あ
る
と
か
れ
は
説
い
凶

v
地
方
政
治
団
体
の
公
共
事
業
に
よ
る
失
業
救
済
と
い
う
視
点
は
、
バ

l
ミ
γ
ガ
ム

ア
イ
ル
ラ
シ
ド

時
代
の
チ
ェ
ン
パ
レ
γ
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
視
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
一
八
八
0
年
代
末
か
ら
九

0
年
代
に
か
け
て
、
都
市
労

働
者
の
失
業
問
題
H

労
働
問
題
が
大
き
な
社
会
的
な
問
題
と
な
る
に
つ
れ
て
、

(
路
〉

て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

チ
ェ
ン
パ
レ
シ
の
労
働
問
題
解
決
の
重
要
な
方
策
と
な
っ

(

1

)
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者
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
農
民
の
救
済
を
と
い
た
。
こ
う
し
た
か
れ
の
「
急
進
主
義
」
あ
る
い
は
「
国
家
社
会
主
義
」
は
ど
の
よ
う
に
う
け
と

ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
も
つ
体
制
的
危
機
感
と
小
所
有
者
な
い
し
小
生
産
者
の
体
制
維
持
的
役
割
の
強
調
を
う
け
つ
ぎ
、

か
れ
の
「
国
家
社

会
主
義
」
を
、
「
あ
ま
り
直
接
的
で
も
暴
力
的
で
も
な
い
方
法
で
、
社
会
主
義
の
も
っ
と
も
正
当
な
目
的
|
|
社
会
的
不
平
等
の
減
少
」
を

「
徐
々
に
達
成
す
る
」
も
の
だ
と
支
持
し
た
「
民
主
主
義
と
社
会
主
義
」
と
題
す
る
論
文
が
、

・
セ
ン
チ
ュ
リ
』
に
登
場
し
た
。
こ
の
論
文
の
執
筆
者
、G
・

c

・
プ
ロ
ド
リ
ッ
ク
は
、

一
八
八
四
年
四
月
『
ナ
イ
ン
テ
ィ
ー
ン
ス

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
ら
『
社
会
民
主
連
盟
』
を
、
階

級
闘
争
と
私
有
財
産
の
没
収
と
生
産
手
段
の
共
有
を
認
め

4

マ
ル
ク
ス
、
ラ
ッ
サ
l

ル
、

ハ2
〉

産
主
義
的
平
等
の
幽
霊
」
に
お
か
さ
れ
て
い
る
と
非
難
し
、
こ
う
し
た
共
産
主
義
の
幽
霊
の
ふ
み
こ
む
余
地
を
な
く
す
る
た
め
に
、
「
地
方

(
4
V
 

政
治
」
を
て
こ
に
し
一

u
v「
資
本
と
労
働
の
間
に
あ
る
小
雇
主
労
働
者
や
そ
の
他
中
間
的
な
連
結
環
」
を
育
成
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
政

フ
ー
リ
エ
、

ル
イ
・
プ
ラ
ン
」
ら
大
陸
型
「
共

治
的
に
は
リ
ベ
ラ
ル
・
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
い
う
よ
り
穏
健
リ
ベ
ラ
ル
に
属
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
プ
ロ
ド
リ
ッ
グ
は
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の

「
国
家
社
会
主
義
」
を
、な
に
よ
り
も
ハ
イ
ン
ド
マ
ソ
ら
の
「
大
陸
共
産
主
義
」
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
う
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
や
ブ
ロ
ド
リ
ッ
ク
と
体
制
的
な
危
機
感
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
『
急

進
主
義
綱
領
』
を
批
判
し
た
の
は
、

か
つ
て
「
労
働
者
的
知
識
人
」
と
し
て
活
躍
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の

F

・
ハ
リ
ス
ン
で
あ
っ
た
。

(

5

V

 

一
八
八
六
年
二
月
『
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
・
リ
ヴ
ュ
ウ
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
急
進
主
義
綱
領
」
と
題
す
る
か
れ
の
論
文
は
、チ
ェ
ン
バ
レ
ン

の
名
前
を
け
っ
し
て
あ
げ
な
か
っ
た
が
、

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
民
主
主
義
政
治
へ
の
信
頼
感
を
真
向
か
ら
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

八

八
四
年
の
新
選
挙
法
に
よ
る
労
働
者
階
級
へ
の
有
権
者
の
大
巾
な
拡
大
は
、

っ
て
立
つ
基
盤
と
み
な
さ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、

(
7
V
 

サ
ル
タ
ン
と
同
じ
よ
う
に
独
裁
者
に
な
る
」
と
み
な
し
た
。
政
治
的
民
主
主
義
の
拡
大
は
、
社
会
の
貧
富
の
差
が
大
き
く
、
階
級
対
立
が

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
と
っ
て
は
、
か
れ
の
「
急
進
主
義
」
の
よ

ハ6
〉

ハ
リ
ス
ン
は
、
そ
れ
を
、
「
無
知
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
り
、
「
庶
民
院
は
イ
ス
ラ
ム
の

存
花
す
る
か
ぎ
り
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
体
制
の
危
機
を
い
み
す
る
と
か
れ
は
み
て
い
た
。



議
会
が
階
級
闘
争
の
場
に
な
り
、

か
ら
独
立
さ
せ
て
、

ひ
い
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
の
場
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
，
ハ
リ
ス
ン
は
、
行
政
府
を
議
会

(
8
)
 

そ
こ
に
階
級
利
害
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
全
人
民
の
知
的
協
同
を
え
た
も
っ
と
も
有
能
な
指
導
者
」
を
配
す
る
こ
と
を

主
張
し
た
G

政
治
的
民
主
主
義
の
拡
大
の
も
た
ら
す
こ
う
し
た
政
治
的
危
機
を
、
有
能
な
官
僚
の
支
配
、
す
な
わ
ち
か
れ
の
い
う
「
ソ
シ

オ
ク
ラ
シ

l
L
の
制
度
で
防
ぎ
、
同
時
に
、
プ
ロ
ド
リ
ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う
な
中
産
的
生
産
者
、
「
財
産
を
も
ち
、
地
方
税
を
負
担
し
、

肉
体
的
力
や
自
信
を
も
っ
て
い
る
小
民
民
・
小
借
地
政
・
操
業
耕
作
者
た
ち
」
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
、
社
会
体
制
の
危
機
へ
の
歯
ど
め

(
印
)
(
口
〉

に
な
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
無
償
義
務
教
育
、
凪
教
会
の
解
体
、
地
方
政
治
の
拡
充
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
を
と
く
ハ
リ
ス
ン
は
、

川
叫
実
的
な
政
治
家
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
非
現
実
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
政
治
的
社
会
的
な
体
制
的
危
機
意
識
は

す
る
ど
か
っ
た
と
い
え
る
。

ジョジ 7 ・チェンパレンにおける r i，'bY':J と「帝 1 ï:4J

プ
ロ
ド
リ
ッ
ク
や
ハ
リ
ス
ン
が
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
体
制
へ
の
危
機
感
を
つ
よ
め
て
チ
ェ

γ
パ
レ
ン
の
『
急
進
主
義
綱
領
』
に
支
持
、
な

い
し
批
判
的
支
持
を
あ
た
え
た
と
す
れ
ば
、

か
れ
ら
の
危
機
感
を
増
幅
さ
せ
た
大
陸
型
「
共
産
主
義
の
幽
霊
」
の
一
人
で
あ
る
は
ず
の
ハ

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
『
急
進
主
義
綱
領
』
に
支
持
を
ょ
せ
た
。

(
ロ
〉

リ
』
・
に
発
表
さ
れ
た
「
急
進
主
義
者
た
ち
と
社
会
主
義
」
は
、
か
れ
の
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
へ
の
思
い
入
れ
と
支
持
の
表
明
で
あ
っ
た
。
.

イ
ン
ド
マ
ン
、
も
、

一
八
八
五
年
十
一
月
『
+
イ
ン
テ
ィ
ー
ン
ス
・
セ
ン
チ
ュ

一
八
八
五
年
の
総
選
挙
を
、

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
は
、

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
の
圧
倒
的
な
勝
利
だ
と
予
想
し
、
「
賃
金
取
得
者
と

(
日
)

ま
た
人
間
社
会
に
関
す
る
集
団
的
な
見
解
と
個
人
主
義
的
な
見
解
の
聞
の
、
近
い
将
来
の
大
闘
争
」
の
前
兆

資
本
家
・
地
主
と
の
間
の
、

だ
と
み
て
い
た
。

ハ
リ
ス
ン
が
否
定
的
に
予
想
し
た
こ
と
を
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
は
希
望
的
に
予
想
し
た
の
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ

γ
は
、
ノ、

イ
ン
ト
マ

γ

に
と
っ
て
は
、

か
れ
の
い
う
大
階
級
闘
争
の
た
め
の
希
望
の
光
だ
と
み
え
た
。
そ
の
理
由
は
、

か
つ
て
ハ
イ
γ

ド
マ
ン
が

[M)

『
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』
で
主
張
し
た
主
要
な
提
案
が
、
『
急
進
主
義
綱
領
』
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
と
か
れ
は
み
た

か
ら
で
あ
る
】
都
市
に
お
け
る
社
会
改
革
に
お
い
て
、
民
業
土
地
問
題
わ
解
決
に
お
い
て
、

0
0
 

り
扱
い
に
お
い
て
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
帝
国
問
題
へ
の
基
本
的
取

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
の
な
か
に
そ
の
思
想
的
枠
組
み
の
共
通
性
を
み
と
め
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
は
、
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「
私
た
ち
の
革
命
的
な
教
義
を
ほ
と
ん
ど
『
尊
敬
す
べ
き
も
の
』
に
し
、
そ
し
て
た
し
か
に
私
た
ち
で
は
け
っ
し
て
手
の
届
か
な
か
っ

J
た

何
十
万
人
と
い
う
中
流
階
級
に
問
題
を
考
え
さ
せ
た
。
」

「
私
た
ち
は
〔
政
治
活
動
を
〕

チ
ェ
γ
バ
レ
ン
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
の
運
動
を
評
価
し
、

チ
ェ
γ
バ
レ
γ
氏
や
ラ
プ
l

シ
ェ
氏
の
線
で
は
じ
め
る
用
意
が
あ
る
」
と
か
れ
へ
の
連
帯
の
こ
と
ば
さ
え

こ
の
よ
う
に
か
れ
は
、

の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
と
チ
ェ

γ
パ
レ
ン
の
思
想
的
枠
組
み
の
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
れ
ら
の
聞
の
決
定
的
な
ち
が
い
は
、
ハ
イ
ン
ド

〔
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
ら
〕
も
、
早
か
れ
お
そ
か
れ
制
度
の

完
全
な
変
化
を
探
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
現
在
の
社
会
を
労
働
者
の
利
益
に
も
と
づ
い
て
完
全
に
再
建
す
る
途
を
き
が
し
て
い
る
。
」

マ
ン
が
「
社
会
民
主
主
義
者
〔
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
ら
〕
も
社
会
主
義
的
ラ
デ
ィ
カ
ル

と

の
ベ
た
点
に
あ
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
γ

は
、
「
制
度
の
完
全
な
変
化
」
を
探
し
は
し
な
か
っ
た
し
、
「
労
働
者
の
利
益
に
も
と
づ
い
て
」
社
会
を

再
建
す
る
つ
も
り
も
な
か
っ
た
。
ブ
ロ
ド
リ
ッ
ク
や
ハ
リ
ス
ン
の
危
機
感
は
こ
の
点
で
正
し
か
っ
た
。
こ
う
し
た
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
と
ハ
イ

ン
ド
マ
ン
の
主
観
的
な
意
図
の
ち
が
い
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
『
社
会
民
主
連
盟
』
や
『
社
会
主
義
者
同
盟
』
の
も
っ
と
労
働
者
的
な
、
あ

る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
部
分
と
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
と
の
ち
が
い
に
く
ら
べ
れ
ば
、
そ
の
距
離
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。

(
1
)
の
・
の
・
回
目
仏
門
戸nF
R
U
E
S
n
E
n可
g
ι
m
o
n
s
-
-
ω
円

M
J
同
ヨ
』
ぜ
偽
記
叫
苦
同
町
内
廷
加
の
富
吉
川

Y
-
K
F
M
M

円
山r
H
∞
∞
串
・

(
2
)
H
F
R
L
Y
S
E
-
。
・
の
・
回
円
。
島
氏n
r
(
H
g
H
l
-
8
3

・
オ
F

九
フ
ォ
ー
ド
の
マ
l

ト

γ

・
コ
レ
ッ
ジ
学
監
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
トγ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
策
に
反
対
し
た
。

(
3
)
「
国
家
社
会
主
義
の
目
的
が
、
個
人
的
利
読
む
公
共
利
益
へ
の
従
属
に
あ
る
か
ぎ
り
、
地
方
自
治
政
治
の
拡
大
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
、
帝
国
議
会
の
支
配

の
拡
大
よ
り
も
っ
と
布
効
な
乎
段
で
あ
る
と
紅
明
す
る
だ
ろ
う
。
」
Q
F丈
・
・
司-a
4
0・
)

(
4
)
L
S町
民
・
"
咽
・
己
申
・

(
5
)
円
出
向
吋

U
S
-
-斗
宮
刃
包

&
E
-
p
o
四
日
ヨ
ヨ

m
-
ヨ
ぬ
の
さ
な
語
、
。Eq

勾
S

な
呂
句
早
『
・
昌
宏
・

(
6
)
L
E
K
-
-
司
-
N
叶
0
・

(
7
)
L
Sえ
よ
司
-
M
2
・

(
8
)
L
S
F同よH
U・
M
叶
0
・

(
9
)有
能
な
官
僚
の
支
配
す
る
行
政
の
効
市
中
化
と
い
う
ハ
リ
ス
ン
の
考
え
方
は
、
シ
ド
ュ
・
ウ
エ
ツ
プ
ら
フ
ェ
イ
ピ
ア
ン
に
う
け
つ
が
れ
る
。
も
っ
と
も
フ
ェ
イ
ピ
ア

γ
に

と
っ
て
は
そ
れ
は
階
級
利
笹
の
趨
越
者
と
し
て
の
官
僚
で
は
な
く
、
な
に
よ
句
も
「
効
率
」
の
問
題
と
し
て
う
け
と
ら
れ
た
。



(
叩)
H
F
九
九J
つ
-
M吋
一
凶

「
U
人
句
史
内
~
ょ
っ
つ
-
M
叶
一
可
l
a
c・

.
U
J
=
J
4
・
2
三
d
円
】
コ
百
コeJ
a
Y勺
完
関
門
一
回
ぺ
巳
切
悶
ロ
己
山a
x
L
s
-
M
E
M
M
.
-
M
3
b
m

〉
・3
Z
2
ミ
』
〔
4
2
5
3
J
V
λ
C
F
-

∞
∞M
-

(
刊
日
」L
S句
.
え
よ
司
・
∞
凶
い
・

「
M
)

ハ
イ
ン
ド
マ
ン
の
-
-
の
'
・
号
、
の
舵
引
止
の
内
市
什
と
，
て
の
悦
治
に
つ
い
て
は
、

安
川
悦
子
、
前
川
向1イ
ギ
リ

λ

に
お
げ
ゐ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
と
『
社
会
主

義
の
復
泊
』
」
参
附
つ

(
日)
Z
・
日r
H・
甲
グ
.
ロ
ι
ヨ

3
0
3

・
丘
、
・
-
つ
つ
・
∞
匂

1
5
.

(
日
山
」
同
宮
内
、
・
・
官
・
∞

ω
叶
・

(
げ
J
H
P九
二
百
・
∞ω叶
・

ジョジア・チェンバレンにおける rt!~郁J と r ，，'r，'I!、IJ89 

第
1

巻
『
国
富
論
』
第
一
筋
第
二
篇
第

2

巻
『
国
富

論
』
第
三
日
第
凶
篇
第

S

巻
『
国
富
論
』
第
五
篇

-
各
巻
に
「
研
究
」
と
耐
脱
出
附
会
を
収
録
。
執
筆
者
・
座
談
会

出
席
者
H

大
河
内
一
列
・
水
川
洋
・
大
塚
久
雄
・
内
川
義

彦
・
小
林
ω
げ
・
杉
以
問
郎
・
山
崎
怜
他
各
1
5
0
0

円

l筑摩書房14JPAIrAl;lift)

社
会
思
想
史
問
龍
一
時
金
集

2

7
キ
ャ
ペ
リ
か
ら
ル
カ

l

チ
ま
で
の
滞
忠
却
を
紛
街
に
追

い
、
時
代
を
肌
う
思
必
山
本
た
ち
の
歩
み
を
克
明
に
従
え
た

川
掛
川
心
山
九
の
定
説
あ
る
入
門
性
。

2
1
0
0

円

思
想
史
と
し
て
の
現
代
住
谷
一
彦

『
脱
出
』
と
『
捕
囚
』
の
歴
史
意
織
毛
沢
東
の
「
H
K征
」
と
モ

l

セ
の
「
山
エ
ジ
プ
ト
」
を
比
版
、
M
m山
民
を
転
換
さ
せ
う
る

人
間
矧
烈
を
般
大
な
史
的
情
忽
力
で
姉
く
。
1
3
0
0

円

歴
史
変
革
と
現
代
内
田
芳
明

混
迷
か
ら
の
脱
出
社
会
を
先
進
・
川
辺
・
辺
墳
の
三
知

却
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
変
不
の
追
を
検
討
す
る
紙

大
な
問
題
提
起
の
件
。

9
5
0

円



伺

初
期
ル
カ
l
チ
に
お
け
る
弁
証
法
的
方
法
の
成
立

守主・
I司

幣

秀

手口

.J 

問

題

の

提

j!] 

一
九
七
一
年
六
月
、
そ
の
八
十
六
年
に
わ
た
る
生
涯
を
お
え
た
の
可
骨
司
F
c
w品
目

(
ジ
ョ
ル
ジ
・
ル
カ
l
チ
)
の
躍
大
な
営
為
の
総

背
中+
4町
、

i
t
 い
く
た
び
か
の
「
転
回
」
と
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
変
動
す
る
歴
史
的
状
況
を
つ
う
じ
て
一
貫
し
た
原
理
的
志
向
の
跡
を
し
め
し
な

が
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
前
に
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
時
点
か
ら
す
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
、
以
下
の
三
期
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
許

さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
下
の
プ
ダ
ベ
ス
ト
に
育
ち
ド
イ
ツ
な
ど
に
遊
学
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大

亡
命
の
後
ウ
ィ
ー
ン

戦
か
ら
ロ
シ
ア
革
命
、
そ
れ
に
続
く
ハ
ン
ガ
リ
ー
評
議
会
共
和
国
の
成
立
と
い
う
歴
史
的
激
動
の
な
か
で
活
動
し
、

か
ら
『
ブ
ル
ム
・
テ
ー
ゼ
』
を
提
起
す
る
に
至
る
初
期
、

一
九
三
三
年
以
後
モ
ス
ク
ワ
に
亡
命
し
、
後
に
『
リ
ア
リ
ズ
ム
の
諸
問
題
』
な

ど
に
ま
と
め
ら
れ
る
大
学
批
評
な
ど
に
携
り
な
が
ら
基
礎
的
諸
研
究
を
続
け
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
と
と
も
に
故
国
ハ
シ
ガ
リ
l
へ

帰
還
し
て
『
若
き
へ
l

ゲ
ル
』
、
『
理
性
の
破
壊
』
以
下
の
諸
著
作
を
発
表
し
て
い
っ
た
中
期
、
そ
し
て
一
九
五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱

へ
の
参
両
以
後
、

そ
れ
ま
で
の
一
思
想
的
発
展
の
本
質
的
成
果
の
集
約
」
を
意
図
し
て
体
系
的
著
作
の
完
成
に
む
か
つ
た
後
期
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
激
励
す
る
際
史
的
現
実
と
の
交
錯
を
つ
う
じ
て
、

そ
し
て
そ
の
活
動
に
対
す
る
「
批
判
」
と
屈
折
し
た
「
自
己
批
判
」
さ
ら

に
そ
れ
ら
の
「
批
判
的
総
括
」
の
連
続
の
う
ち
に
、

つ
い
に
絶
え
る
こ
と
な
く
永
続
さ
れ
た
彼
の
理
論
活
動
の
成
果
は
、
将
来
に
わ
た
っ

て
も
そ
の
ん
上
砕
を
あ
ら
わ
し
ゅ
く
に
つ
れ
て
、
そ
う
し
た
内
実
と
規
模
と
に
ふ
さ
わ
し
い
反
響
を
よ
び
お
こ
し
続
け
ず
に
は
お
か
な
い
で

あ
ろ
う
。

日
本
に
お
け
る
「
ル
カ

l

チ
理
論
」
の
「
受
容
」
と
「
批
判
」
と
は
、
既
に
ひ
と
つ
の
一
，
歴
史
」
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
前

(

1

)

 

「
相
本
イ
ズ
ム
L
と
の
問
辿
に
お
い
て
知
ら
れ
た
後
、
「
ル
カ
ッ
チ
主
義
」
と
は
「
克
服
さ
れ
る
べ
き
誤
謬
の
代
名
詞
」
と
化
さ
れ
る
一
方
、

他
方
に
お
い
て
は
戦
中
、
戦
後
に
わ
た
り
彼
の
文
学
理
論
を
は
じ
め
と
し
た
中
期
モ
ス
ク
ワ
時
代
の
諸
著
作
の
紹
介
、
翻
訳
な
ど
が
断
続

的
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
G

そ
し
て
ふ
た
た
び
、

ル
カ
1

チ
の
初
期
に
お
け
る
理
論
活
動
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
始
め
た
の
は
、
比
較

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

的
最
近
の
動
向
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
理
論
的
反
省
を
必
要
と
す
る
現
実
の
国
際
的
な
規
模
で
の
傾
向
に
対
応
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
の
論
文
は
、
第
一
節
で
お
も
に
『
悲
劇
の
形
而
上
学
』
、
第
二
節

A
で
『
小

説
の
理
論
』
、B
で
『
美
学
に
お
け
る
主
体
l

客
体
関
係
』
等
の
著
作
を
、
歴
史
的
状
況
の
展
開
と
の
連
聞
に
お
い
て
、
・
実
証
的
・
内
在
的

に
た
ど
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
第
三
節
で
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
ひ
と
ま
ず
集
約
さ
れ
る
に
至
る
初
期
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
弁
証
法
的

主
体
の
概
念
、
弁
証
法
的
方
法
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
主
題
を
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
の
は
第
一
に
、

同
一
の
主
体
・
客
体

2
8
広
g

日

n
Z
F
Z
m
F
o
g
o
W
Cと
把
握
さ
れ
る
弁
証
法
的
主
体
の
概
念
こ
そ
、
初
期
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
弁
証

91 

法
的
方
法
の
生
命
中
枢
を
な
す
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
成
立
過
程
の
内
在
的
把
握
は
、
初
期
ル
カ
1

チ
の
理
論
活
動

に
た
い
す
る
「
批
判
」
、
あ
る
い
は
「
評
価
」
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
を
な
す
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
い
ま
な
お
揚
棄
さ

れ
な
い
が
故
に
反
復
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
が
、
原
理
的
な
水
準
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
う
し
た
把
握

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
中
期
、
後
期
へ
の
ル
カ
l

チ
理
論
の
展
開
の
意
味
を
そ
れ
と
し
て
と
ら
え
か
え
す
基
礎
が
築
か
れ
得
る
と
考
え
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、
叙
述
の
方
法
と
し
て
、
歴
史
的
背
景
を
考
慮
し
な
が
ら
「
初
期
」
の
全
体
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の

は
、
個
々
の
著
作
を

γ

「
ジ
ャ
ン
ル
別
」
に
分
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
ひ
と
つ
の
生
き
た
総
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
が

見
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
初
期
の
ル
カ
l

チ
に
お
い
て
そ
の
著
作
活
動
は
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
客
観
的
状
況
の
歴
史

化
と
異
化
と
の
循
環
を
揚
棄
す
る
た
め
に
は
、

的
展
開
に
緊
密
に
関
係
づ
伐
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
従
来
の
「
ル
カ
l
チ
覗
究
」
あ
る
い
は
「
ル
カ
1
チ
批
判
」
に
み
ら
れ
る
安
易
な
同

ひ
と
ま
ず
そ
の
理
論
形
成
の
特
殊
性
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
開
始
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
研
究
の
「
方
法
」
そ
の
も
の
が
そ
の
「
対
象
」
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
真
の
意
味
で
の
普
遍
性
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
こ
の
論
文
で
は
、
初
期
の
ル
カ
l

チ
に
お
い
て
は
、
先

行
す
る
歴
史
的
状
況
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
批
判
的
対
決
を
つ
う
じ
て
、
弁
証
法
的
主
体
の
概
念
、
弁
証
法
的
方
法
が
成
立
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
、
を
論
証
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

(
1
)
「
ゲ
オ
ル
グ
・
ル
カ
ッ
チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
殊
に
そ
の
最
後
の
章
、
「
組
織
問
題
の
方
法
論
」
(
富
。
任
。
佳

R
F
g
E

円

o
a
g
g
民
o
g
p
認
。
)
に
負
ふ
と
こ
ろ

が
多
い
」
、
と
い
う
付
記
を
も
っ
た
『
欧
州
に
於
け
る
無
産
階
級
政
党
組
織
問
題
の
歴
史
的
発
展
』
二
九
二
五
年
『
マ
ル

F

ス
主
義
』
四
、
五
、
六
月
号
(
日
本
社
会
運
動

史
料
、
機
関
紙
誌
篇
『
マ
ル
ク
ス
主
義ω
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
二
年
、
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
平
井
俊
彦
「
ル
カ
l

チ
思
想
研
究
の
動
向
」E
E

一
九
七
一
年
七
月
号
参
照
。
初
期
の
ル
カl
チ
に
つ
い
て
は
、
L

・
ゴ
ル
ド
マ
γ
の
出
向
S
F

の
3

言

S
A
3

S

礼
司
え

h
f宮
内
町
内
、
』uE
E
E旬
営.
0
N門S
F

何
回
旬
。
官
〈Ea
-
N
ロ
江n
V
H
曲
事
国
・
を
は
じ
め
と
す
る
先
駆
的
な
研
究
、
紹
介
に
続
い
て
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
研
究
書
と

し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
O

M何
回
R
5
5
m
g

各
O
R
N
号
匂
雪
道
札

E
C
A
四
s
a
s
s
r
Eヨ
M
W
主
凶
器
む

h
a
F
S
R
同
島
語
、
主
主
Q
E
月
四
回
い
忠
弘
2

・
回
E
S
H

ヨ
0
・
図
。
g
g
H
m
g
m
Z
R

陶
芸
.
~
h
a
F
b
p
h冬
、
q
g

誌
の
号
、
h
h
R
E
n
p図
。
出
回
同
唱
吋
M・.

ω

池
田
浩
士
『
初
期
ル
カ
l
チ
研
究
』
、
合
同
出
阪
、
一
九
七
二
年
。

判
官
『
間
関
凶
自E
F
F
~
R
R
b
m
凶3
r。
s
e
g
C

宮
、
h

』Z
E
E
-
同L
E
E
R
E
E
H

喧
芯
・

(
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
参
照
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
出
典
を
壁
面
す
る
。
〉



諸
形
式
の
問
題

二
十
世
紀
初
頭
の
ハ
ソ
ガ
リ
ー
で
は
、

一
八
六
七
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
「
妥
協
」
(
目
指
司
自
営
)
以
後
、
近
代
的
国
家
制
度
の
整
備
、

資
本
主
義
化
が
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
西
ヨ

l

ロ

V

パ
諸
国
か
ら
の
「
援
助
」
に
支
え
ら
れ
て
、
急
速
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、

依
然
と
し
て
農
業
従
事
者
が
過
半
数
を
占
め
、
そ
の
大
多
数
が
零
細
経
営
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
土
地
を
持
た
な
い
「
農
業
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
」
が
農
業
従
事
者
の
半
数
近
く
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
立
憲
君
主
制
下
の
国
会
は
、
土
地
貴
族
、
司
教
、
そ
し
て
新
興
の
金

融
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
な
ど
が
独
占
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
「
近
代
化
」
、
資
本
主
義
化
に
伴
う
諸
矛
盾
の
顕
在
化

を
背
景
に
し
て
、

一
八
九
O
年
、
ハ
ソ
ガ
リ
l

社
会
民
主
党
(
冨
恒
明R
m
g
a
b
z
m
g
o
w
H曲S
E
S

が
創
立
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
複
雑

な
民
族
問
題
、
農
業
問
題
に
対
応
し
得
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
専
ら
熟
練
労
働
者
層
に
依
拠
し
た
そ
の
組
織
形
態
に
対
し
て
、
「
官
僚

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

主
義
」
、
「
改
良
主
義
」
と
の
批
判
が
、E
・
サ
ボ
ー
ら
の
反
対
派
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
プ
ダ
ベ
ス
ト
の

知
識
人
グ
ル
ー
プ
は
、
文
学
雑
誌
『
西
欧
』

2
3
S

、
「
社
会
科
学
協
会
」
の
機
関
誌
『
二
十
世
紀
』(
F
H急
F
F

骨
S

に
拠
り
、
ノ、

ン
ガ
リ
l

の
「
近
代
化
」
、
「
西
欧
化
」
を
主
張
し
て
「
土
地
改
革
」
、
「
普
通
選
挙
権
の
獲
得
」
等
を
要
求
し
て
い
た
。

立
す
る
カ
l

ロ
イ
政
権
に
お
い
て
実
現
の
機
会
を
も
つ
こ
と
に
な
る
こ
う
し
た
「
急
進
主
義
的
」
思
潮
の
傾
向
は
、
そ
れ
を
代
表
す
る
ひ

一
九
一
八
年
に
成

と
り

0

・
ャ
l

シ
が
サ
ボ
ー
に
あ
て
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
紙
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
知
識
人
は
大
衆
の
な
か
で
な
か

ぽ
無
意
識
に
息
づ
い
て
い
る
も
の
を
完
全
な
世
界
観
に
変
化
さ
せ
、
道
徳
、
科
学
、
芸
術
と
い
う
武
器
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
社
会
を
く

つ
が
え
す
た
め
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
伝
統
を
な

ル
カ
l

チ
の
当
初
の
位
置
も
巨
視
的
に
は
こ
う
し
た
動
向
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
彼
自
身
は
、

円4
v

そ
こ
に
一
定
の
距
離
を
み
と
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
P

こ
ぢ
し
た
い
わ
ば
「
文
化
主
義
」
は
、

し
て
お
り
、
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G

・
ハ
ウ
プ
ト
マ
γ

等
の
戯
曲
の
上
演
を
試
み
た
自
由
劇
場
運

一
九
O
四
年
か
ら
数
年
に
わ
た
り
、
そ
の
友
人
達
と
H

・
イ
プ
セ
シ
、



lも• 
!
、
!
A
1
"

a
、

動
、
「
タ
l

リ
ア
劇
団
」
の
経
験
を
総
括
す
る
よ
う
に
、
ル
カ
l

チ
は
、
そ
の
最
初
期
の
大
著
『
近
代
演
劇
発
達
史
』23

侍
還
や
g
t

94 

迂
E
h
s
s
s
H

宮
同
町
)
(
一
九
O
八
|
O
九
年
に
執
筆
完
成
、
一
九
二
年
に
刊
行
)
に
お
い
て
、
近
代
劇
の
歴
史
的
構
造
を
考
察
し
て
い
る
。

た
め
に
」

一
九
一
四
年
、
『
社
会
科
学
お
よ
び
社
会
政
策
雑
誌
』
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
の
抄
訳
さ
れ
た
部
分
、
「
近
代
演
劇
の
社
会
学
の

<5
>

(
N
5
m
o
N
S
]
O

怯
叩
2
8
0

品
目g
g
p
g
g
)

に
よ
れ
ば
、
「
近
代
劇
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
演
劇
で
あ
る
」
。
近
代
劇
は
た

し
か
に
、
興
隆
期
に
あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
ひ
と
つ
の
表
現
と
し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
見
出
し

た
劇
場
と
は
、
も
と
も
と
娯
楽
(
〉
包pa
s
g

同
)
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
故
に
、
近
代
劇
は
、
古
代
の
劇
が

も
っ
て
い
た
よ
う
な
祝
祭
的
な
荘
厳
さ
司g
忌

n
F
m
w
)を
失
っ
て
、
単
な
る
見
世
物
(
ω
n
v
s
e
w
-
)
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
演
劇

(
回E
E
S

自
由
)
で
あ
り
、

と
劇
場
と
の
不
協
和
か
ら
結
果
す
る
の
が
、
知
性
主
義
化(
F
S
F
E
阿
佐
官
目
白
拘
)
さ
れ
た
近
代
文
化
に
対
応
し
た
「
読
む
た
め
の
戯
曲
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

ま
た
少
数
の
観
客
を
対
象
と
す
る
だ
け
の
「
親
近
劇
場
」
(
仕
切
山
田
島5
d
M
g
S
H
)

近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
総
体
の
「
合
理
化
」
沼
田
氏
。
己
目
F
E

品
、
す
な
わ
ち
画
一
化

(
5
5
E
3
S

、
即
物
化
2
3
5
5
5

也
、
そ

<6V

の
進
行
と
と
も
に
、
そ
こ
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
人
間
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
活
を
素
材
と
す
る
演
劇

し
て
脱
人
間
化
(
開
口
号
角
田
町
長
n
v
g
m
)

の
内
容
そ
の
も
の
も
ま
た
、
知
性
主
義
化
し
て
、
古
典
劇
が
も
ち
得
た
よ
う
な
様
式
を
解
体
し
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
に
な
る
。
も
は
や

熱
情

(
F
P
O師
)
を
失
っ
た
生
を
「
劇
的
に
構
成
す
る
」
の
は
、
病
理
的
な
も
の
Z
E
E
a
H
o
-
o
岡
山
田
n
v
g
)で
し
か
な
い
と
で
も
い
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
混
乱
し
、
重
層
化
し
た
近
代
社
会
に
お
け
る
現
実
、
錯
綜
し
た
諸
事
実
の
世
界
か
ら
、
人
間
の
運
命
は
ど
の
よ
う

な
必
然
性
と
し
て
形
象
化
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
い
っ
た
い
、
現
代
劇
と
い
う
も
の
は
存
在
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か

0

・
」
。こ
の
よ
う
に
、
近
代
劇
・
現
代
劇
の
問
題
性
と
可
能
性
と
が
、
不
充
分
に
で
は
あ
れ
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
総
体
の
問
題
性
と

の
連
関
に
お
け
る
近
代
文
化
そ
の
も
の
の
問
題
性
と
し
て
問
わ
れ
て
い
た
か
ぎ
り
、
既
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
当
時
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
知
識

人
の
一
方
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
思
潮
、
す
な
わ
ち
西
欧
型
の
「
近
代
化
」
を
課
題
と
す
る
方
向
と
、

ル
カ
l

チ
に
お
い
て
開
か
れ

て
い
た
視
野
と
の
相
違
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ル
カ

l

チ
の
問
題
提
起
は
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
魂
と
諸
形
式
』

(
白
b
r

句
尽
な
S
R
刷
、
H
.
同



3
5
3
F

回
目
立
(
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
一
九
一O
年
、
ド
イ
ツ
語
で
は
一
九
一
一
年
)
に
収
め
ら
れ
た
「
悲
劇
の
形
而
上
学
|
パ
ウ
ル
・
エ

ル
ン
ス
ト
」
(
冨m
g
同u
F
3
-
r
n
U
月
叶
日
間E
F
m
u
M
M
E
-
肘
自
由
同
)
に
お
い
て
、よ
り
尖
鋭
で
独
自
な
表
現
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

で
あ
る
。
人
間
と
運
命
と
の
遊
戯
で
あ
る
、
神
を
観
客
と
す
る
遊
戯
で
あ
る
。

ハ8
〉

れ
た
も
の
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
」
。

「
演
劇
は
遊
戯
3
1
s

し
か
し
、
神
に
よ
っ
て
見
ら

こ
こ
で
は
、
ル
カ
l

チ
に
よ
れ
ば
、
「
通
常
の
人
生
」2
8
V
岳

g
)
と
「
真

の
生
'
一(
H
h
Zロ
)
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
通
常
の
人
生
」
に
お
い
て
は
、
明
暗
が
無
秩
序
に
交
錯
す
る
ば
か

り
で
、
な
に
も
の
も
完
全
な
充
実
に
至
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
完
全
な
終
結
に
至
る
こ
と
も
な
い
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
が
不
純
に
混
合
し

て
流
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
「
真
の
生
」
と
は
、
生
き
つ
く
す
(
回
E
F
Z

ロ
)
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
け
カ1
現
実
で
あ
る安「
しも〉通

「常
通の
常人
の生
人」

に
お
け
る
眠
昧
な
持
続
に
、
「
真
の
生
」
は
結
着
を
つ
け
る
。
「
神
の
前
で
は
、
奇
跡
主
5
r

円
)

生
」
に
お
い
て
は
隠
さ
れ
て
い
た
人
聞
に
内
在
す
る
神
が
、
超
越
す
る
神
の
審
判
を
よ
び
お
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
の
体
験
が
新
し

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

い
認
識
を
も
た
ら
す
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
終
わ
り
で
あ
る
と
と
も
に
ひ
と
つ
の
始
ま
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
魂
に
真
に
属
す
る
も
の
、

本
質
と
化
し
た
運
命
の
必
然
的
な
展
開
だ
け
が
問
わ
れ
、
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
諸
形
式
の
制
限
を
解
消

し
て
、
そ
の
背
後
に
関
さ
れ
た
本
質
を
生
き
よ
う
と
す
る
神
秘
主
義
に
対
し
て
、
本
質
の
現
実
化
、
真
正
な
る
自
己
性
の
実
現
を
徹
底
し

て
追
求
す
る
。
悲
劇
形
式
は
、
そ
の
極
限
に
お
い
て
生
の
限
界
、
す
な
わ
ち
死
に
直
面
す
る
。
「
死
行
悲
劇
に
と
っ
て
常
に
内
在
す
る
現

(
叩
)

実
性
な
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
限
界
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
魂
の
必
然
性
に
疎
遠
な
も
の
は
こ
と
ご
と
く
放
棄
さ
れ
、

人
聞
に
固
有
の
本
質
が
覚
隈
す
る
。
死
の
現
実
性
へ
の
省
察
が
、
生
か
ら
の
考
察
を
深
化
し
、
生
を
究
極
的
に
様
式
化
す
る
の
で
あ
る
。

存「
在個
す別
る日者
Lー)

ぇ宮
例

目
ロ

" 
の

み
ヵ:

た
だ
極
限
的
な
限
界
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
た
個
別
者
の
み
が
、
そ
の
理
念
に
ふ
さ
わ
し
く
、
真
に

ル
カ
l

チ
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
極
限
に
お
い
て
生
き
る
必
然
性
の
形
式
に
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
必
然

性
」
と
し
て
の
歴
史
が
結
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
圧
史
劇
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
ふ
た
つ
の
必
然
性
」
の
結
合

.95 

は
、
現
代
劇
に
お
い
て
は
逆
説
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
ル
カ
l

チ
が
『
近
代
演
劇
発
達
史
』
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ハ
ロ
〉

以
来
、
注
目
し
て
い
た
劇
作
家
p

・
エ
ル
γ

ス
ト
の
歴
史
悲
劇
『
ブ
ル
ン
ヒ
ル
ト
』
(
回
目
島
屋
)
の
主
人
公
達
は
、
単
に
敗
れ
た
ば
か
り

で
な
く
、
汚
さ
れ
、
自
己
自
身
か
ら
疎
外
さ
れ
、
死
を
、
生
か
ら
の
救
済
と
し
て
の
死
を
待
望
し
て
い
る
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
死
は
、
真
正
な
る
生
へ
の
高
揚
で
は
な
く
、
不
純
で
疎
遠
な
現
実
か
ら
自
己
自
身
の
魂
へ
の
還
帰
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
悲
劇
形

式
と
歴
史
と
の
不
協
和

3
5
8
8
N
)、
「
理
念
」
と
「
現
実
」
と
の
需
離
が
、お
お
い
か
く
す
べ
く
も
な
く
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
評
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
魂
と
諸
形
式
』
に
お
け
る
、

み
ら
れ
る
岳
仲
か
生
の
骨
形
舟
わ
対
す
か
ル
カ

l
チ
の
批
評
は
、
繊
細
で
持
情
的
な
受
容
性
を
し
め
し
な
が
ら
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
な
ん

ノ
ヴ
ァ

l
p

ス
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
I

ル
、
そ
し
て
シ
ュ
ト
ル
ム
以
下
に

ら
か
の
か
た
ち
で
、
批
判
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
カ
l

チ
の
聞
い
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
か
た

ち
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
、
本
質
が
生
き
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
?
ど
の
よ
う
に
し
て
そ

(uv 

れ
は
、
感
覚
的
な
直
接
性
を
も
っ
た
唯
一
の
現
実
的
な
も
の
、
真
に
存
在
す
る
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
?
」
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
根
本
的
な
間
い
、
し
か
も
直
接
的
に
は
答
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
問
い
を
揚
棄
し
て
ゆ
く
行
程
が
、
す
な
わ
ち
初

期
の
ル
カ
1

チ
に
お
け
る
弁
証
法
的
方
法
の
成
立
過
程
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

(M
>

的
根
拠
で
あ
る
」
と
、

「
人
間
の
実
存
の
最
も
深
い
憧
僚
が
、
悲
劇
の
形
而
上
学

ル
カ
l

チ
は
書
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
悲
劇
形
式
」
へ
の
聞
い
、
す
な
わ
ち
真
に
生
き
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
「
形
式
」
へ
の
聞
い
が
答
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、

し
か
し
、
そ
う
し
た
間
い
の
抽
象
性
、
無
媒
介
性
の
結
果
と
し
て
、
「
通
常
の
生
」

を
「
不
純
な
混
合
」
と
し
、
「
歴
史
的
世
界
」
を
「
ま
っ
た
く
純
粋
な
存
在
」
、
「
存
在
自
体
」
(
p
g
g
曲
目n
g

直
し
た
把
握
一
か
ひ
と
ま
ず
流
動
化
さ
れ
、

と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
硬

こ
う
し
た
世
界
の
錯
綜
の
う
ち
に
こ
そ
う
か
び
あ
が
る
秩
序
、
そ
こ
に
内
在
す
る
意
味
こ
そ
が

見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
鹿
島
正
裕
氏
とG-
T

・
リ
ッ
テ
ル
シ
ュ
ポ
ルγ
氏
の
教
示
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(
2
)
第
三
節
、
冒
頭
を
参
照
。

(
3
)
M
F寸
o
r
a
-思
~
h
H
H
門S
E
t
s

偽
尚
喜
畑
町
民
司

E
7

切
S
E
H

州e
s
』H
.
n
-
同
0
0
4
2
E
E
Z
Z
O
ロ
同
M
Z
E
E
仲
間Oロ
師
同
唱
。
戸
唱
-
S

参
照
。

(
4
)
ル
カ
l

チ
は
後
年
、
『
ハ
ソ
ガ
リ
l

の
文
学
、
2

ガ
リ
l

の
文
化
』
(
出
向
さ
a
-

言
忌
向
。5
5
q
a
-
E
宣
言
)
一
九
七O
、
へ
の
序
文
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
を
ふ
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り
か
え
り
、
サ
ボ
ー
に
よ
る
G

・
ソ
レ
ル
に
つ
い
て
の
知
識
、
へ
l
ゲ
ル
、
ド
ス
ト
ェ
l
フ
ス
キ
l
、
そ
し
て
同
時
代
の
革
命
的
詩
人

E

・
ア
デ
ィ
の
影
響
等
か
ら
、
『
西

欧
』
に
は
反
対
し
、
『
二
十
世
紀
』
で
は
孤
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
司
・
.
E
r
a
-
H
L
呉
晶
g
g

仏
国
百
四
旦
自
の
己
宮
司0・
ヨ
ぬ
同
『E

図
書
居
暗
号
帆

a
a

o
E
ユ
司
令J
Z
0
・
ぉ
・
国
ロ
含
司gP
K
F
E
E自国
同
S
N
.
M
M
・
2
N
・
参
照
。

(
5
)
の
g
G
4
0

ロ

Z
E
E
-
N
R
m
o
N
E
O岡
山L
E
g
o
ι
o
g
g

り
お
自

F
b

与
を
き

E
N
E
S
S
R
F

も
き
札
匂

8
.
a
h
-
E

事
・
5
4

・
∞
-
U
2
・
池
田
浩

士
編
訳
『
ル
カ
l

チ
初
期
著
作
集
第
一
巻
』
一
一
一
一
書
房
、
一
九
七
五
年
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

(
6
)
p
m
・
o
・-
ω
-
A
W
S同
・
向
、
一
二
ハ
ベ
l
ジ
以
下
参
照
。

(
7
)
p
p
o
-
-
ω
・
叶
白
血
・

(
8
)
の
g
a
4
8
F

口
広
E
b
-
-ぬ
h叫E
r
g
h
同
丸
町
内
、
竜
宮3

回
色
町
ロ
S
F
ω
・
M
M
J『
・
池
田
縞
訳
、
問
、
四0
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
9
)
p
p
p
・
m
-
M
U
D
-問
、
四
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
叩)
p
p
o
-
-
m・
ω
会
・
問
、
五
三
ペ
ー
ジ
。

(
U
)
p
p
o
-
-
ω・
ω
合
同
い
池
田
編
訳
、
問
、
五
五
ペ
ー
ジ
。

(
M
M
)エ
ル
γ
ス
ト
の
死
(
一
九
一
一
一
一
一
一
年
)
に
至
る
ま
で
続
く
交
友
の
記
録
が

M
U
S
N
-
旬
、
宣
言
九

P
S
E
E
n
h
h
N
V急
S
S

岡
崎
芯
ミ
旬
、
霊
E
n
z
p
r
g
g
岡
市
常v
g

4
8
F
K
F
・
関
口
同N
E
n
y
J
F円H
a
F
R
E
o
-何日
ω
品
目
骨
骨
B
S

芯
・
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
日)
F
長
晶
n
回
H
A
H
-
p
o
-
-
ω
-
g
u

・
池
田
網
訳
、
四
六
ペ
ー
ジ
。

(
M
)
p
p
p
・
m
-
M
4∞
・
向
、
五
五
ペ
ー
ジ
。

(
町
四)p
p
o
-
-
m
-
a∞
・
三
城
満
穂
訳
「
悲
劇
の
形
而
上
学
」
『
ル
カ

l

チ
著
作
集
1

』
、
白
水
社
。
一
九
六
九
年
、
ニ
九
一
ペ
ー
ジ
。

客

.体

イじ

一
一l
A

ジ
γ

メ
ル
の
も
と
で
の
勉
学
、
各
地
へ
の
旅
行
、
滞
在
の
の
ち
、

(
1
v
 

ス
」
(
者
向
げ

2
・
F
g
)

の
メ
ソ
パ
ー
と
な
る
。
そ
れ
は
、
E

・
プ
ロ
v

ホ
、

ル
カ
l
チ
は
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
ヘ
移
り
、
「
ウz
l

バ
I

・
ク
ラ
イ

E

・
ラ
ス
ク
、
そ
し
て
M
・
ウ
ェ
l
バ
l
等
の
も
と
で
、
「
ド
ス

円2
)

ト
エ
l

ア
ス
キ
ー
の
作
品
に
お
け
る
美
学
と
倫
理
学
」
の
計
画
、
そ
し
て
初
期
の
「
体
系
的
美
学
」
の
試
み
に
着
手
し
た
時
期
で
あ
ウ
た
。

一
九
一
四
年
七
月
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
は
、

そ
し
て
、

一
九
O
七
年
の
シ
ュ
ト
ゥ
y

ト
ガ
ル
ト
大
会
、

九
二
一
年
の
バ
l

ゼ
ル
大
会
と
続
け
ら
れ
た
反
戦
決
議
を
放
棄
し
て
、
議
員
団
の
全
員
一
致
で
戦
時
公
債
を
承
認
し
て
い
っ
た
。
「
ド
イ

97 

ツ
の
社
会
民
主
主
義
は
、
一
九
一
四
年
八
月
四
日
以
来
、
臭
気
芽
々
た
る
毘
と
な
っ
て
い
る
」
と
、
ロ
l
ザ
・
ル
グ
セ
ン
プ
ル
グ
は
述
べ
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て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
争
に
対
す
る
全
面
的
拒
否
の
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
な
ん
ら
明
確
に
具
体
化
す
る
と
と
が
で
き
な
い
と
!

い
う
「
世
界
の
状
態
に
た
い
す
る
永
続
的
な
絶
望
の
気
分
」
の
う
ち
に
、
所
期
の
計
画
は
変
更
さ
れ
、
か
わ
っ
て
書
き
お
ろ
さ
れ
た
の
が

l

一
五
年
に
執
筆
、
発
表
は
一
九
一
六
年
)

『
小
説
の
理
論
』
(
思
町
一
早
口
忠
を
F
E
R
N

円
宮
h
a
s
g
H急
p
h
o
b
E
円
言
明
、
ミ
包
h
b
g
司
令
、

3
S

号
、
色
S

陶
芸
(
一
九
一
四

<4V

で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
は
、
『
小
説
の
理
論
』
の
内
容
に
鮮
明
に
反
映
さ
れ
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
歴
史
的
世
界
に
た
い
す
る
そ
の
危
機
意
識
を
よ
り
深
化
す
る
と
い
う
方
向
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

『
悲
劇
の
形
而
上
学
』
か
ら
『
小
説
の
理
論
』
へ
の
決
定
的
な
変
化
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
「
ど
の
よ
う
に

し
て
本
質
が
生
き
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
?

と
い
う
問
い
に
、
(
最
終
的
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
〉
悲
劇
が
形
象
化
に
よ
っ
て

答
え
た
と
き
は
じ
め
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
生
2
8
F
各
自
)
は
本
質
の
内
在
を
失
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
意
識
さ
れ
て
い
た
の

<5
>

で
あ
る
」
と
。
生
と
本
質
と
の
分
離
、
自
己
と
世
界
と
の
疎
遠
化
、
そ
し
て
世
界
の
崩
壊
と
不
完
全
性
と
を
歴
史
的
前
提
と
し
て
は
じ
め

て
、
芸
術
の
諸
形
式
が
う
し
な
わ
れ
た
総
体
性
ロ
息
苦
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
「
幻
想
的
現
実
性
」
と
し
て
自
立
し
、
人
聞
の
「
ひ

と
つ
の
活
動
領
域
」
と
し
て
完
結
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
完
結
し
た
芸
術
様
式
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
決
し
て
、
「
真
正

な
る
自
己
性
」
を
実
現
し
得
る
よ
う
な
形
式
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
う
し
た
形
式
へ
の
問
い
が
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
世
界

が
全
体
と
し
て
問
題
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
い
ま
や
前
面
に
た
ち
あ
ら
わ

れ
て
く
る
の
が
、
全
体
と
し
て
問
題
化
し
て
し
ま
っ
た
世
界
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
世
界
へ
投
げ
こ
ま
れ
た
主
体
の
様
態
で
あ
る
。
世
界

は
、
ま
さ
に
「
第
二
の
自
然
」
宮
町
四N5
-
R
E
E
)
と
し
て
、
主
体
と
は
疎
遠
に
硬
直
し
、
殺
害
さ
れ
た
「
内
面
性
」
と
解
き
放
た
れ
た

コ
ア
l

モ
ン
」
と
が
乱
舞
す
る
白
日
の
刑
場
企
化
す
。
ま
た
、
「
主
体S
Z
Z
件
。
が
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
、
現
象
(
何
日
宮g
g

巴
と
な

り
、
客
体
{
o
z
o
g
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
行
為
が
主
体
の
本
質
に
適
合
し
よ
う
と
も
、
こ
の
残
さ
れ
た
唯
一
の
指
標
が
、

<6)

た
し
て
本
当
に
本
質
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
、
誰
が
知
り
得
ょ
う
」
。

は

世
界
は
「
風
景
」
へ
と
変
化
し
、
主
体
は
、
「
そ
の
創
造
物
と
同
様

円7
V

に
、
そ
れ
自
身
を
も
、
自
由
な
イ
ロ
ユ
1
2
8
巳
冊
)
の
自
由
な
客
体
(
。
ε
相
互
と
し
て
受
け
と
る
」
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う



し
た
主
体
の
客
体
化
、
客
体
化
さ
れ
た
主
体
1

客
体
(
仏
国
師o
z
m
E
2
∞
ロ
ゲ
』
m
E
a。
z
m
r
H
)と
は
、
単
に
戦
争
と
い
う
特
定
の
状
況
に
の
み

あ
ら
わ
れ
る
事
態
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
帝
国
主
義
戦
争
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
治
の
必
然
的
展
開
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
そ
う
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
「
主
体
」
の
通
常
の
形
態
、
基
本
的
形
態
(
E
g
g
s
氏
0
5

マ
ル
ク
ス
)
を
露

呈
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
自
然
法
則
的
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
な
水
準
で
「
運
動
す
る
主
体
」
、
客
体
化
さ
れ
た

主
体
l

客
体
が
構
成
す
る
「
第
二
の
自
然
」
が
、
直
接
的
に
「
社
会
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
客
体
化
さ
れ
た
「
主
体
」
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
歴
史
的
世
界
の
問
題
性
を
あ
ら
わ
す
代
表
的
形
式
と
し
て
、
ノレ

カ

l

チ
が
と
り
あ
げ
る
の
が
、
小
説
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
小
説
こ
そ
は
、
意
味
の
生
へ
の
内
在
が
問
題
化
し
て
し

に
み
ら
れ
た
よ
う
な
明
澄
な
世
界
の
総
体
性
が
も
は
や
あ
た
え
ら
れ
て
は
い
な
い
時
代
、
ま

さ
に
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
意
味
を
失
っ
た
世
界
か
ら
「
精
神
の
生
産
性
」
に
よ
っ
て
総
体
性
を
創
り
だ
そ
う
と
す
る

ま
っ
た
時
代
、
か
つ
て
の
叙
事
詩
(
肘
吉
田
)

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

過
渡
的
時
代
の
経
験
に
対
応
す
る
形
式
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
説
と
は
、
極
め
て
過
渡
的
な
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
が
形

象
化
し
よ
う
と
す
る
総
体
性
と
は
、

た
え
ず
生
成
の
途
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
総
体
性
が
一
挙
に
実
現
さ
れ
は
し
な
い
と

不
断
の
近
接
の
過
程
に
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
主
つ
て
は
、

し
か
し
、
そ
の
不
断
の
形
象
過
程
を
断
念
す
る
こ
と

い
う
こ
と
、

は
勺
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
総
体
性
の
実
現
が
直
接
的
に
は
い
か
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
「
採
求
」
を
放
棄
す
る
こ
と
は
‘
か

っ
て
辿
ら
れ
た
行
程
を
す
ら
喪
失
し
、

ひ
と
た
び
到
達
さ
れ
た
地
歩
か
ら
限
り
な
く
墜
落
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
魂
に

疎
遠
な
現
実
全
体
の
勝
利
と
は
ど
の
よ
う
な
犠
牲
に
依
拠
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
既
に
ど
の
よ
う
な
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
の

円m
v

か
、
を
暴
露
で
き
な
い
ま
ま
、
そ
う
し
た
現
実
全
体
の
支
配
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
結
果
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
ま
た
、
こ
う
し
た
過
程
に
お
け
る
抵
抗
の
成
果
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
「
総
合
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
こ
う
し

た
小
説
形
式
に
お
け
る
総
体
性
の
危
機
的
な
両
義
性
は
、
追
憶
と
希
望
と
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
と
も
な
っ
た
「
持
続
」
と
い
う
小
説
形
式
に

99 

特
有
の
時
間
性
に
お
い
て
、

よ
り
鮮
明
に
意
識
さ
れ
るd
演
劇
形
式
に
ο
い
て
は
い
う
ま
で
も
な

J

人
叙
事
詩
形
式
も
ま
た
J
こ
う
し
た
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意
味
で
の
時
聞
を
知
る
こ
と
が
な
い
。

〔
口
〉

な
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

「
時
聞
は
、
先
験
的
な
故
郷
と
の
結
び
つ
き
が
終
っ
た
と
き
、そ
の
と
き
は
じ
め
て
本
質
規
定
的

理
念
を
蝕
み
な
が
ら
経
過
す
る
時
間
、
待
ち
続
け
る
こ
と
を
強
制
す
る
ひ
き
の
ば
さ
れ
た
時
聞
に
抗

す
る
闘
い
の
う
ち
に
う
か
び
あ
が
る
総
体
性
、
し
か
も
ま
さ
に
か
つ
て
生
き
ら
れ
た
総
体
性
は
、
挫
折
を
す
ら
変
様
し
つ
つ
、
現
在
へ
還

(
ロ
〉

帰
し
、
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
着
手
さ
れ
た
も
の
、
中
断
さ
れ
た
も
の
、
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、
未
完
の

主
体
の
現
在
を
照
ら
し
出
す
。
そ
こ
に
ふ
た
た
び
見
出
さ
れ
る
も
の
が
い
か
に
荒
諒
た
る
現
実
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
越
え
て
な
お
立

ち
の
ぼ
る
予
感
的
洞
察
、
こ
れ
こ
そ
が
い
っ
さ
い
の
行
為
の
意
味
、
形
象
化
さ
れ
ゆ
く
べ
き
本
質
を
な
す
の
だ
。
小
説
形
式
に
お
け
る
そ

う
し
た
洞
察
は
ま
た
、
こ
の
世
界
の
出
来
事
が
無
意
で
悲
し
み
に
み
ち
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
た
だ
鎮
魂
の
歌
が
あ
る
い
は
明

る
く
、
あ
る
い
は
暗
く
響
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
肯
定
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
基
本
的
把
握
の
う
え
で
、

ル
カ
l

チ
は
、
小
説
形
式
の
諸
類
型
を
「
抽
象
的
理
想
主
義
」
(
セ
ル
パ
シ
テ
ス
)
、
「
幻
滅
の
ロ
マ

γ
主
義
」
(
フ
ロl
ベ
ル
〉
、
「
総
合
の
試
み
」
(
ゲ
I

テ
〉
と
た
ど
り
、
つ
い
に
コ
篇
の
小
説
も
書
く
こ
と
の
な
か
っ
た
」
ド
ス
ト
エ

l

フ

ス
キ
ー
へ
の
展
望
を
も
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
。
し
か
し
既
に
み
た
よ
う
に
、
小
説
形
式
の
構
造
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
世
界
の
歴
史
的
問
題
性
と

、
.
、
、
、
‘
.
、
、
、
.
‘
.
、
.
、
.
、
.
、
、
、
、
、
、
、
.
、
.
、
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
、
、
.
、
.
‘
.
、
.

し
て
追
求
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
、
小
説
形
式
の
危
機
的
な
両
義
性
が
、
そ
う
し
た
世
界
の
危
機
そ
の
も
の
の
映
像
と
し
て
歴

史
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

こ
こ
に
着
手
さ
れ
た
総
体
性
の
「
探
求
」
は
、
小
説
と
い
う
形
式
そ
れ
自
体
の
枠
を
超
え
出
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
待
望
さ
れ
て
い
る
の
は
、
叙
事
詩
の
世
界
と
し
て
過
去
に
投
影
さ
れ
た
新
し
い
秩
序
、
た
だ
歴
史
的

に
の
み
実
現
さ
れ
る
べ
き
総
体
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ル
カ

l

チ
は
一
方
に
お
い
て
、
英
雄
倫
理
の
破
綻
、
克
服
を
意
味
す
る

エ
ル
ン
ス
ト
の
新
作
『
ナ
ク
ソ
ス
の
ア
リ
ア
ド
ネ
』
(
旨
』
包
忠
告
町
一Z目
。
臼
)
を
、
不
在
の
神
宮
母
国
-
岳ga
g
p

の
0
3
)

(
臼
)

る
宗
教
劇
と
し
て
肯
定
的
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
排
外
主
義
的
傾
向
に
陥
っ
た
エ
ル
ン
ス
ト
自
身
に
対
し
て
は
、
「
そ

の
時
代
に
お
け

の
魂
が
、
客
観
的
精
神
と
そ
の
形
成
物
へ
の
関
係
を
う
け
い
れ
る
人
々
が
い
る
こ
と
は
否
定
し
ま
せ
ん
。
た
だ
私
は
、
こ
の
関
係
が
規
範

的
に
本
質
的
と
考
え
ら
れ
、
誰
で
も
そ
の
魂
の
運
命
を
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
べ
き
だ
と
彼
等
が
要
求
す
る
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
、
抗
議
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す
る
の
で
す
」
と
、
4
1
M
き
送
っ
て
い
る
。

初期ノレカーチにおける弁祇IUi~J :liI.tのJjX.1L

〔1
)
生
紙
欣
三
「
ル
カ
1

チ
と
ウ
ェ
l

バ
l
」
、
『
思
想
』
一
九
七
二
年
一
一
一
月
号
、
司

-
E
o忠
明
r
a
自
・
。
、h
h
h
n
u
R司、S
3
4
Z

司
H
R
M
M
H
g
mの
O
B

官
国
司
・

2
2
4
d
「O
長

s
a
-
大
林
打
川
治
以
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェl
パ
l

の
思
い
出
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
等
を
参
附
さ
れ
た
い
。

(
2
)
第
二
節
B

合
参
問
。

(
3
)
の
g
a
E
E
n
p
b
E
3
2
5
n
S

加
。
5
R

さ
.
:
を
3
3
2
5
H
b
H
K

由
民
芯B
F
c
n
Z
耳
Z
E

〈
旦

a
s
s
-
ω

・
回
同
・
大
久
保
健
治
訳
「
小
説
の
理

論
」
、
『
ル
カl
チ
労
作
集
2

』
、
白
水
社
、
一
九
六
八
年
、
一
一
ー
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
こ
れ
よ
り
先
に
、
阪
旧
総
人
、
佐
々
木
基
一
氏
の
邦
訳
ヨ
忠
代
の
文
芸
思
想
』
、
河
出
番

一M
新
社
、
一
九
六
三
年
、
二
六
七
ペ
ー
ジ
以
下
、
が
あ
る
。

(
4
)
川
叫
行
阪
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
仮
初
に
発
表
さ
れ
た
N
2
.
H
a
守
念
」
宇
h
a
若
手

g
k
h
s
s
z
h
s
a
g
p
s

る
も
\
〈
o
-
-
M
-
S
F
の
二
二
五
ベ

ー
ジ
に
は
、
そ
れ
が
ド
久
ト
エ
l

フ
ス
キ
l

論
へ
の
序
論
を
な
す
旨
、
記
さ
れ
て
い
た
。

(
5
)
F
E
r抗日n♂
巴
町
内
凶7
F宮
、
な
札
a
N
N。
詰
E
F
m
-
M∞
l
N唱
・

(
6
)
p
p
o
-
-
m
-
U
0
・
大
久
保
訳
、
向
三
四
ペ
ー
ジ
。

(
7
)
p
p
o
-
-
∞
・
叶ω
・

(
8
)
も
ち
ろ
ん
、
『
小
説
の
担
論
』
の
段
階
で
は
、
へ
l

ゲ
ル
の
奨
学
を
継
承
し
て
美
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
歴
史
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
同

じ
時
期
の
許
訴
、
A

・
ウ
ェ

l

パ
ー
な
ど
の
「
文
化
社
会
学
」
に
対
す
る
論
争
Q
S
H
当
日
g

口
出
品
目
円
宮
内
神
官
庁
内
凶
日
開
己

E
B
O
N
町O
H
a
w
-
A
2
F守志
、

匂
自
民
民
三
5
E
n
b
b
b
s
k句
E
E

ん
唱
え
た
匙
.
3
5
.
∞
・
M
H
B同
・
池
悶
網
訳
『
ル
カ
l
チ
初
期
著
作
集
第
一
巻
』
所
収
〉
で
は
、
労
働
者
の
状
態
に
つ
い
て
の
そ
の
浅

部
な
把
鉛
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ル
カ
l
チ
の
関
心
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
と
そ
こ
で
の
客
体
化
さ
れ
た
「
主
体
」
に
北

ρ通
す
る
物
象
化
さ
れ
た

形
式
の
把
掻
に
こ
そ
集
中
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
9
)
E
r
晶
n
m
M
b
h
m
3
2
5号

F
5
2

・
m
-
N
吋
・
大
久
保
-
訳
、
同
三
0
ペ
ー
ジ
。

(
叩
)
ぐ
包-
P
R
M
・
o
-
w∞
・
∞
凶
・

(
口)
p
p
o
-
-
m
-
H
N
M
・
同
一
二
0
ペ
ー
ジ
o
M
・
ブ
ル
ー
ス
ト
、
J

・
ジ
ョ
イ
ス
、
T

・
マ
γ
な
ど
二
十
世
紀
の
小
説
の
展
開
を
想
起
さ
れ
た
い
。

(
胞)
P
A
N
-
0
4
m
-
H
U
M
-

問
、
一
二
七
ペ
ー
ジ
。

(
臼
)
の
g

認
さ
ロ
ピ
志

F
K
C
E
5
2

『
Z
良

O
P
R
M
M
S
N陶
芸
h
H
N
E
E
-言語
包

-
G
S
号
同
a
a
-
E
3
5
官
官
官
ロ
4
8
4
3
8
3

富
谷
島

o
F
-冨
E
n
v
g

日
泊
目
。
・ω・
コ
同
・
池
悶
縦
訳
『
ル
カl
チ
初
期
著
作
集
第
一
巻
』
同
二
四
四
ペ
ー
ジ
以
下
。

(
M
)
の
B
G
V
E
r
s
-
F
0
5
2
S
E
E
-
一
切
口M
m
p
E
m
詰
E

尚
昆
高
島-
h
aおむ
E

可
H
q
p
t同u・
s
-
M
u
b
R』
N
W
E
H
g
h同
C
E
ぬ
』
い
忠
弘s
m
・
3

円
参
照
。
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一
一|
B

同

企
占

一
九
一
八
年
、
『
ロ
ゴ
ス
』
p
o
c
o
∞
-
E
3
E
g
b
r
b

宮
号
吉

L寺
、
窓
口

h
e
b九
四
号
同

5
R
E

・
2
H
H
S

ど
呂
)
に
発
表
さ
れ
た

「
美
学
に
お
け
る
主
体l
客
体
関
係
」
(
り
な
句H
h寺
町
H
'
o
e
.
S
H
'
N
w
a
E
R

誌
な
札
q
h
a
s
a
g

は
、
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
弁
証
法
的
方
法
の

一
九
一
一
一
年
か
ら
一
九
一
四
年
、

(1
>

書
き
続
け
ら
れ
た
浩
併
な
美
学
論
稿
が
存
在
し
、
こ
の
論
文
は
そ
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
小
説
の
理
論
』
も
最
初
は
『
小
説

(

2

)

 

の
美
学
』
(
阿
国
昨
日

5

停
門
出
向
印
刷Ho
g
g
白
)
と
呼
ば
れ
、
美
学
論
稿
の
い
わ
ば
「
各
論
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
論
稿
の
基
調
を

門3
〉

な
し
て
い
る
の
は
、
「
芸
術
作
品
が
存
在
す
る
1
1

そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
?
」
と
い
う
問
い
、
す
な
わ
ち
、
客
体
化
さ
れ

物
象
化
さ
れ
た
詩
形
式
の
世
界
に
お
い
て
も
な
お
、
作
品
が
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
虫
色
と
し
て
実
在
し
て
い
る

l

そ
れ
が
い
っ
た
い

成
立
に
際
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
こ
の
論
文
の
背
後
に
は
、

一
九
一
六
年
か
ら
一
九
一
八
年
と

い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
、
主
体
は
い
か
に
し
て
そ
れ
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
聞
い
な
の
で
あ
る
。

ル
カ
l

チ
に
よ
れ
ば
、
「
論
理
学
」
に
お
け
る
客
体
性
の
一
方
的
優
位

l

ー
ー
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
論
理
的
客
観
性
の
た
め
に
は
あ
ら

ゆ
る
主
体
性
が
抹
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
|
|
l

「
倫
理
学
」
に
お
け
る
主
体
性
の
一
方
的
優
位
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
「
実
践

(
5
)
 

理
性
」
に
と
っ
て
客
体
的
世
界
と
は
単
な
る
克
服
の
対
象
で
し
か
な
い
ー
ー
に
対
し
て
、
美
的
領
域
に
お
い
て
こ
そ
、
主
体
性
と
客
体
性

と
が
生
き
き
る
こ
と
巴

n
F
E
丘
町
σ
g

の
で
き
る
よ
う
な
充
実
し
た
真
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
主
体
の
志
向

が
唯
一
の
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
た
美
的
客
体
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
残
余
の
あ
ら
ゆ
る

(

6

)

 

(
Z
E
d
a
m
-
コ
)
へ
と
沈
み
こ
む
。
こ
の
よ
ソ
に
し
て
美
的
客
体
と
は
、
そ
の
静
観
的
な
受
容
者
に
と
っ
て
は
完
成
さ
れ
た
作
品
、
完
結
し
た

現
実
性
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
創
造
的
主
体
か
ら
み
れ
ば
、
主
体
の
幻
視2
2
5
M
)と
技
術
3
2
Z
5

「
現
実
性
」
tま

非
l

存
在

と
の
蝶
介
に
よ
っ
て
、
素
材
と
し
て
適
合
し
た
客
体
に
内
在
す
る
可
能
性
が
最
大
限
の
完
成
、
成
就
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
成
果
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
受
容
と
創
造
と
の
過
程
に
お
い
て
は
、
た
だ
人
間
の
総
体
性
の
み
が
唯
一
、
賭
さ
れ
、
問
わ
れ
、
そ
し
て
発
展
さ



せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
体
験
的
現
実
の
人
間
全
体2
2
岡
田
口N
m
冨

g
2
5
(『
悲
劇
の
形
而
上
学
』
に
お
け
る
「
通
常
の
人
生
」
に
対
応

す
る
)
に
お
け
る
多
様
な
休
験
群
が
還
元
宙
開
仏
兵
号
ロ
)
さ
れ
、
等
質
(
Y
0
5
0
m
g
)
と
な
っ
た
規
範
的
体
験
の
深
化
と
高
揚
、
そ
の
現
実

(7
>

性
の
必
然
化
を
志
向
す
る
「
全
き
人
間
」

2
2
冨
叩
E
n
y
岡
田
口N
)、
「
新
し
い
人
間
」
(
骨
円5
5

冨
g
2
5

が
生
誕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
転
換
、
「
等
質
的
還
元
」
を
つ
う
じ
た
主
体
・
客
休
の
関
係
性
に
お
い
て
こ
そ
、
総
体
性
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
世
界
が
匙
り

(
2
2
F
mロ
)
、
新
た
な
円
環
と
秩
序
と
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
あ
っ
て
は
、

な
ん
ら
か
の
超
越
的
原
理
、
外
在
的
強
制
を
設
定
し
て
主
体
性
と
客
体
性
と
の
関
係
を
解
体
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
主
体
性
と
客

休
性
と
の
相
対
比
、
創
造
と
受
容
と
の
進
行
の
う
ち
に
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
現
実
性
」
と
し
て
の
作
品
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
体
験
の
究
極
的

か
つ
内
在
的
成
就
と
し
て
、
主
体
性
と
客
体
性
と
の
同
一
性

(
E
g吾
郎
同
4
8
E
Z
m
E
S

管
区

E
O

￡
m
r
t
t
S
H
)
を
そ
の
本
質
と
す
る
」

(
B
)
 

総
体
性
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
行
程
は
、
決
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
(
官
官
Z
S

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無

初期Jレカーチにおける弁証法的方法の成立

限
の
課
題
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る

(
E
f叩
岡
町
宮
口
)
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。一
般
的
に
は
質
料
と
形
式
、
位
置
と
意
味
、
あ
る
い
は

体
験
と
技
術
と
の
合
致
を
つ
う
じ
て
作
品
が
形
成
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
創
造
者
に
と
っ
て
は
、
創
造
過
程
の
極
限
に
お
け

<9
>

る
み
.
す
か
ら
の
幻
視
と
技
術
と
の
不
均
衡
が
烹
識
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
作
品
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
飛
躍
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
、

そ
の
静
観
的
受
容
者
に
た
い
し
て
は
、
具
体
的
総
体
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

ル
カ
l

チ
は
『
美
学
に
お
け
る
主
体
l

客
体
関
係
』
に
お
い
て
、
美
的
主
体
と
美
的
客
体
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、

客
体
化
さ
れ
た
主
体
を
創
造
的
主
体
と
し
て
、
新
し
い
主
体
と
し
て
う
ち
た
て
る
方
途
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
方

向
性
が
、

一
九
一
二
年
以
来
の
基
本
的
態
度
と
し
て
一
貫
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
『
小
説
の
理
論
』
は
単
な
る
批
評
の
形
式
と
し
て
の
エ
ツ

セ
イ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
ま
た
、
小
説
と
い
う
「
半
芸
術
」
の
形
式
を
、

よ
う
に
し
て
揚
棄
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
、
こ
こ
に
定
礎
さ
れ
た
方
途
が
ど
の
よ
う
に
し
て
完
遂
さ
れ
得
る
の
か
、
が
重
要

こ
の
『
美
学
に
お
け
る
主
体

l

客
体
関
係
』
に
お
い
て
は
、
物
象
化
さ
れ
た
「
論
理
学
」
、

こ
こ
で
い
う
「
芸
術
作
品
」
は
、
ど
の

103 

な
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題
と
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る
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
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「
倫
理
学
」
な
ど
に
お
い
て
そ
の
表
現
を
み
る
よ
う
な
解
体
さ
れ
た
世
界
、
か
つ
て
の
「
主
体
」
を
も
巻
き
込
ん
だ
「
第
二
の
自
然
」
は
、

お
の
ず
か
ら
「
排
去
」
さ
れ
、
無
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
ふ
た
た
び
「
美
学
」
を
ひ
と
つ
の
形

而
上
学
へ
と
実
体
化
し
て
し
ま
う
誤
謬
へ
の
道
を
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
小
説
の
理
論
』
に
お
い
て
は
、
「
主
体
」

は
そ
の
基
本
的
形
態
を
「
客
体
化
さ
れ
た
主
体
I

客
体
」
と
把
握
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
開
始
さ
れ
た
の
は
、

(
印
)

「
そ
の
う
ち
に
真
の
超
越
を
内
在
さ
せ
た
先
験
的
作
品
(
E
S
N
g仏
g
E
2
4

司
四
件
)
形
式
」
(
『
小
説
の
理
論
』
)
の
承
認
に
よ
る
「
客
体
化

さ
れ
た
主
体
l

客
体
」
の
主
体
化
へ
の
方
向
づ
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
作
品
が
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
現
実
性
」
と
し
て
、
現
実
総

体
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
美
的
客
体
は
体
験
的
現
実
か
ら
孤
立
化
さ
れ
、
そ
う
し
た
客
体
に
創
造
的
主
体
が
関
係
づ
け
ら
れ
て

い
る
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
主
体
は
な
お
抽
象
化
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
客
体
化
さ
れ
た
主
体
l

客
体
」
に
お
け
る

客
体
性
、
世
界
の
客
体
性
は
い
ま
だ
直
接
的
に
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
背
景
が
、
主
体
化
さ
れ
様
式
化
さ
れ
ゆ
く
創
造

的
主
体
に
お
け
る
不
連
続
性
、

断
続
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
の
だ
。

(
日
)

「
美
の
へ
ラ
グ
レ
イ
ト
ス
的
構
造
」
こ
そ
は
、

ひ
と
が
同
一
の
美
的
体
験
を
反
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
い
う

ま
さ
に
美
的
主
体
の
積
極
的
特
性
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
し
て
主
体
1

客
休
関
係
の
総
体
と
し
て
の
未
展
開
性
を
鮮
烈
に
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
美
学
に
お
け

る
主
体
l

客
休
関
係
」
は
主
体
性
と
客
体
性
と
の
同
一
性
の
直
接
的
現
実
性
を
証
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
の
直
接
性
が
媒
介
を
必

要
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
総
体
的
展
開
の
必
然
性
を
あ
き
ら
か
に
し
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
総
体
性
の
指
針
と
な
る
。

そ
う
し
た
主
体
の

過
渡
性
を
、

(
と
そ
の
論
稿
の
全
体
は
、
ル
フ
タ

l

ハ
γ

ト
社
か
ら
G

・

7
l
ル
タ
シ
ユ
と
F

・
ベ
γ
ゼ
ラ
l

の
締
集
に
よ
り
、
同
丸
怪
奇
将
司
、
E
E
e
F

今
、
尚
喜
む
「
H
U
H
N
l

H
U
Z
」
"
の
向
。
、
同
』
じ
み
札
口
司
、
司

F

国
内
田
・5

回
申
立
・
同
2
.
R
刊
号
言
-
h司
、
由
h
H
b
aお
へ
M
U
H恥
l
H
U
H
e
-
。
向
。
屯
』
い
忠
弘
ロ
ロ
ー
司

F
ω
ι
-
H
N
s
a
・
と
し
て
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
『
初
期
ル
カ
|
チ
美
学
論
稿
一
、
芸
術
の
哲
学
』
、
『
初
期
ル
カ

l

チ
美
学
論
稿
二
、
美
学
』
と
し
て
、
州
訳
に
よ
り
近
刊
準
備
中
で
あ
る
が
、
こ
の

論
梢
全
体
に
つ
い
て
の
た
ち
い
っ
た
考
察
は
、
別
の
機
会
に
談
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
、
ロ

w
m
E
押
すr
T
o
z
m
r
T
凶
作N
W
F
E
E岡
山
口
弘
司
〉
日
同FE
r
-は
、

同
町
民
号
、
常
、
吋
司

L
ミ
町
内H
N
r
(
H
U
H

臥
l
H
3、
の
第
三
設
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
。
g
H

同
ぐ
-
V
E
E
g
u
回
江
氏
自

M
M・
何
自
己

N
ミ
ロ
同
同
唱H
U・
M
M
E
N
N町
、E
H
S

え
の
g

河
町
』
い
忠
弘

2
・
ω
・
∞
M
・
参
照
。

(
3
)の
g
a
r
z
r宮
山
尚
長
崎
号
、h
司
与
を

e
h
k二
句
、
同
町
民
君
同(
N
U
H
N
l
H

ミ
ク

ω
・
タ
同
丸
号
ぎ
h
司
ト

H
E
E
(
H
U
H
や
N
U
N
S
-
ω
・
唱
・

た
だ
し
、
こ
の
こ
箇



初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

所
の
間
に
は
、
一
定
の
意
味
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。

(
4
)
F
z
r品
目
一
河
内
町
内
同
町
、
申
司

h
q

』
u
b
F
E
E
t
n同町
、
同E
E
P
∞
-
H
U
0・
5
F

(
5
)
こ
れ
ら
は
、
「
江
北
一
般
」
、
「
砲
な
る
な
芯
」
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
の
極
限
概
念
と
す
る
新
カ
ン
ト
派
の
「
論
理
学
」
、
「
倫
迎
学
」
を
さ
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
支
配
的
な

傾
向
に
た
い
し
て
、
ル
カ
l
チ
の
論
・
制
は
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
と
の
対
決
を
ひ
と
つ
の
主
題
と
し
て
い
る
。

(
6
)
。
g
a
g

ロ

r
c
玄
2

・
ω
z
Z島
7
0
￡
n
r
7回
m
N
W
Y
C口
間
宮
島
町
円
〉g
円
F
E
r
-
z
h
h
o
c
o
h
同
国
島
・
ぐ
口
同
唱
日
ど
日
∞
・
〈
耳
『
伺
〈

O

ロ
』
・
。
・
回
・
呂o
Z
H
由
同
∞
・

m
・
5

・
池
川
制
ぷ
『
ル
カ
l
チ
初
期
著
作
集
第
一
巻
』
同
二
七
七
ペ
ー
ジ
。
。g
H
同

F
Z
W跡
円
♂
同m
m
n
同
町
、
伊
句
、

h
司

k由
民
営
民F
-
m
-
H
O
吋
参
照
。
体
験
的
現
実
に
例
を
と
れ

ば
、
あ
る
存
体
に
「
川
山
を
布
わ
れ
て
い
る
」
者
に
と
っ
て
は
、
他
の
客
体
は
顧
慮
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
音
に
も
「
耳
も
貸
さ
れ
な
い
」
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
ο

「
に
玄
日
一
同
丘
町
町
内
込
町
、

h
q

』
ぷ
診
B
E
E
号
、
同
S
H
H

∞
-
M
∞
参
照
。
ル
カ
l

チ
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
「
等
質
的
還
元
」(
Y
0
5
0
悶
s
o
m
a
E
r
E

ロ
)
と

吋
ん
で
い
る

υ

フ
ッ
サ
l
ル
に
お
け
る
「
現
象
学
的
越
元
」
が
極
め
て
怒
識
的
な
傑
作
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
等
質
的
選
元
」
は
、
い
む
ば
自
発
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
態

山
変
械
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
7
)
A
r
.
m
-

・
ι
R
c
c
g
G
4
S
F
E
広

n
p
m
E『
」η
r
T
o
z
m
r
T

図
。
N
W
F
Eロ
岡
山
ロι
a
k
r
g
F
E
w
-∞・
唱-
F
c
r
b
g
u
尚
昆
丸
町
込
町
認
可-h
a
b
R
h
p
m

・
3
・

(
8
)
同L
E
E
B
m
E
『
」m
r
n
a
O『
」o
r
7
回
目
一
何
回
M
ロ
ロ
岡
山
口
仏
司k
r
g円
F
E
}
P∞
-
M
ω
-
H
h
ロ

E
n
ω
U町
内
町
民
需
守
司
同
司
、
由
民
』
町
民

p
m
-
H
H
+・

(
9
)
符
制
に
は
、
F
E
r
u
g
-岡崎
町
丸
町
、
F
q
h司
、
』
足
。
旬
。
豆
町
内
丸
町
、
同

5

品
開

8

・
H
F
H
V
H
M

即
ロo
g
g
o
-
o岡
山m
n
y
o
m
E
N
N
o
ι
g
m
n
v
S
F

昔

n
r
g
E
ι
H
o
n
e
E
B

d
R
q
z
-
Rロ
m
w
『
B
J
ω
-
-
M
M向
・
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩)
V
E
r
b
B
V
U
E
3
2る九
時
同
見
。
ョ

S
3
ω
-
S
・
大
久
保
訳
『
小
説
の
理
論
』
同
九0
ペ
ー
ジ
参
岡
山
。

(
日
)
〈
同-
-
e
E
F
C
Z
E

山
口
町
ω
巳
『
岳
7
0
￡
『
」
n
r
7
n
R
W
ロ
ロ
間
間
宮
司
〉B
F
O
E
-
m・
・ω
-
v
c
c
r
g
u同
2
.弘
司
申
司h
h
m
b
.
a
b
R
E
J
m
-
-
H
0

・
総
体
性
と
は
、

、

『
小
説
の
則
前
』
の
段
階
に
お
け
る
よ
う
に
「
超
セ
詠
的
、
超
越
的
」
に
あ
る
(
〈
包
・
ι
ω
N
E
V戸
E
B
u
b
h
n同1
b
2
5
札
E
F

ヨ

g
p
m
・
4
3
の
で
は
な
く
、
主
体
、

客
体
の
問
係
性
に
お
い
て
は
じ
め
て
創
出
さ
れ
る
が
放
に
、
「
生
成
」
も
す
れ
ば
「
削
減
」
も
す
る
。
池
間
編
訳
、
問
、
一
ニ

O
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

同
一
の
主
体
l

客
体

一
九
一
八
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
シ
ガ
リ
l
帝
国
の
崩
壊
を
意
味
し
た
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
大
衆

的
な
反
戦
運
動
や
ロ
シ
ア
革
命
の
反
響
か
ら
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
が
続
発
す
る
な
か
で
、

一
九
一
八
年
十
月
、
独
立
党
左
派

105 

の
M
・
ヵ
l
ロ
イ
伯
を
首
班
と
し
て
、
議
会
内
反
対
派
、

ヤ

l
シ
な
ど
の
『
二
十
世
紀
』
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
す
る
急
進
党
、
そ
し
て
社

会
民
主
党
の
辿
立
か
ら
な
る
政
府
が
た
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
秋
ば
ら
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
る
共
和
国



106 

は
、
敗
戦
国
と
し
て
の
ハ
γ
ガ
リ
l

の
プ
ル
ジ
日
ア
タ
l

の
国
際
的
利
害
関
係
を
背
景
に
し
て
す
す
め
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
結

果
と
し
て
、
そ
の
圏
内
的
課
題
で
あ
っ
た
「
大
土
地
所
有
の
規
制
」
、
「
利
潤
の
適
正
化
」
等
は
緩
慢
に
し
か
進
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
な

お
流
動
的
状
況
は
続
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
変
化
は
、

率
い
る
「
社
会
科
学
協
会
」
に
対
抗
し
つ
つ
、

一
九
一
七
年
以
来
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
あ
っ
て
、
ヤ
l
シ
の

サ
ボ
i
、

B

・
パ
ラ
l

ジ
ュ
、

K

・
マ
ン
ハ
イ
ム
等
を
擁
し
て
、
「
精
神
科
学
自
由
学
院
」

(
司
『
町
山
回

n
v
z
}巾仏
何
回1

。
2

同
市2
5
8
8

宮
町
宮
口
)
を
設
立
し
て
い
た
ル
カl
チ
の
問
題
意
識
に
、
な
ん
ら
の
解
決
を
あ
た
え
る
も
の
で
は
あ
り

得
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
「
近
代
化
」
の
結
果
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
る
歴
史
の
進
展
が
、

呈
す
る
に
至
っ
て
い
る
「
西
欧
文
明
か
ら
、
誰
が
わ
れ
わ
れ
を
救
う
の
か
」
(
『
小
説
の
理
論
』
)
に
こ
そ
、
主
要
な
問
題
が
存
し
た
の
で
あ

一
九
一
七
年
ロ
シ
ア
に
お
け
る
コ
一
月
革
命
」
か
ら
「
十
月
革
命
」
へ
の
革
命
的
転
換
を
経
験
し
た
ロ
シ
ア
共
産
党
ハ
ン
ガ
リ
ー
人

B

・
ク

γ

を
中
心
に
し
て
ハ
γ

ガ
リ
l
に
お
け
る
急
進
的
諸
派
と
合
流
し
て
共
産
主
義
者
ハ
γ

ガ

つ
い
に
は
終
末
的
な
様
相
を
露

る
。.

，
、
品
、

う
カ

し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
志
向
の
一
層
の
深
化
、
永
続
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、つ
ぎ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
も
あ
き
ら
か

グ
ル
ー
プ
が
、

一
九
一
八
年
十
一
月
、

リ

I

党
(
穴0
5
5
5
5
b
r

富
田
四
百
円OE
N
S
-
ι主
白
)
を
結
成
し
、
「
す
べ
て
の
権
力
を
労
働
者
、
兵
士
、
貧
農
代
表
の
評
議
会
へ
/
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
組
織
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ル
カ
l

チ
は
、
「
し
ば
ら
く
迷
っ
た
の
ち
」
、

こ
こ
に
提
起
さ
れ
た
方
向
性
に
以
後
の
活
動
の
場
を
見
出
し
て
い
く
。
そ
の
選
択
は
、
あ
る
い
は
「
決
死
の
飛
躍
」
と
も
回
想
さ
れ
得
よ

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
が
意
味
す
る
の
は
、
人
聞
の
尊
厳
を
は
ず
か
し
め
る
経
済
的
従
属
の
時
代
が

円2
)

終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
ど
の
社
会
と
も
異
な
る
ひ
と
つ
の
社
会
秩
序
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
。

ベ
ザ
づ
!
川
川
で
に
九
氾
に
一
引
け
る
山
田
市
去
の
代
ι
L
」
日
本
ん
川
内
町
内
、川
町
山
に
は
一
方
で
の
迎
合
同
か
ら
の
恒
也
、

-・ー~• 

闘
争
は
、
そ
れ
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
秩
序
、
総
体
性
の
実
現
を
準
備
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
意
味
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
》

か
つ
て
は
、
写
体
化
さ
れ
物
匁
化
さ
れ
た
諸
形
式
の
世
界
に
抗
す
る
方
法
的
原
理
と
し
て
提
起
さ
れ
た
総
体
性
は
、
と

う

L

ピ
.
け
と
の
ロ
ド
よ
仁
門
リ
水
炉
こ
い
口
、
・
て
、

;
1
8
1
J
Z
1
t
J
1
;
1
1

・

そ
の
革
命
的
本
行
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。



同
出
k

リ
℃
:
リ
ー

/
7
4

・
Hれ
・
)
“
止
h
A
L
-
-

・7
M

け
叫
げ
つ
」
ム

μ

丹
、
、

i

l

-

-

t

l

e

J

J

I

-

-
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L
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ハ
ン
ゲ
リ
!
社
会
民
主
立
は
共
血
児

E
R

打
ハ
ン
・
カ
リ

l

党
と
合
同
し
、

J
品
山
戸J

一
ロ
シ
ア
革
命
は
、
.
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
権
力

ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
は
、

1
I
M
7
-
E
E
J

、

J
ノ
ム
訓
l
l
e
J

、

e
f
-


J
-
J
t

リ

l

・
ー
サ

l

乎

(
一
川
羽
刷
会
)共和
問
が
成
立
し
た
の
で
あ
る

ο

-
V
-符
取
し
て
新
し
い
社
会
な
組
織
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

Q

こ
の
革
命
が
.
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
トハ

3
V

の
同
志
討
ち
を
紘
ず
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
世
界
革
命
は
い
っ
そ
う
進
ん
だ
発
展
段
階
に
達
し
た
の
だ
」

ル
』
、
ル
カ
l

チ
は
、
『
戦
術
と
倫
即
日
』
(
斗
白

7
1
E
2

何
岳
山
E
-
3
3
)
で
、
い
く
ら
か
楽
観
主
義
的
に
述
べ
て
い
る
。
評
議
会
共
和
国
に
お
い

て
は
、
同
家
机
械
の
円
編
成
、
経
済
諸
機
出
の
悶
有
化
等
が
急
速
に
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、

し
か
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
と
の
連

附
引
が
確
立
さ
れ
な
い
ま
ま
、
大
戦
以
来
の
極
度
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
生
活
物
資
の
欠
乏
に
よ
る
動
揺
、
さ
ら
に
連
合
国
の
経
務
封
鎖

と
武
力
介
入
に
よ
っ
て
、
評
議
会
共
和
問
は
、

一
九
一
九
年
八
月
、
そ
の
成
立
か
ら
僅
か
一
一
三
ニ
日
に
し
て
崩
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
「
も
し
、

初JUJノレカーチにjòlナる jp ，iIEiJ 、 II'J Ji ;l;の Jr:UL

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
、
階
級
意
識
を
も
っ
た
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
い
た
な
ら
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
が

(
4
)
 

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
崩
唆
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
は
、
亡
命
に
あ
た
っ
て
の
ク
ン
の
声
明
の
一
部
で
あ
る
が
、
以
後
、

敗
北
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
、
社
会
民
主
党
と
の
合
同
の
当
否
、
土
地
政
策
の
失
敗
、
そ
し
て
民
族
問
題
等
に
つ
い
て
の
論
争
が
続
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
評
議
会
共
和
国
に
か
わ
る
、
社
会
民
主
党
右
派
政
府
、
ク
ー
デ
タ
の
後
の

M
・
ホ
ル
テ
ィ
を
元
首
と
す
る
反

革
命
政
権
の
も
と
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
以
前
で
す
ら
あ
る
よ
う
な
反
動
体
制
が
暴
力
的
に
復
元
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、

ル
カ
l

チ
は
、
亡
命
、
逮
捕
、
そ
し
て
エ
ル
ン
ス
ト
や
F

・
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
等
の
努
力
に
よ
る
救
援
と
い
う
切
迫
し
た
過
程
を
経
つ
つ
、

『
雁
史
と
階
級
意
識
1
1
1

マ
ル
ク
ス
主
義
弁
証
法
の
研
究
』
(
P己
主
同
町
民
主
国

g
s
a
E
L
B
H
S
|
匂
H
E
m
S
忘
q
g

ミ
a
s
s
p
.
?

「
葬
り
去
ら
れ
た
人
間
の
復
活
は
、い
ま
や
、

107 

~
内F
R
F
S
N凶
)
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
諸
論
文
を
書
き
す
す
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

(5
>

具
体
的
に
弁
証
法
的
方
法
の
問
題
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
こ
こ
に
貫
通
す
る
基
軸
こ
そ
、
同
一
の
主
体

l

客
体
(
仏
国
国
広
自
民
国
円
宮

(6
>

ω
z
z
m
r
7
0
7
」m
g
)と
把
揺
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
動
輪
と
す
る
総
窓
口
性
の
論
理
、
す
な
わ
ち
「
革
命
的
弁
証
法
」
に
ほ
か
な
ら
な

L 、
。



1
1
1
1
1
i
 

l

J

i
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物
象
化
さ
れ
た
「
第
二
の
自
然
」
の
直
接
性
を
越
え
る
「
歴
史
に
お
け
る
最
初
の
主
体
」
は
、
同
一
の
主
体
l

客
体
と
し
て
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア

l

ト
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
恐
慌
、
戦
争
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
す
る
諸
政
策
に
よ
っ
て

の
み
存
続
す
る
資
本
を
主
体
と
し
た
過
程
、
も
は
や
社
会
と
は
い
い
得
な
い
そ
う
し
た
過
程
の
「
客
体
」
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に

よ
っ
て
で
も
な
く
、
ま
た
、
そ
う
し
た
過
程
の
内
部
に
お
い
て
因
果
的
に
変
動
す
る
い
わ
ば
「
客
体
の
客
体
」
、
「
現
象
」
と
し
て
の
プ
チ

-
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
た
だ
、
そ
う
し
た
過
程
全
体
を
み
.
す
か
ら
不
断
に
「
産
出
」
し
て
い
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

に
よ
っ
て
の
み
、
歴
史
の
可
能
的
意
味
は
担
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
の
主
体
l

客
体
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
と
は
、
そ
う
し
た
過
程
の
経
験
的
直
接
性
に
埋
没
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
そ
れ
で
は
決
し
て
な
く
、

た
だ
、
所
与
と
し
て
眼
前
に
展

閲
さ
れ
て
い
る
世
界
の
物
的
対
象
性

2
w

骨
事
島
町

。
叩
問g
弘
前
白
色
n
E
S
)
を
み
ず
か
ら
の
「
運
命
」
と
も
な
る
ひ
と
つ
の
過
程
と
し

て
対
象
化
し
つ
つ
、
そ
れ
に
抗
し
て
意
識
的
に
み
ず
か
ら
を
歴
史
の
主
体
へ
と
方
向
づ
け
る
批
判
的
主
体
の
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
使

体
」
、
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、

用
価
値
を
生
産
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
価
値
を
社
会
的
な
自
然
属
性
と
す
る
商
品
世
界
を
「
産
出
」
し
て
い
る
二
重
化
さ
れ
た
「
主

み
ず
か
ら
の
意
味
づ
け
を
越
え
る
物
象
化
さ
れ
た
諸
関
係
の
も
と
で
の
実
践
を
強
制
さ
れ
た
「
主
体
」
に

お
い
て
は
、

そ
う
し
た
「
主
体
」
そ
の
も
の
が
、

受
動
的
な
、
物
象
化
さ
れ
た
客
体
で
あ
る
と
と
も
に
、

能
動
的
な
実
践
と
認
識
と
の
主

体
で
あ
る
の
だ
。
そ
う
し
た
「
主
体
」
、
す
な
わ
ち
、
同
一
の
主
体1
客
体
の
自
己
認
識
、
意
識
化
の
活
動
を
媒
介
に
し
て
、
は
じ
め
て
、

現
実
総
体
の
実
践
的
変
革
は
開
始
さ
れ
得
る
、
「
労
働
者
が
自
己
を
商
品
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
の
認
識
の
客
体
の
、
対
象
的
高
構

(
7
)
 

造
的
な
変
化
を
ひ
き
お
こ
す
」
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
、
直
接
的
に
は
物
象
化
さ
れ
た
客
体
と
し
て
現
象
す
る
「
主
体
」
み
ず
か
ら
の

意
識
化
に
よ
る
「
舵
史
に
お
け
る
最
初
の
主
体
」
の
成
立
、
客
体
化
さ
れ
た
主
体
I

客
体
か
ら
革
命
の
行
程
に
お
け
る
同
一
の
主
体
・
客

な
に
よ
り
も
ま
ず
ル
カ

l

チ
自
身
に
お
い
て
追
求
さ
れ
た
論
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

体
へ
の
発
展
と
は
、

そ
の
可
能
性
と
必
然
性
と
を

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
危
機
」
に
抗
し
て
弁
証
す
る
試
み
が
、
ま
さ
に
『
階
級
意
識
』
(
自

2
2

官
官
『
も
句33
M
O
)
の

精
神
を
な
す
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
お
い
て
こ
そ
「
期
待
が
客
観
的
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
(
ウ
ェ

1
バ
!
と
と
い
う
意
味



(
8
)

門9
〉

に
お
い
て
、
「
階
級
立
織
の
客
観
的
可
能
性
(
色
叩0￡
巾E
S
F

虫
色
n
E
S
)
の
理
論
」
な
の
で
あ
り
、
階
級
の
歴
史
的
意
味
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
自
身
に
よ
る
現
実
化
へ
の
要
請
な
の
で
あ
る
。
同
一
の
主
体
l

客
体
の
成
立
は
、
客
休
化
さ
れ
た
主
体
l

客
体
に
お
け
る
客
体
性

の
揚
楽
を
必
然
的
な
前
提
と
す
る
。
同
一
の
主
体
・
客
体
と
は
、
物
象
化
さ
れ
て
現
象
し
た
客
体
化
さ
れ
た
主
体

l

客
体
に
お
け
る
客
体

性
が
過
程
的
に
揚
決
さ
れ
た
そ
の
結
果
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
、
存
在
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
物
象
化
さ
れ
て
現
象
す

る
客
体
の
廃
棄
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
客
体
と
化
さ
れ
た
主
体
l

客
体
に
お
け
る
客
体
性
の
主
体
性
へ
の
転
化
、
そ
の
行
程
の
総
体
的
展

問
、
永
続
的
発
展
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
、
主
体
の
客
体
化
は
克
服
さ
れ
、
同
一
の
主
体

I

客
体
と
し
て
の
「
歴
史
に
お
け
る
最
初

の
主
体
」
の
成
立
は
完
遂
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
「
主
体
」
は
、
こ
う
し
て
は
じ
め
て
、
総
体
的
な
主
体
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
l
ト
の
自
己
認
識
と
は
、
同
時
に
社
会
の
本
質
の
客
観
的
認
識
な
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
そ
の
階
級
目
標
を
追

(
凶
〉

求
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
社
会
の
発
展
目
標
を
意
識
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
行
程
が
意
識
的
に
実
現

さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
ひ
き
の
ば
さ
れ
た
歴
史
は
、
反
復
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
反
復
し
、
ふ
た
た
び
野
蛮
へ
と
逆
行
す
る
ほ
か
な
い
の
で

初JU1ノレカーチにおける;ff-;ì正法イJ"J }ji去のJI~}'L

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
小
説
の
迎
論
』
に
お
い
て
、
直
接
的
に
は
事
物
の
諸
連
関
か
ら
な
る
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
世
界

象
し
た
「
主
体
」
と
は
、

は
、
い
ま
や
、
特
定
の
段
階
に
お
け
る
社
会
的
諸
関
係
の
産
物
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
と
も
に
、
客
体
化
さ
れ
た
主
体
・
客
体
と
し
て
現

い
ま
や
、
労
働
力
商
品
と
し
て
物
象
化
完
叩
丘

Z
m
-
E
E口
問
)
さ
れ
て
現
象
す
る
か
ぎ
り
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
アl

ト
の
様
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
、
た
だ
抽
象
的
に
待
望
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
た
総
体
性
は
、

い
ま

や
こ
こ
に
、
そ
の
具
体
的
実
現
へ
の
動
輸
を
同
一
の
主
体

l

客
体
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
美
学
に

お
け
る
主
体
l

客
体
関
係
』
に
お
い
て
は
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
関
係
性
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
主
体
性
と
客
体
性

lり9

と
の
同
一
性

(
E
g吾
郎
同
4
0
ロ
∞
ロ
ぷ
伺
r
t
i
S
H
E
仏

O
Z
晃
司
王
号
)
は
、
そ
こ
で
は
抽
象
化
さ
れ
て
い
た
主
体
と
弧
立
化
さ
れ
て
い
た
客
体

と
が
、
い
ま
や
同
一
の
主
体
1

客
体
2
8
E
g
p
n
r
g
p
z
m
r
?。
Z
冊
目
る
を
「
自
己
の
生
命
根
拠
に
も
と
，
つ
い
て
み
.
す
か
ら
の
う
ち
に
発
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5
1
1
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見
す
る
こ
と
が
で
七
叫
」
、
す
な
わ
ち
、
産
出
者
の
主
体
が
産
出
さ
れ
る
と
と
も
に
具
体
化
、
総
体
化
さ
れ
、
そ
の
永
続
的
発
展
へ
の
基
礎

を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
流
れ
ゆ
く
河
の
背
後
に
不
変
の
本
質
性
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
独
断
論
の

前
提
を
な
す
静
観
的
主
体
を
流
動
化
す
る
主
体
l

客
体
の
弁
証
法
の
行
程
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
こ
そ
、は
じ
め
て
、
存
在
の
総
体
性
は
産

出
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ル
カ
l

チ
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
・
評
議
会
共
和
国
に
お
け
る
「
教
育
人
民
委
員
」
と
し
て
、
多
様
な
革
命
的
文
化

一
九
一
九
年
六
月
に
お
け
る
『
教
育
人
民
委
員
就
任
講
演
』
を
敷
初
し
た
「
古
い
文
化
と
新
し
い
文
化
」

{
k
g
関
三
百
円
E
n
-
5
5

関
口
H
E
同

H
S
S

に
お
い
て
そ
の
意
義
を
理
論
化
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
下
の
過
渡
的
諸
政
策
に
よ
っ
て

政
策
を
実
行
し
て
い
っ
た
が
、

開
始
さ
れ
る
可
能
性
の
条
件
、
環
境
(
列
島
g
g
)
に
お
い
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
古
典
哲
学
か
ら
の
遺
産
で
あ
っ
た
「
自
己
目
的
と
し
て
の

人
間
」
と
い
う
理
念
の
真
の
実
現
、
す
な
わ
ち
「
新
し
い
文
化
」
の
創
造
と
い
う
課
題
が
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
委
ね
ら
れ
る
、
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
理
念
の
現
実
化
に
こ
そ
、
ま
さ
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
自
由
」
(
ル
カ

l

チ
)
の
究
極
の
意
味
が
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
『
小
説
の
理
論
』
に
お
け
る
客
体
化
さ
れ
た
主
体l
客
体
の
客
体
性
、
そ
し
て
『
美
学
に
お
け
る
主
体
l

客
体
関
係
』
に
お

け
る
抽
象
化
さ
れ
た
主
体
性
と
孤
立
化
さ
れ
た
客
体
性
と
の
同
一
性
の
限
界
を
批
判
的
に
克
服
し
つ
つ
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
お
い
て
、

同
一
の
主
体
l

客
体
に
お
け
る
主
体
・
客
体
の
弁
証
法
、
そ
の
永
続
的
展
開
に
よ
る
具
体
的
総
体
の
実
現
と
い
う
方
法
が
提
起
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、

こ
れ
ま
で
の
諸
段
階
を
集
約
し
つ
つ
な
し
と
げ
ら
れ
た
、
初
期
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
弁
証
法
的
方
法
の
原
理
的
成
立

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
か
つ
て
『
悲
劇
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
原
初

的
な
問
い
、
す
な
わ
ち
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
本
質
は
生
き
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
真
正
の
自
己
性
へ
の
問
い
、
そ

の
極
限
に
お
い
て
こ
そ
真
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
姿
勢
に
呼
応
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
悲
劇
の
形
而

上
学
』
に
お
け
る
、
絶
対
者
を
前
提
と
し
た
形
市
上
学
的
な
主
体
概
念
は
、
「
演
劇
形
式
」
、
「
小
説
形
式
」
、
そ
し
て
「
美
学
形
式
」
の
批
判

的
揚
棄
と
い
う
方
法
的
過
程
を
つ
う
じ
て
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
お
い
て
は
、
同
一
の
主
体l
客
体
と
し
て
の
弁
証
法
的
主
体
の
概
念



へ
と
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
悲
劇
の
形
而
上
学
』
に
お
け
る
生
と
詩
形
式
と
の
霜
離
、
『
小
説
の
理
論
』
に
お
け
る
主
体
性
と

客
体
性
と
の
分
裂
は
、
『
美
学
に
お
け
る
主
体
l

客
体
関
係
』
に
お
け
る
主
体
性
と
客
体
性
と
の
同
一
性
を
本
質
と
す
る
作
品
の
直
接
的
現

実
性
を
媒
介
と
し
て
、
『
陛
史
と
階
級
意
識
』
に
お
い
て
は
、
同
一
の
主
体
l

客
体
に
よ
る
具
体
的
総
体
の
実
践
的
産
出
と
い
う
方
向
性
へ

と
総
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
一
の
主
体

l

客
体
に
よ
る
具
体
的
総
体
の
実
践
的
産
出
と
い
う
こ
う
し
た
方
向
性
こ
そ
が
、

か
つ
て
の

生
と
形
式
、
主
体
性
と
客
体
性
と
の
こ
元
性
を
揚
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
具
体
的
総
体
の
実
践
的
産
出
に
お
い
て
こ
そ
、
「
分

(
日
)

裂
し
た
人
間
の
訪
形
安
は
、
本
質
の
喪
失
で
あ
る
無
に
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

か
つ
て
の
分
裂
し
た
諸
形
姿
は
、
実
践
的
に
創
出
さ

れ
ゆ
く
総
体
性
の
な
か
へ
と
揚
棄
さ
れ
る
契
機
と
し
て
の
過
程
的
機
能
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
、
固
執
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
お

の
ず
か
ら
失
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

一
方
に
お
い
て
、
絶
対
者
は
も
は
や
抽
象
的
に
拒
否
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
概
念

的
対
応
物
を
な
す
庇
史
的
諸
形
態
が
批
判
的
に
流
動
化
さ
れ
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
過
程
そ
の
も
の
の
契
機
と
し
て
相

対
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、

か
つ
て
は
ま
さ
に
抽
象
的
に
拒
否
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
経
験
的
世
界
は
、
た
し
か
に
、

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

そ
こ
に
お
い
て
主
体
が
直
接
的
に
物
象
化
さ
れ
た
客
体
と
し
て
現
象
す
る
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
物
象
化
さ
れ
た
世
界
と
し
て
批
判

的
に
対
象
化
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
う
し
た
世
界
と
は
、
ま
さ
に
直
接
的
に
物
象
化
さ
れ
.
た
客
体
と
し
て
現

象
し
た
同
一
の
主
体
l

客
体
み
ず
か
ら
が
「
産
出
」
し
た
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
世
界
に
お
け
る
直

個
別
性
を
越
え
る
総
体
性
が
方
法
的
に
探
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
認
識
と
実
践
と
の
懸
隔
、
主
体
性
と
客
体
性

と
へ
の
二
重
化
を
媒
介
し
、
総
体
化
す
る
客
観
的
可
能
性
は
、
同
一
の
主
体

l

客
体
と
し
て
の
弁
証
法
的
主
体
の
概
念
に
お
い
て
、
既
に

提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
客
観
的
可
能
性
の
水
準
、

接
性
を
越
え
る
媒
介
性
、

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
現
在
」

総
体
性
の
実
現
の
行
程
は
、
そ
の
都
度
、

の
規
定
は
不
断
に
揚
棄
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
も
絶
対
化
し
た
う
え
で
現
在
を
規

規
定
さ
れ
な
け

111 

定
し
よ
う
と
す
る
欺
附
、
現
在
か
ら
無
媒
介
に
未
来
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
倣
慢
こ
そ
、
同
一
の
主
体

l

客
体
の
実
践
的
現
在
に
お
け
る

二
重
性
に
た
い
す
る
無
知
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
暴
露
し
つ
つ
、
同
一
の
主
体
l

客
体
は
、
そ
の
現
在
に
お
け
る
意
識
化
、
そ
し
て
方
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向
性
の
明
確
化
を
つ
う
じ
て
こ
そ
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
未
来
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。
「
人
聞
が
発
展
傾
向
を
、
そ
の
弁
証
法
的
対
立

か
ら
人
聞
が
未
来
を
創
造
す
る
こ
と
の
で
き
る
発
展
傾
向
を
、
現
在
の
な
か
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
を
生
成
と
し
て
把
握
し

円M
V

得
る
と
き
は
じ
め
て
、
現
在
、
す
な
わ
ち
生
成
と
し
て
の
現
在
は
か
れ
自
身
の
現
在
と
な
る
」
。

こ
こ
で
、
同
一
の
主
体l客
純
一
と
把
握
さ
れ
た
弁
証
法
的
主
体
の
概
念
に
関
係
し
て
、
第
一
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
れ
が
経
験
的
直
接
性
に
お
け
る
所
与
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
課
題
と
し
て
の
主
体
性
と
客
体
性

と
の
同
一
性
、
成
果
と
し
て
実
現
さ
れ
て
あ
る
総
体
性
そ
の
も
の
と
等
置
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一

の
主
体
l

客
体
と
は
、
ま
さ
に
再
建
さ
れ
る
同
一
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
故
に
、
課
題
と
し
て
の
同
一
性
を
契
機
と
す
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
そ
れ
と
と
も
に
主
体
性
と
客
体
性
と
の
非
同
一
性
を
も
契
機
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
主
体
性
と
客
体
性
と
へ
の
分

裂
、
二
重
化
を
揚
棄
し
、
統
合
し
て
ゆ
く
総
体
的
現
実
性
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
弁
証
法
的
主
体
の
概
念
が
、
ま
さ
に
同
一
の
主
体
l

客
体
と
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
晩
年
の
ル
カ

l

チ
が
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
へ
の
『
序
言
』
(
一
九
六
七
年
)
に
お
い
て
、

こ
の
概
念
を
「
超
へ
l

ゲ
ル
的
な
構
成
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
対
象
化
と
物
象
化
と
の
同
一
視
が
、
歴
史
的
階
級
社
会
に
お

け
る
疎
外
を
永
遠
の
「
人
間
の
条
件
」
に
し
た
て
あ
げ
る
立
場
(
M・
ハ
イ
デ
V

ガ
ー
な
ど
)
を
招
来
し
た
と
総
括
し
て
い
る
こ
と
侃

r

意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
一
方
で
は
、
対
象
化
が
た
だ
物
象
化
と
し
て
の
み
現
象

す
る
と
い
う
既
存
の
歴
史
的
存
在
構
造
に
対
す
る
「
革
命
の
歴
史
的
現
実
性
」
を
前
に
し
て
、
実
践
は
専
ら
変
革
的
実
践
と
し
て
の
み
追

求
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
意
識
、

ま
た
は
思
考
」
と
等
置
さ
れ
た
「
主
体
」
が
「
客
体
」
と
し
て
の
労
働
力
商
品
に
対
置
さ
れ
る
傾

し
か
し
他
方
で
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
場
」
に
お
い
て
実
践
概
念
の
こ
う
し
た
限
定
を
越
え
る
方

向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

向
性
が
提
起
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
『
若
き
へ1
ゲ
ル
』
(
匂
旬
、
h
g
h
m同
ぬ
た
一
九
三
六
年
完
成
、
公
刊
は
一
九

四
八
年
)
を
は
じ
め
と
す
る
後
年
の
ル
カl
チ
の
理
論
活
動
に
お
け
る
主
題
の
ひ
と
つ
を
な
す
労
働
の
目
的
論
的
活
動
の
意
味
が
『
歴
史
と

階
級
意
識
』
に
お
い
て
は
、
問
題
と
し
て
残
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
一
の
主
体
・
客
体
と
把
握
さ
れ
た
弁
証
法
的



主
体
の
概
念
は
、
初
別
に
お
け
る
ル
カ
1

チ
の
発
展
過
程
を
総
括
す
る
画
期
的
な
概
念
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ

る
こ
と
を
要
求
す
る
附
史

l

析
学
的
射
程
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原
理
的
次
元
に
お
け
る
把
握
を
歴
史
的
現
実
性

の
水
準
へ
と
蝶
介
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

一
九
二
O
年
以
後
、

亡
命
地
と
し
て
の
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
発
行
さ
れ
た
急
進
的
政
治
誌
『
共
産
主
義
』
陶
芸
5
5
H
.むき
同

ル
カ
l

チ
は
、

(
『
京
市
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
た
め
の
共
産
主
義
イ
γ

タ
l
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
雑
誌
』
、
一
九
二O
年
一
月
一
九
l

一
二
年
九
月
)
、
亡
命
ハ
ン
ガ

リ
ー
人
の
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
雑
誌
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
』
同
ぎ
な
民
『
(
一
九
二O
年
六
月
l

一
九
二
二
年
一
月
)
、
ド
イ
ツ
共
産
党

(
b
m
m
L
F
H
3
a
s
b
p
)

等
に
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
多
数
の
論
文
に
お
い
て
、
労
働
者
階

の
川
立
川
間
関
誌
『
イ
ン
テ
ル
ナ
ツ
イ
オ
ナl
レ
』

級
の
組
織
的
形
態
と
し
て
「
労
働
者
評
議
会
」
、
階
級
意
識
の
組
織
的
形
態
と
し
て
「
共
産
党
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も

一
九
二
四
年
)
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
危
機
」
と
と
ら
え
ら
れ
た
、
当
時
の

「
革
命
の
現
実
性
」
(
『
レ1
ニ
ン
』

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

こ
こ
に
獲
得
さ
れ
た
方
法
的
原
理
の
国
際
的
実
現
を
追
求
す
る
ル
カ
l
チ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
革
命
運
動
の
動
向
を
背
景
と
し
て
、

方
向
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
た
だ
、
様
々
な
潮
流
が
交
錯
す
る
な
か
で
、
と
り
わ
け
西
欧
に
お
け
る
運
動
展
開
の
後
退
と
い
う
条
件
に

規
定
さ
れ
て
、
そ
し
て
一
方
に
お
い
て
は
、
「
自
然
発
生
的
な
革
命
的
大
衆
行
動
は
、
そ
の
直
接
的
な
目
標
が
実
現
さ
れ
た
か
に
み
え
た
り
、

(
幻
〉

あ
る
い
は
実
現
の
見
込
み
が
な
い
か
に
み
え
れ
ば
、
自
然
に
終
憶
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
把
握
と
、
他
方
に
お
い
て
は
、
社
会
民
主
主
義
、

セ
ク
ト
主
義
な
ど
に
お
け
る
組
織
形
態
に
対
し
て
「
共
産
党
は
、
自
由
の
王
国
の
最
初
の
体
現
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
要
請

と
を
介
し
て
、
次
第
に
、
党
組
織
を
過
程
的
媒
介
と
し
て
で
は
あ
れ
「
独
立
し
た
形
態
」
に
お
い
て
想
定
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
ロ
ジ

ア
で
の
党
の
経
験
」
を
完
成
さ
れ
た
「
模
範
」
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
傾
向
は
、
葛
藤
に
み
ち
た
問
題
を
の
ち
に
残
す
こ
と
に
な

る
。
い
わ
ゆ
る
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
専
横
」
な
る
現
象
も
、
た
だ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
運
動
の
実
現
、
発
展
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ

(
M
)
 

め
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
前
衛
組
織
と
は
原
則
的
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
自
己
解
放
に
向
け
て
自
発
性

113 

と
目
的
意
識
性
と
を
媒
介
す
る
総
体
的
な
関
係
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
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ギ
1

的
危
機
」
に
抗
し
て
階
級
意
識
の
現
実
性
が
客
観
的
可
能
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
追
求
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
自
然

発
生
の
神
話
へ
の
拝
施
と
い
う
傾
向
へ
の
批
判
ば
か
り
で
な
く
、
こ
う
し
た
階
級
意
識
の
組
織
化
さ
れ
た
形
態
と
し
て
の
前
衛
が
官
僚
制

的
党
組
織
へ
と
逆
転
さ
れ
、
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
対
す
る
批
判
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、
既
に
一
九
一
二
年
の
コ
ミ
シ
テ
ル
シ
第
三
回
大
会
前
後
か
ら
、
亡
命
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
産
党
は
、
そ
の
組
織
指
導
の
方
針
を
め
ぐ

っ
て
、

モ
ス
ク
ワ
に
依
拠
す
る
ク
シ
派
と
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
運
動
の
再
建
を
主
要
な
目
標
と
す
る

J

・
ラ
シ
ド

ラ

1

派
と
の
対
立
を
表
面
化
し
て
お
り
、
ル
カ
I

チ
が
属
し
た
後
者
は
、

一
九
二
二
年
、
コ
ミ
シ
テ
ル
シ
の
指
令
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
続
い
て
一
九
二
四
年
、
レ
l

ニ
ン
の
死
去
を
最
後
的
転
機
と
し
て
再
編
の
過
程
に
あ
っ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
γ
第
五
回
大

会
に
お
い
て
、

G

・
ジ
ノ
グ
ィ
エ
フ
が
、
ド
イ
ツ
で
の
K

・
コ
ル
シ
ュ
、
R

・
レ
l

グ
エ
ン
タ
ー
ル
、

イ
タ
リ
ア
で
の
A

・
グ
ラ
ツ
ィ
ア

l
J
ア
ィ
、
A

・
ポ
ル
デ
ィ
ガ
な
ど
と
と
も
に
、

ハ
ソ
ガ
リ
ー
で
は
ル
カ
I

チ
を
名
指
し
て
、
「
極
左
的
偏
向
」
、
「
理
論
的
修
正
主
義
」
と
き

め
つ
け
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
相
前
後
し
て
、
晩
年
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
啓
蒙
書
『
反
デ
ュ
l

リ
ン
グ
論
』
、
初
期
の
レ
l

ニ
シ
の
論
戦
書

(
間
叫
〉

『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
な
ど
の
「
正
統
性
」
に
依
拠
し
た
「
批
判
文
書
」
な
ど
が
公
表
さ
れ
て
い
っ
た
。
ル
カl
チ
の
弁
証
法
に
お

し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
物
象
化
の
理
論
、
方
法
的
原
理
と
し
て
の
総
体
性
、
等
の
検
討

を
全
く
欠
落
さ
せ
た
そ
う
し
た
「
批
判
」
は
、
「
批
判
者
」
み
ず
か
ら
認
め
る
よ
う
匂
炉
片
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ

け
る
核
心
的
概
念
で
あ
る
同
一
の
主
体
・
客
体
、

ら
ず
そ
れ
は
、
「
自
然
の
弁
証
法
」
と
「
反
映
論
」
と
の
硬
直
し
た
教
義
化
に
よ
っ
て
、
以
後
に
お
け
る
弁
証
法
の
機
械
的
唯
物
論
化
、
素

朴
実
在
論
化
の
「
伝
統
」
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
る
。
ル
カ

l

チ
は
、
こ
う
し
た
「
批
判
」
に
直
接
的
に
は
対
応
し
て
い
な
い
が
、
『
社
会

主
義
お
よ
び
労
働
運
動
の
歴
史
の
た
め
の
雑
誌
』
(
与
与
を
・
送
、n
m
m
C
E
S
E
H
m
A
S
P
弘
急
5
5
S
A

札
q
h

み
2
.
H
q
r
s
品
s
h

い
わ
ゆ
る
グ

リ
エ
|
ン
ベ
ル
ク
ア
ル
ヒ

l

フ
)
に
発
表
さ
れ
て
ハ
・
っ
た
「
書
評
、
プ
ハ
l

リ
ン
『
史
的
唯
物
論
の
理
論
』
」
(
同
町

N
叩
5
-
8
4
0
R
Z

・
回
E
E

江
口
"

=
向
。
巳
叩
仏
2
5
5
2
n
y
g
E
R
R
-

回
目5
5
3
M
M
)
、
「
ラ
ッ
サ
l

ル
書
簡
集
の
新
版
」
(
巴
叩5
5

吉
田
岡
田Z
4
S
E
g
-
-
g

回
同
町
内g
S
N
M
)、

(
犯
〉

「
モ
l

ゼ
ス
・
ヘ
ス
と
観
念
弁
証
法
の
諸
問
題
」
(
宮
O
回
何
回
国g
g

仏
&
乙
》
H
O
E
S
m
仏
月
広

g
E
腎
n
v
g
盟
国
-
m
r
R
W
H
唱
N
S
等
の
短
論
文



に
お
け
る
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
か
ら
の
論
理
の
敷
街
と
撤
密
化
が
、こ
の
時
期
に
お
け
る
ル
カ

l

チ
の
間
接
的
な
「
回
答
」
に
ほ
か
な

ル
カ
l

チ
の
お
も
な
努
力
は
、
「
社
会
民
主
主
義
」
、
「
官
僚
主
義
」
、
そ
し
て
あ
ら
た
に
拍
頭
し
つ
つ

(
m
U
)
 

あ
っ
た
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
関
連
し
た
書
評
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
運
動
の
前
進
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
民
主
党
は
、
官
公
営
企
業
の
労
働
組
合
を
廃
し
、
農
業
労
働
者
へ
の
組
織
活
動
を

(
初
)

放
棄
す
る
な
ど
の
協
定
の
も
と
に
、
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
形
態
で
存
続
し
て
い
た
が
、

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
む
し
ろ
、

一
九
二
五
年
、
ラ
ン
ド
ラ

l
、

J

・
レ
ヴ
ァ
イ
、

そ
し
て
ル
カ
l

チ
等
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
労
働
者
党
(
呂
田
四
百
円
m
N
o
n
-
乙
吉
田
宮

E
r
r
-
与
を
結
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ク
ン
派

の
「
セ
ク
ト
主
義
」
に
対
抗
し
つ
つ
、
依
然
と
し
て
大
土
地
所
有
者
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
官
僚
層
な
ど
を
支
配
的
階
層
と
す
る
反
動
体

制
下
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
共
和
制
の
突
現
を
当
面
の
課
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
六
回
大
会

で
の
決
定
に
合
わ
せ
つ
つ
、

一
九
二
五
年
に
ひ
と
ま
ず
再
統
一
さ
れ
て
い
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
産
党
の
戦
略
、
戦
術
を
規
定
し
た
の
が
、

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

ル
カ
l

チ
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
『
ブ
ル
ム
・
テ
ー
ゼ
』
(
巴

z
g

寸
小
N
U
m
r
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
政
治
的
・
経
済
的
情
勢

と
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
産
党
の
任
務
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
』
)
な
の
で
あ
る
。
合
法
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
農
業
労
働
者
の
「
共
和
国
」

九
二
八
年
、

を
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
「
評
議
会
共
和
国
」
を
目
指
す
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
完
全
な
実
現
と
し
て
の
民
主
主
義
的
独
裁

(
出
)

(
E
O仏
m
g
D
r
s
z
z
U
H
E

白
昨
日
)
」
を
基
本
的
内
容
と
し
た
こ
の
テl
ゼ
を
、
し
か
し
、
「
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
」
が
支
配
す
る
当
時
の
コ
ミ

<nv

ン
テ
ル
ン
は
、
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
は
何
の
関
係
も
な
い
」
修
正
主
義
と
し
か
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
1
)
F呉
品
n
m
-
bな凶
】
宮
司
"
・
偽
札
E
H
N。
s
g

句
"
ω
-
M
大
久
保
訳
『
小
説
の
理
論
』
、
同
=
一
ペ
ー
ジ
。
後
年
の
ル
カl
チ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
「
精
神
科
学
自
由
学
院
」
そ

の
も
の
も
ま
た
、
健
か
既
に
克
服
し
て
い
た
思
考
と
行
動
と
の
様
式
に
本
質
耐
に
結
合
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
は
な
ん
ら
重
要
な
も
の
を
意
味
し
な
か

っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
O
M
1
E
勾
g
h
s

雪

=
.
5
0
2ミ
司
守
Z
0
・
ミ
・
3

・
2
中
l
H
H
U参
照
。

(
2
)
。
g
a
E
E
B
M

寸
m
E
r
z
ロ
品
開
E
F
G
S
h
h
E

雪
景
、

F
E
L
M
-
p
c
F
m
n
E
P
g
F
P
旬
、
=
・
S
H
m
g
丸
岡

E
S

ら
S

色
号
3
・
3
E
-
m・
ミ

池
田
綱
訳
『
ル
カ
l

チ
初
制
著
作
集
第
三
巻
』
、
同
一
九
七
六
年
、
二
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
3
)
「
長
跡
B
U
F
F
O
-
-
m
-
a・
池
田
鰯
訳
、
同
六0
ペ
ー
ジ
。

(
4
)
H
F凶
d
r
g
祖
国
恥E
H
内5
2
ι

任
。
民
ロ
白
岡Eg
m
o

乱
。
門
知
名
ロEn
u
M
M
-
N
8
8
照
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結
び
に
か
え
て

ル
カ
l

チ
は
、
「
自
己
の
立
場
の
正
当
性
を
確
信
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
迫
り
つ
つ
あ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
闘
争
に

積
極
的
に
参
加
す
訂
た
め
に
、
自
己
批
判
の
『
声
明
』

(
Z出
血
管
長S

お
〉
を
発
表
し
、
以
後
「
再
び
、
理
論
活
動
に
集
中
す
る
」
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
「
異
っ
た
基
盤
の
う
え
で
の
」
、
『
プ
ル
ム
・
テl
ゼ
』
に
集
約
さ
れ
た
基
本
的
方
向
性
の
永
続
と
、
な

一
九
二
九
年
、

お
残
さ
れ
た
理
論
的
問
題
点
の
深
化
と
を
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、ファ
シ
ズ
ム
の
制
覇
と
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
支
配
と
い
う
困
難

な
時
代
状
況
に
お
け
る
、
そ
れ
か
ら
の
理
論
活
動
に
は
、
一
定
の
後
退
と
硬
直
化
も
ま
た
露
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
初
期
の
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
発
展
過
程
の
「
ひ
そ
か
な
目
標
」
(
叶mg
E
ロ
白
色

a
E
S
)を
な
す
こ
と
に
な

っ
た
『
プ
ル
ム
・
テ
ー
ゼ
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、

い
ま
だ
、

一
九
五
六
年
、
そ
の
正
当
性
に
た
い
す
る
短
い
弁
明
の
機
会
が
あ
た
え

ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
中
期
に
お
け
る
ル
カ

l

チ
の
理
論
活
動
の
問
題
性
へ
と
内
容
的
に
た
ち
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ず
く
な
く
と
も
、

そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
活
動
が
一
定
の
強
制
さ
れ
た
「
迂
回
作
戦
」
の
も
と
に
続
け
ら
れ
た
結
果
と

し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
、

い
わ
ば
発
展
の
第
三
段
階
を
な
す
晩

年
の
『
美
学
I

、
存
在
論
I

、
存
在
論
E

』
以
下
の
体
系
的
著
作
は
、
順
次
、
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
本
格
的
な
研
究
は
、
今
後

に
侠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
展
望
の
も
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
発
展
と
転
回
、
持
続
と
深
化
の
交
錯
を
つ
う
じ

て
永
続
さ
れ
た
総
体
と
し
て
の
ル
カ

l

チ
理
論
の
現
実
性
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
、
初
期
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
弁
証
法
的
方
法
の
成
立
過
程
の
把
握
を

主
要
な
課
胆
と
し
た
こ
の
論
文
の
範
囲
内
で
は
、
初
期
の
ル
カ

l

チ
理
論
そ
の
も
の
に
お
け
る
問
題
点
、
そ
し
て
『
歴
史
と
階
級
意
識
』

(
3
u
 

た
だ
最
少
限
、
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

に
対
す
る
「
批
判
」
、
あ
る
い
は
「
継
承
」
に
つ
い
て
は
、



そ
う
し
た
続
山
酬
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
な
お
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
と
き
、
同
一
の
主
体l
客
体
を
基
軸
と
し
た
ル
カ
1

チ
に
お
け
る
弁
証
法

的
方
法
は
、

川
ウ
ェ

l

パ
l

社
会
学
の
方
法
的
転
換
を
つ
う
じ
て
、
階
級
意
識
論
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
客
観
的
可
能
性
(
丘
四

O
立
件
号
m

冨

g
a

(
4
)
 

-
F
n
y
r
2
同
)
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

(3) (2) 

批
判
的
総
体
の
理
論
と
し
て
の
物
象
化

2
m
E
吉
岡
町n
r
E
m
)の
理
論

初
則
か
ら
小
期
、
後
期
へ
の
変
容
を
し
め
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
過
程
を
貫
く
方
法
的
原
理
と
し
て
追
求
さ
れ
た
総
体
性
2
0・

岬

国-_. F令
r.;: 
岬

) 

に
分
岐
し
つ
つ
、
し
か
も
ま
さ
に
ひ
と
つ
の
総
体
を
な
す
べ
く
、
遣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
提
起
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
過
渡
期
と
し
て
の
現
代
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
未
決
の
課
題
を
呈
示
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

初期ノレカーチにおける弁証法的方法の成立

(
1
)
r
E
n♂
〈
0
2
0
2
2
0
2
n
v
w
v
s
g
ι

関
宮
田
g

宮
E
B
5
F
F
P
C
-
M
ω
・
M
M・
ぐ
E
O
H
m
m
円
四
♂
匂3

」
可
~
同
富
。
宣
言
F

司
自
国
r
p
Hニ
由
ミ
・
は
、

当
時
の
ル
カ
l

チ
の
悲
痛
な
感
慨
を
伝
え
て
い
る
。

(
2
)
巴

E
E
2
・
7

の
g

円
四
H与
品
目

)
-
Z
1
z
E
E
F
3
・
出
向
弘
、
丸
E
-
ョ

9
3
N

由
・ω
・
2
M
-

(
3
)
明
-
P
E
E
-
ロ
・
巳
E
m
R
P

出
-
F
烈
E
E
・
o
-
z
a
p
k
r
-
m
n
F
E
e
-
G
S
E

円
b
H
m
g
n片岡
~
2
5
ら
g

も
言
語
.
世
』
E
H
3
4
a
a
n
F
冨
g
z
p

〉
旨
巳
湾
内
皆
目

S

コ
・
に
は
、
『
歴
史
と
階
級
窓
識
』r
た
い
す
る
「
社
会
民
主
主
義
」
、
「
ソ
グ
ェ
ト
・
マ
ル
タ
ス
主
義
」
、
「
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
」
な
ど
の
様
止
な
反
応
の
記
録
と
、
現

在
の
「
フ
ラ
y
p

フ
ル
ト
学
派
」
の
メ
γ
パ
ー
に
よ
る
討
議
と
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
極
め
て
不
充
分
な
が
ら
、
拙
稿
「
客
観
的
可
能
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ー
ー
そ
の
ウ
品I
パ
ー
か
ら
初
期
ル
カ
l

チ
へ
の
発
展
」
、
『
倫
理
学
会
年
報
、
第
二
五
集
』
日
本
倫

理
学
会
綱
、
以
文
社
、
一
九
七
六
年
一
四
五
ペ
ー
ジ
以
下
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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ド
イ
ツ
近
代
化
と
秩
序
意
識
の
転
換

ー
ー
そ
の
構
成
的
枠
組
|
|

寺

田

光

雄

ド
イ
ツ
が
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
、
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
に
大
き
く
近
代
化
を
と
げ
て
い
く
な
か
で
、

国
民
的
統
合
原
理
の
一
つ
で
あ
る
、
秩
序
意
識
を
い
か
に
転
換
し
て
い
っ
た
か
を
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
照
準
を
合
わ
せ
な
が
ら
考
察
す
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
検
討
の
素
材
は
、
主
と
し
て
代
表
的
な
思
想
家
た
ち
の
社
会
描
写
や
社
会
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
私

の
問
題
閃
心
は
、
と
り
わ
け
民
衆
、
つ
ま
り
中
下
層
民
に
あ
り
、
近
代
化
に
対
応
す
る
彼
ら
の
主
体
形
成
、
意
識
形
態
の
変
化
に
あ
る
。

だ
が
小
論
で
は
、
こ
の
側
而
を
ま
だ
具
体
的
に
究
明
し
え
な
い
。
さ
し
あ
た
り
は
、
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
近
代
化
に
ま
き
こ
ま
れ

ト
ι而
ま
、

J=="t 

て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
担
っ
て
い
っ
た
民
衆
が
、
社
会
総
体
の

l
l

主
と
し
て
知
識
層
の
|
|
思
想
的
H

秩
序
観
的
対
抗
と
転
換

の
な
か
で
占
め
て
い
た
位
置
の
枠
組
的
確
認
を
果
た
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
、
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
光
を
あ
て
て
行
な
お

う
と
す
る
わ
け
は
、
後
に
具
体
的
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
、
旧
型
の
、

い
わ
ば
神
授
王
権
説
的
絶
対
主
義
的
支
配
思
潮
が
、

|日
時

代
的
遺
制
と
怠
識
に
、
と
り
わ
け
民
衆
の
旧
時
代
的
遺
制
と
意
識
に
、
ま
だ
|
|
し
か
し
最
終
的
に

1
1

依
拠
し
よ
う
と
し
え
た
時
期
で

あ
り
、

だ
が
同
時
に
、
社
会
が
、
民
衆
を
も
含
め
て
、
資
本
主
義
的
諸
関
係
に
総
体
と
し
て
移
行
し
は
じ
め
、
意
識
面
に
お
い
て
も
そ
れ

(
3
)
 

に
見
合
っ
た
社
会
意
識
・
秩
序
意
識
を
内
面
規
純
化
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
か
ら
だ
。



ドイツ近代化と秩序意識の転換

(
1
)
こ
う
し
た
分
析
視
角
が
凶
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
で
も
よ
う
や
く
と
り
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
〈
包
・
出
・
'
c
・
当
n
z
z
b
E
U
E
R
r
M
p
r

耳
、
丸
忌
お
と

l
H
U
H旬
句

N
・
〉
E
E
-
-の
町
三
口
問g
s
a
.
ω

・
H
N
N時
四
国
・
，
d
・
J
F
E
R
N
E
B

〈
n
同
『
附H
E
m
s
ロ
の
g
円
E
n
y
z
d
t
z
m
g
n
z
m
g
L
P可
n
r
o
g弘
司
自
・
同
ロ
日
同
町
民
。

5
n
F
G

N
足
立
之
町
、
久

H
・
M
O∞
.
H唱
岱A
Y
ω
ω・M
M唱
l
U
U
4・

(
2
)
こ
こ
で
中
下
回
以
内
と
い
う
概
念
を
、
絶
対
主
義
社
会
の
場
合
に
お
い
て
は
、
中
層
民
を
完
全
段
民
や
手
工
業
親
方
等
で
、
下
層
民
を
そ
れ
以
下
の
い
わ
ゆ
る
{
・
へ
l
ベ

ル
〉
附
で
、
了
附
し
て
い
る
o

ま
た
小
論
で
主
に
扱
っ
て
い
る
資
本
主
義
社
会
へ
の
過
渡
期
の
場
合
に
お
い
て
は
、
中
層
民
に
新
興
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
を
、
下
層
民
に
い

わ
ゆ
る
〈
パ
オ
ベ
リ
九
ム
ス
}
現
象
で
包
括
さ
れ
る
人
々
や
工
場
労
働
者
等
を
加
え
て
了
解
し
て
い
るo
〈
包
・
話
-
。
。
ロN♂
〈
o
g

吊
o
v
o
-
a
N
E
g匂
同
O
H
m
g旨
宮
・

∞
O
N
E
-
m
a
n
E
n
E
n
v
o

〈
O
B
ロ
B
O
R
E

問
。
ロ
『
苛
品S
E
N
E
-
-
ω
B
E
m
g
P
E
a
n
z
m

ロ
品
・
同
ロ
日
一
出
・
・

c
・
4司
E
2
2
2

同
・
)
・
出
向
。
弘

3
m
b
5

込
町
句
。
H
E
h
T

R
F
h
.
n
b
H
F
M

・
〉
ロ
出
・
・
剛
山
巳
ロ

E
・
回
日
-
E
H
唱
m
v
p
ω
ω
・
H
H
H
l
H
U
A
山
・

(
3
)
こ
の
川
諮
合
訟
は
、
一
応
、
資
本
主
義
の
精
神
(
エ
ー
ト
ス
)
と
い
う
意
味
で
用
い
て
お
く

0

マ
ル
ク
λ

の
『
経
済
学
批
判
・
序
言
』
の
い
わ
ゆ
る
史
的
唯
物
論
の
定

式
に
お
け
る
「
社
会
的
訟
織
緒
形
態
」
に
つ
い
て
のl
l

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
」
と
区
別
す
べ
き
だ
と
す
る
l
l

山
之
内
鏑
氏
(
『
社
会
科
学
の
方
法
と
人
間
学
』
)
の

問
削
提
起
が
、
思
想
史
の
分
野
で
、
安
丸
良
夫
氏
)
一
九
七
四
年
十
二
月
の
「
歴
史
学
研
究
会
・
近
世
近
代
合
同
部
会
」
)
や
小
沢
浩
氏
(
「
民
衆
宗
教
史
研
究
の
課
題
|
|

安
九
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
を
中
心
に
|
|
」
雇
史
学
研
究
』
四
一
一
酉
き
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
「
社
会
的
意
識
諸

形
態
」
に
つ
い
て
の
論
点
や
用
法
を
今
こ
こ
で
整
理
・
検
討
す
る
紙
幅
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
「
形
態
」
概
念
を
ど
う
措
定
す
る
か
が
一
番
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

私
も
、
少
な
く
と
も
資
本
主
投
の
精
神
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
用
語
ー
ー
さ
し
あ
た
り
「
社
会
昔
話
」
と
し
て
ー
ー
を
用
い
る
こ
と
を
必
要
と
考
え
て
い
る
。
小
論
で

は
一
応
こ
う
い
う
問
地
管
品
川
の
も
と
で
、
こ
の
用
語
を
用
い
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
こ
の
「
形
態
」
概
念
を
、
歴
史
的
に
構
成
的
な
怠
味
合
い
で
考
え
る
場
合

(
マ
ル
ク
ス
の
〈
経
済
学
批
判
}
は
そ
う
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
が
〉
、
こ
の
「
形
態
」
概
念
を
定
め
る
の
に
、
前
資
本
主
義
社
会
の
精
神
構
造
と
の
対
比
、

お
よ
び
未
来
社
会
に
ウ
い
て
の
価
値
理
念
日
か
ら
す
る
検
討
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
こ

5

い
っ
た
観
点
か
ら
の
歴
史
的
実
態
分
析
の
蓄
積
が

必
裂
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
れ
な
い
が
、
「
形
態
」
規
定
に
つ
い
て
は
、
認
識
論
的
次
元
で
、
ゾ
l
y
H
ν
l
テ
ル
(
寺
田
光
雄
・
水
田
詳
訳
)
『
精
神

労
働
と
肉
体
労
働
』
の
、
と
り
わ
け
附
諭B
が
、
一
つ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
塚
久
雄
「
新
し
い
社
会
と
文
化
」
(
亘
相
波
講
座
文
学
』
第
一
一
一
巻
所
収
)

も
、
こ
う
し
た
点
で
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

三
月
前
期
プ
ロ
イ
セ
ン
の
支
配
思
潮
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
対
抗
的
流
れ
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
初
頭

121 

に
自
立
化
し
た
官
僚
制
度
H

官
僚
絶
対
主
義
が
も
っ
実
質
的
な
旧
身
分
秩
序
破
壊
の
潮
流
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
国
家
支
配
の
基
軸
を

あ
く
ま
で
、

旧
身
分
構
成
の
維
持
に
も
と
め
る
い
わ
ば
神
授
王
権
説
的
絶
対
主
義
者
ら
の
守
旧
的
潮
流
で
あ
る
。
へ
l
ゲ
ル

『
法
の
哲



122 

学
』
(
一
八
二
一
年
)の
秩
序
観
は
、
前
者
の
官
僚
制
的
統
治
に
依
拠
し
な
が
ら
、
後
者
の
旧
身
分
構
成
的
枠
組(
1現
実
)
に
妥
協
し
た

産
物
と
い
え
る
。
へ
1

ゲ
ル
に
と
っ
て
、
官
僚
層
は
「
普
遍
的
身
分
」
で
あ
り
、
「
官
吏
の
属
す
る
中
間
身
分
に
こ
そ
、
国
家
の
意
識
と
最

も
優
れ
た
教
養
が
あ
る
。
」
一
八
四
O
年
頃
ま
で
、
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
グ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
の
無
能
も
あ
っ
て
、
守
旧
勢
力
か
ら

相
対
的
に
自
立
し
、
守
旧
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
復
活
・
浸
透
を
簡
単
に
は
許
さ
な
か
っ
た
官
僚
層
は
、
ま
さ
に
へ
I
ゲ
ル
の
描
写
に
合
致
し

一
般
世
論
も
彼
ら
を
、
特
殊
機
能
の
た
め
の
専
門
家
集
団
と
し
て
で
な
く
、
公
共
利
益
の
番
人
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
。
だ

が
、
シ
ュ
タ
イ
γ

・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
以
降
、
大
き
な
勢
力
に
な
り
え
た
官
僚
階
級
(
と
く
に
そ
の
指
導
層
)
も
、
い
わ
ば
自
ら

て
い
た
。

の
所
産
で
も
あ
る
工
業
化
の
進
展
が
も
た
ら
し
た
社
会
的
・
経
済
的
変
化
に
対
応
で
き
ず
、
四
O
年
頃
か
ら
一
般
世
論
か
ら
遊
離
し
は
じ

め
、
し
か
も
彼
ら
が
も
た
ら
し
た
諸
政
策
は
、
旧
身
分
構
成
(
支
配
秩
序
の
基
盤
)
を
解
体
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
体
と
対
照

的
に
激
化
す
る
反
体
制
的
社
会
・
政
治
運
動
は
、
守
旧
派
の
官
僚
制
的
諸
政
策
へ
の
危
倶
を
増
し
た
。
社
会
的
経
済
的
、
そ
し
て
政
治
的

構
造
の
大
き
な
変
化
は
、
一
八
三
0
年
代
に
一
般
的
に
自
覚
さ
れ
は
じ
め
た
パ
オ
ベ
リ
ス
ム
ス
の
問
題
、
同
じ
く
三
0
年
代
に
自
立
化
し

た
、
し
た
が
っ
て
反
体
制
的
性
格
を
激
化
さ
せ
た
著
作
家
等
、
自
活
的
知
識
人
層
の
成
立
、
そ
し
て
一
ニ

0
年
代
後
半
か
ら
四
0
年
代
に
か

け
て
の
、
ラ
イ

γ

・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
中
心
と
す
る
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
拾
頭
、
等
に
示
さ
れ
る
。
一
八
四
O
年
に
即
位
し
た
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
が
、

へ
l

ゲ
ル
の
あ
と
に
シ
ェ
リ
ン
グ
を
、

ガ
ン
ス
の
あ
と
に
シ
ュ
タ
I
ル
を
ベ
ル
リ

γ
大
学
へ

刀
口
由
同v
fレ
、

4
d
J
W川
1
v
l

へ
1

ゲ
ル
主
義
が
も
た
ら
し
た
合
理
的
H

批
判
的
精
神
の
払
拭
を
ね
ら
っ
た
の
も
、
文
部
大
臣
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
シ
の
あ
と

<4V

に
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
を
登
用
し
、
守
旧
派
的
文
教
政
策
を
打
ち
だ
さ
せ
た
の
も
、
そ
し
て
ま
た
、
主
と
し
て
議
会
開
設
問
題
を
め
ぐ
る

l
l
l

(5
>

旧
型
身
分
構
成
か
ら
な
る
州
議
会
、
そ
の
連
合
州
議
会
に
依
拠
し
よ
う
と
し
た
の
も
、

対
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
|
|
危
機
に
お
い
て
、

た
ん
に
反
体
制
派
へ
の
対
応
だ
け
で
な
く
、
官
僚
絶
対
主
義
が
及
ぼ
し
た
旧
身
分
秩
序
解
体
作
用
を
く
い
と
め
、
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ
で

あ
る
旧
身
分
構
成
の
再
建
・
強
化
を
意
図
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
官
僚
絶
対
主
義
が
も
た
ら
し
た
統
治
上
の
危
機
感
か
ら
、
一
八
四
O
年
、

前
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
は
、
民
衆
学
校
の
文
教
政
策
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。



「
人
間
の
地
上
に
お
け
る
使
命
は
、
彼
り
生
ま
れ
つ
い
た
境
遇
、
彼
の
存
在
す
る
諸
問
係
、
彼
に
授
け
ら
れ
た
素
質
や
能
力
、
そ
し
て

ベ
ル
1
7

そ
れ
ら
の
枠
内
で
彼
は
一
定
の
職
業
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
職
業
の
た
め
に
、
す
べ
て
の

好
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

知
識
と
技
術
上
の
熟
練
を
え
る
の
に
、
彼
は
、
技
舞
さ
れ
、
教
育
さ
れ
、
形
成
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、
ま
た
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

:
:
:
し
か
し
、
彼
の
身
分
と
職
業
の
限
界
を
超
え
て
彼
を
教
育
し
、
彼
に
必
要
で
な
い
知
品
川
を
伝
え
、
彼
の
境
遇
に
満
足
す
る
こ
と
を
許

(
6
)
 

さ
な
い
要
求
や
欲
求
を
起
こ
さ
せ
た
り
刺
激
し
た
り
す
る
な
ら
、
彼
お
よ
び
人
間
社
会
に
、
幸
福
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
。
」
(
傍
点
箇

所
は
、
国
一
十
一
の
強
調
品
分
)

民
衆
、
中
下
層
民
は
、
第
一
に
そ
の
「
生
ま
れ
つ
い
た
境
遇
」
に
規
定
さ
れ
、
決
し
て
そ
の
「
身
分
と
職
業
の
限
界
」
を
超
え
た
知
識

や
可
能
性
を
得
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
農
民
解
放
は
す
で
に
開
始
さ
れ
、
営
業
の
自
由
や
移
動
の
自
由
も
、

一
定
度
制
限

さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が
す
で
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
社
会
的
経
済
的
構
造
は
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
(
と
い
う
よ
り
、
営
業
の
自
由

等
の
法
制
化
は
、
す
で
に
十
八
世
紀
末
に
い
ち
ぢ
る
し
く
進
行
し
て
い
た
社
会
的
経
済
的
構
造
変
化
の
追
認
と
、
そ
の
開
花
の
促
進
で
あ

旧
身
分
構
成
的
社
会
秩
序
は
も
は
や
崩
壊
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。
に
も
か
か

っ
た
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
が
)
。
こ
う
し
て
、

ドイツ近代化と秩序古識の転換

わ
ら
ず
、
守
旧
派
は
、
現
存
の
支
配
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

や
は
り
伝
統
的
な
身
分
構
成
ー
ー
そ
の
秩
序
観
は
、
「
身
分
と
職
業
の
限

界
」
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
正
統
的
ル
タ

l

主
義
秩
序
観
で
あ
る
ー
ー
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
正
統
的
ル
タ

1

主
義
秩
序
観
が
、
守
旧
派
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
最
も
深
く
再
建
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
三
月
前
期
よ
り
も
、
む
し
ろ
革

つ
ま
り
、
三
月
革
命
の
勃
発
が
そ
の
再
建
の
必
要
を
一
層
強
一
句
反
革
命
の
成
功
が
そ
れ
へ
の
自
信
を
深
め
た
か
ら
で
あ

命
後
で
あ
る
。

ろ
う
。
そ
の
代
表
的
イ
デ
オ
ロ
l

グ
は
、
先
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
へ
招
聴
さ
れ
た
シ
ュ
タ

l

ル
で
あ
っ
た
。
彼
の
思
想
を
少
し
考
察
す
る
と
、

123 

一
八
五
二
年
の
講
演
で
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
意
識
の
み
が
、
神
が
定
め
た
君
主
へ
、
神
が
結
び
つ
け
た
結
婚
へ
、
神
が
あ
て
が
っ
た

職
業
へ
、
神
が
分
か
ち
与
え
た
財
産
へ
、
よ
ろ
こ
ん
で
従
わ
せ
る
」
と
述
べ
て
い

M
W彼
の
構
想
す
る
政
治
構
成
は
、
た
と
え
表
面
的
に

は
、
国
憲
と
議
会
を
認
め
て
い
た
と
し
て
も
、
国
憲
は
、
神
の
召
命
を
受
け
た
君
主
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
べ
き
慣
習
法
で
あ
り
、
議
会

-
皮
工
、

f
t
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の
構
成
は
、
土
地
所
有
を
絶
対
視
し
た
、
貴
族
優
位
の
|
|
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
も
土
地
所
有
な
し
に
議
員
に
な
り
え
な
い
ー
ー
も
の
で
あ
っ

た
(
納
税
額
を
基
準
に
し
た
下
院
の
三
級
選
挙
制
度
は
当
然
拒
否
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
)
。
こ
の
よ
う
な
シ

A
タ
l

ル
の
考
え
は
、

所
与
の
身
分
制
的
残
存
を
、
正
統
的
ル
タ
l

主
義
に
た
ち
か
え
っ
て
、
神
授
王
権
説
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

<U)

こ
う
し
た
秩
序
観
を
背
景
に
、

一
八
五
四
年
十
月
、
民
衆
学
校
等
に
対
し
て
シ
ュ
テ
ィl
ル
の
三
条
例
が
実
施
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
へ

カ
テ
キ
ズ
ム
等
の
暗
前
を
中
心
に
し
て
注
ぎ
こ
む
こ
と
の
み
を
初
等
教
育
の
使
命
と
考
え
る
、
伝
統
的
守

旧
的
教
育
の
一
般
規
定
化
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
プ
ラ
γ
ガ
ー
は
い
う
、
「
三
条
例
は
本
来
的
に
は
、
十
七
世
紀
以
来
民
衆
学
校
の
宗
教
的
・
世

俗
的
核
の
ま
わ
り
に
結
晶
し
て
い
た
諸
々
の
教
科
を
切
り
す
て
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
こ
こ
に
は
宗
教
改
革
の
世
紀
の
祈
蹄
・
読
み
方

<mv

学
校
、
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
」
と
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ
l

ル
的
秩
序
観
を
背
景
と
す
る
、
こ
う
し
た
三
条
例
の
ね
ら
い
は
、
神

の
信
仰
と
国
王
へ
の
忠
誠
を
、

授
王
権
説
的
な
守
旧
的
秩
序
意
識
の
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
再
建
・
強
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
守
旧
派
の
旧
体
制
復
活
の
意
図
は
、
他
の
領
域
で
み
る
と
、
例
え
ば
ギ
ル
ド
規
制
の
強
化
で
一
定
限
の
成
功

を
お
さ
め
る
が
、
し
か
し
例
え
ば
、
議
会
(
下
院
)
構
成
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
三
級
選
挙
制
度
(
こ
れ
も
一
応
三
月
革
命
の
所
産

と
い
え
よ
う
)
を
も
は
や
く
ず
す
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
れ
も
さ
し
あ
た
り
は
保
守
勢
力
に
有
利
で
は
あ
っ
た
が
、
五
0
年
代
の
産
業
革
命

の
本
格
的
進
展
と
と
も
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
者
に
有
利
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
も
は
や
旧
身
分
秩
序
へ
の
復
帰
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
保
守
勢
力
の
な
か
で
も
シ
ュ
タ

l

ル
ら
は
少
数
派
に
な
っ
て
い
く
。
だ
が
、
反
革
命
が
も
た
ら
し
た
種
々
の
守
旧
派
寄

り
諸
制
度
が
、
ド
イ
ツ
近
代
化
の
特
質
を
大
き
く
規
定
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
例
え
ば
、

シ
ュ
テ
ィ

l

ル
の
三
条
例
が
他
の
諸
規
定
に

置
き
か
え
ら
れ
る
の
は
、

よ
う
や
く
一
八
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
後
、
社
会
総
体
の
大
き
な
資
本
主
義
化
の
な

か
で
、
民
衆
教
育
が
、
守
旧
性
保
持
の
一
要
素
と
し
て
生
き
つ
づ
け
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
支
配
周
の
、
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
の
潮
流
に
、
対
応
あ
る
い
は
対
抗
し
て
い
た
、
ド
イ
ツ

r旬、

フ。

ロ
イ
セ
ン
)
社
会
の
他
の
訪
階
周
・
訪
潮
流
は
ど
う
い
う
実
態
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
、
民
衆
の
実
態
か
ら
見
て
い
こ
う
。
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と
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当
時
に
お
け
る
民
衆
の
様
態
|
|
こ
の
点
の
解
明
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、

当
時
の
民
俗
学
者
リ
l

ル
の
描
写
に
し
た
が
っ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

一
八
五
一
年
出
版
の
リ
l

ル
の
『
市
民
社
会
』
を
、
三
O
年
前
の
へ
l

ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
と
比
べ
て
み
る
と
、
両
者
と
も
社
会
を

き
わ
め
て
リ
ア
ル
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
三

O
年
の
聞
に
横
た
わ
る
社
会
的
経
済
的
、
そ
し
て
政
治
的
変
化

が
、
明
確
に
見
て
と
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
三
0
年
代
に
一
般
的
に
自
覚
さ
れ
は
じ
め
た
パ
オ
ベ
リ
ス
ム
ス
の
問
題
、
同
じ

く
三
0
年
代
に
自
立
化
し
た
、

し
た
が
っ
て
反
体
制
的
性
格
を
激
化
さ
せ
た
著
作
家
等
、
自
活
的
知
識
人
層
の
成
立
、
そ
し
て
三
0
年
代

後
半
か
ら
四
0
年
代
に
か
け
て
の
、
ラ
イ
ン
・
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
中
心
と
す
る
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
拾
頭
等
々
|
|
こ
れ
ら
の
事

実
が
、
へ
1

ゲ
ル
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ま
だ
つ
か
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、

リ
ー
ル
に
お
い
て
は
全
面
に
出
て
き
て
い
る
。
守
旧
派

支
配
層
が
危
機
感
を
い
だ
き
、
官
僚
制
的
諸
政
策
に
そ
の
主
要
原
因
を
帰
し
た
の
は
、
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
事
態
の
進
展
に
対
し
て
で
あ

る
が
、
リ
ー
ル
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
態
の
主
要
原
因
を
「
官
僚
制
国
家
」
に
帰
し
、
旧
守
派
と
は
ち
が
っ
た
立
場
か
ら
で
あ
る
が
、
旧

諾
身
分
を
再
建
し
て
、
新
し
い
現
実
に
見
合
っ
た
身
分
制
社
会
を
構
想
す
る
。
リ
ー
ル
の
こ
の
構
想
の
具
体
的
内
容
と
そ
の
矛
盾
に
つ
い

(
1
)
 

て
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
に
つ
い
て
全
く

避
け
て
と
お
る
こ
と
は
山
米
な
い
が
、
小
論
で
注
目
し
た
い
の
は
、

リ
ー
ル
が
右
に
見
た
よ
う
な
ん
や
態
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

か
つ
伝
統
的
訪
身
分
の
「
健
在
さ
」
を
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
、
守
旧
派
支
配
層
が
秩
序
維
持
の
基
盤
と
し

て
た
の
み
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

リ
ー
ル
の
描
写
に
し
た
が
っ
て
、
民
衆
の
な
か
に
も
進
行
し
つ
つ

あ
る
時
代
の
特
徴
|
|
近
代
化
の
側
面
ー
ー
を
概
観
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
官
僚
絶
対
主
義
を
基
軸
に
し
た
ド
イ
ツ
近
代
化



の
所
庄
で
あ
る
と
と
も
に
、
秩
序
転
換
を
め
ざ
す
諸
潮
流
の
時
代
背
景
で
あ
る
か
ら
だ
。

さ
て
、
農
民
解
欣
の
開
始
や
、
限
定
つ
き
で
は
あ
れ
営
業
の
自
由
や
移
動
の
自
由
の
実
施
は
、
そ
れ
ま
で
伝
統
的
な
紐
帯
に
縛
ら
れ
て

い
た
個
々
人
を
解
き
は
な
ち
、
そ
の
な
か
か
ら
、
自
己
の
生
産
諸
手
段
を
何
ら
持
た
な
い
人
々
-
V二
般
的
に
生
み
出
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、

民
族
の
没
落
の
場
合
は
別
に
し
て
も
、
没
落
農
民
や
没
落
手
工
業
者
と
い
っ
た
ま
だ
旧
身
分
構
成
か
ら
の
崩
壊
形
態
(
パ
オ
ベ
リ
ス
ム

ス
)
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
官
僚
制
度
の
早
く
か
ら
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
官
吏
の
予
備
軍
は
も
ち
ろ
ん
、
生
活
に
不

安
定
な
下
級
行
主
も
大
武
現
象
と
し
て
貧
困
層
を
形
成
す
る
。
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
拍
頭
を
背
景
に
《
教
養
》
の
商
品
化
が
は
じ
ま

り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
自
活
的
な
著
作
家
や
芸
術
家
が
成
立
し
て
く
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、

工
業
労
働
者
等
、
近
代
的
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
も
発
生
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
従
来
の
身
分
制
的
枠
組
を
は
み
出
し
て
い
る
。
リ
ー
ル
は
彼
ら
を
「
第
四
身
分
」
と
呼
ん
で
い

る
。
リ
ー
ル
に
と
っ
て
、
彼
ら
は
、
現
実
的
に
で
あ
れ
可
能
的
に
で
あ
れ
、
さ
し
あ
た
り

1
1

と
い
う
の
は
、
将
来
に
向
け
矯
正
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
が
|
|
身
分
制
秩
序
破
壊
志
向
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彼
は
、
こ
れ
ら
「
第
四
身
分
」
発

生
の
主
要
な
原
因
を
「
官
僚
制
国
家
」
に
求
め
て
い
る
が
、

し
か
し
眼
は
き
わ
め
て
多
方
面
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
「
第
四
身
分
」
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に
つ
い
て
描
写
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
二
、
三
の
労
働
形
態
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
民
衆
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ

た
時
代
の
特
徴
|
|
近
代
化
の
側
面
ー
ー
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

例
え
ば
没
落
農
民
l
l

た
ん
に
経
済
的
貧
困
の
み
な
ら
ず
意
識
に
お
け
る
伝
統
的
態
度
の
喪
失
を
も
意
味
し
て
い
る
|
|
の
発
生
に
つ

い
て
彼
の
叙
述
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
経
済
諸
関
係
の
浸
透
に
よ
る
農
村
工
業
地
帯

で
の
競
争
・
経
済
変
動
H

中
小
農
民
の
没
落
の
進
行
、
そ
れ
ら
に
よ
る
農
民
の
意
識
の
変
化
(
例
え
ば
、
「
農
産
物
が
投
機
の
対
象
に
な
り
、

大
き
な
取
引
恐
慌
に
ま
き
込
ま
れ
れ
ば
ま
き
込
ま
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
農
民
も
ま
た
、
彼
の
本
来
の
性
格
か
ら
脱
け
出
す
。
彼

は
、
降
雪
や
不
作
を
明
確
な
意
識
を
も
っ
て
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
彼
が
原
因
を
理
解
せ
ず
そ
の
必
然
性
を
信
じ
ら
れ
な

い
取
引
不
振
の
せ
い
で
、
穀
倉
が
一
杯
で
あ
る
の
に
そ
の
前
で
飢
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
た
ち
ま
ち
自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ



128 

反
)
、
ま
た
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
共
有
地
解
体
等
と
が
相
と
も
な
っ
て
の
貧
農
の
没
落
、
そ
れ
ら
に
よ
る
彼
ら
の
意
識
の
変
化
(
例
え

ば
、
「
農
民
は
、
以
前
は
、
共
有
林
で
た
だ
で
建
材
や
た
き
ぎ
を
採
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
に
、
今
で
は
そ
れ
を
、
高
い
金
を
出
し
て
買
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
自
分
の
家
を
わ
ら
で
ふ
く
の
に
近
所
の
助
け
を
得
た
も
の
だ
が
、
今
や
彼
は
屋
根
ふ
き
屋
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な

円3
u

い
。
:
・
:
・
社
会
全
体
|
|
ゲ
マ
イ
ン
デ
ー
ー
は
、
以
前
は
、
共
有
財
産
に
お
い
て
ず
っ
と
豊
か
で
、
同
時
に
ず
っ
と
無
欲
で
あ
っ
た
」
)
、

他
方
、
近
代
の
政
治
過
程
、
と
り
わ
け
身
分
や
個
人
の
等
質
化
を
志
向
す
る
「
官
僚
制
国
家
」
に
よ
る
ゲ
マ
イ
γ
デ
の
官
僚
制
化
や
ご

般
国
民
教
育
」
を
と
お
し
て
の
農
民
の
「
啓
蒙
」
、
そ
れ
に
よ
る
農
民
の
意
識
の
変
化
(
例
え
ば
、
「
農
民
は
、
《
自
分
自
身
を
越
え
る
》
べ
き

も
の
と
さ
れ
た
。
:
:
:
人
聞
が
自
分
の
肌
で
自
分
自
身
の
存
在
を
十
分
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
次
々
と
自
分
の
身
分
や
職
業
の
壁
を
つ
き

シ
ユ
テ
イ
ム
ン
グ
門

4
v

破
っ
て
い
く
、
ま
さ
に
こ
の
純
粋
の
近
代
的
感
情
は
、
学
校
教
師
に
よ
っ
て
農
民
に
吹
き
込
ま
れ
た
」
)
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
結
果
、
三

月
革
命
に
お
い
て
一
部
の
農
民
や
農
民
出
身
の
教
師
が
、
も
つ
ば
ら
破
壊
を
自
己
目
的
と
す
る
「
共
産
主
義
」
に
影
響
さ
れ
た
り
、
都
市

と
リ

l

ル
は
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
農
村
工
業
地
帯
の
資
本
主
義
化
の
進
行
や
官
僚
絶
対
主
義
の
上

で
の
暴
動
に
参
加
し
た
、

か
ら
の
近
代
化
諸
政
策
等
が
、
伝
統
的
な
農
民
生
活
を
大
き
く
く
ず
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
、
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
手
工
業
者

に
つ
い
て
も
、

リ
ー
ル
は
、
一
』
官
僚
制
国
家
」
の
ギ
ル
ド
解
体
を
基
軸
と
す
る
政
策
等
に
よ
っ
て
、
農
民
の
場
合
と
似
か
よ
っ
た
物
質
的
貧

窮
化
と
意
識
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
を
描
写
し
C

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
官
僚
絶
対
主
義
は
、

い
を
ま
で
の
身
分
構
成
や
秩
序
意
識
を
大
き
く
く
つ
が
え
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
意
識
変
化
と

い
う
而
で
は
、
そ
の
「
啓
蒙
」
思
想
が
、
諸
現
象
の
根
元
に
な
る
。
リ
ー
ル
は
こ
れ
を
、
「
精
神
労
働
優
遇
政
策
」
と
も
呼
び
、

一
八
三
O

年
代
に
成
立
し
て
く
る
自
活
的
知
識
人
の
基
盤
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
リ
ー
ル
の
名
づ
け
る
こ
れ
ら
「
精
神
労
働
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」

H

自
活
的
知
識
人
に
つ
い
て
、
彼
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
を
概
観
す
る
と
、
|
|
4
著
作
家
や
下
層
役
人
等
は
、
最
初
か
ら
「
奇
形
化
」
さ
れ

て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
「
官
僚
制
国
家
」
の
「
精
神
労
働
優
遇
政
策
」
が
、
猫
も
杓
子
も
学
問
研
究
へ
と
か
り
た
て
た
結
果
、

伝
統
的
身
分
に
も
国
家
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
学
問
的
に
中
途
半
端
な
者
を
大
量
に
生
み
出
し
、
彼
ら
を
自
活
的
な
著
作
家
層
と
し
て



成
立
さ
せ
、

ま
た
逆
に
、
高
い
学
問
水
準
を
獲
得
し
て
い
る
の
に
低
い
地
位
し
か
与
え
ら
れ
な
い
多
く
の
下
層
役
人
や
役
人
の
予
備
軍
を

生
み
山
し
た
。
彼
ら
の
こ
の
思
惑
は
ず
れ
が
、
説
存
の
国
家
制
度
や
国
家
権
力
の
転
覆
を
志
向
し
、

さ
ら
に
財
産
の
社
会
的
不
平
等
・
身

分
制
を
に
く
み
、

こ
れ
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
志
向
の
根
源
で
あ
る
、
と
リ

l

ル
は
語
っ
て
い
る
。

山
氏
、
子
工
業
計
咋
々
に
つ
い
て
の
指
摘
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、

主
に
官
僚
絶
対
主
義
が
行
な
っ
て
き
た
身
分
秩
序
破
壊
政

策
と
そ
の
山
村
民
に
対
す
る
、
民
俗
学
者
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
そ
の
個
々
の
意
味
づ
け
は
別
に
し
て
、

近
代
化
過
犯
に
ま
き
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
民
衆
の
姿
を
、
き
わ
め
て
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
彼
が
旧
型

市
民
身
分
の
枠
内
で
必
死
に
処
川
川
.
し
よ
う
と
し
て
い
る
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
l

の
問
題
と
と
も
に
、

一
八
三
O
J
四
0
年
代
に
明
確
に
出

瓜
し
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
守
旧
派
支
配
層
の
危
機
感
の
基
盤
は
、

こ
の
時
代
的
進
展
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

リ
ー
ル
も
守
旧
派
に
似
て
、

こ
う
し
た
事
態
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
こ
う
し
た
事

態
の
進
展
の
ゆ
え
に
、
先
の
「
官
僚
制
」
的
政
策
に
抗
し
て
、
旧
身
分
構
成
の
再
編
・
再
建
を
構
想
す
る
。
こ
れ
は
、
当
時
ま
だ
、

部

ドイツ近代化と秩序，むJ品の転険

の
没
落
・
変
一
目
し
た
も
の
を
別
に
し
て
、
貴
族
、
農
民
、
市
民
に
旧
身
分
制
的
な
「
健
全
な
」
特
質
が
存
続
し
て
い
る
、
と
い
う
リ
i
ル

の
確
信
広
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
面
で
の
彼
の
記
述
を
追
跡
す
る
と
|
|
'
ま
ず
貴
族
身
分
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
実
態
を
ほ
と

ん
ど
附
写
せ
ず
、
も
つ
ば
ら
過
去
(
中
世
)
の
、
彼
に
と
っ
て
の
い
わ
ば
理
想
的
貴
族
社
会
像
を
描
き
、
今
日
の
身
分
制
社
会
再
編
へ
の

貴
族
の
役
割
を
た
だ
期
待
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
小
論
で
は
、
前
節
の
支
配
潮
流
に
対
応
な
い
し
対
抗
す
る
民
衆
像
の
み
が
問
題
で

リ
ー
ル
の
姉
く
市
民
、
農
民
を
追
跡
し
た
い
。

あ
り
、だ

が
突
は
、
市
民
に
関
し
て
も
、
そ
の
描
写
が
具
体
性
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
、
身
分
的
ま
と
ま
り
は
、
実
質
的
に
崩
壊
し
て
い
る
の
が

分
か
る
。
リ
ー
ル
の
拙
く
と
こ
ろ
で
は
、
「
官
僚
制
国
家
」
に
よ
る
営
業
の
自
由
の
実
施
H

伝
統
的
職
業
団
体
の
解
体
に
抗
し
て
ギ
ル
ド
精

129 

神
・
団
体
約
仰
を
昭
一
持
す
る
手
工
業
者
は
、
近
代
的
工
場
主
と
、
同
質
の
精
神
的
特
質
を
も
っ
た
一
身
分
と
し
て
並
存
し
う
る
も
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
う
願
望
し
て
い
る
。
だ
が
、
リ
ー
ル
の
こ
う
し
た
構
成
の
無
理
さ
は
、
具
体
的
叙
述
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
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い
る
。
例
え
ば
、
市
民
身
分
的
固
有
性
を
も
た
な
い
「
俗
物
」
が
、
身
分
的
固
有
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
健
全
な
」
部
分
に
、

<5)

同
時
に
い
つ
も
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
な
に
よ
り
も
基
本
的
に
、
新
興
プ
ル
ジ
ョ
。
ア
ジ
ー
が
基
盤
と
す
る
社

会
的
再
生
産
原
理
を
無
視
し
て
、
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
、

旧
型
ギ
ル
ド
的
市
民
身
分
や
貴
族
的
大
土
地
所
有
や
農
村
共
同
体
の
も
つ

旧
い
特
質
・
遺
制
の
枠
内
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
る
。
旧
身
分
構
成
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
他
身
分
と
一
一
線
を
回

し
た
固
有
の
身
分
特
質
を
さ
し
あ
た
り
ま
だ
堅
持
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
市
民
身
分
は
、
す
で
に
そ
の
内
に
大
き
な
変
貌
を
包
み

こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
ル
の
構
想
が
、
彼
の
具
体
的
記
述
か
ら
見
て
、
ま
だ
幾
分
の
説
得
性
を
有
す
る
の
は
、
農
民
身
分
に
閲
し

て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
身
分
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
追
跡
し
て
み
よ
う
。

リ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
民
民
は
一
般
的
に
ー
ー
も
ち
ろ
ん
先
に
み
た
よ
う
に
、
す
で
に
没
落
し
意
識
的
に
も
変
質
し
た
農
民
が
い
る
わ
け

で
あ
る
が
『
|
|
ま
だ
身
分
集
団
と
し
て
十
分
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
彼
ら
の
地
域
帰
属
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

つ
ま
り
民
民
は
、
ま
だ
一
般
的
に
、
他
の
諸
身
分
と
異
な
り
、
体
つ
き
や
容
貌
で
、
種
族
や
ガ
ウ
の
区
別
が
出
来
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、

地
域
の
な
か
で
例
人
と
し
て
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
地
域
の
伝
統
的
な
習
俗
に
し
た
が
っ
て
思
考
し
生
活
し
て
い
る
。
彼
ら
は

自
分
た
ち
の
日
常
生
前
の
枠
内
で
も
の
ご
と
を
考
え
、
そ
の
生
活
態
度
に
は
伝
統
主
義
と
現
実
主
義
と
が
貫
徹
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼

ら
は
、
「
理
論
的
な
も
の
」
と
は
きH
わ
め
て
疎
遠
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
ら
が
今
日
意
識
し
て
い
る
社
会
構
成
的
枠
組
は
、
伝
統
的
に
継
承

さ
れ
て
き
た
、
家
父
長
制
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
生
活
や
伝
統
的
身
分
集
団
で
あ
っ
て
、
近
代
的
な
国
家
や
国
民
の
理
念
は
ま
だ
も
ち
あ
わ
せ
て

い
な
い
。
三
月
革
命
で
の
民
民
の
行
動
も
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
彼
ら
の
運
動
は
、
地
域
的
限
定
性
を
示
し
な
が
ら
、
「
良
き

旧
き
時
代
と
い
う
山
民
の
あ
こ
が
れ
の
再
興
」
と
い
う
傾
向
を
と
も
な
っ
た
「
抑
圧
的
窮
状
打
開
」
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
官

僚
制
国
家
」
の
政
策
に
抗
し
て
、
共
有
森
の
囚
役
、

旧
い
家
父
長
制
的
ゲ
マ
イ
ン
デ
制
度
の
回
復
、
新
し
く
加
わ
っ
た
負
担
の
撤
廃
、
ま

た
十
分
の
一
税
撤
廃
な
ど
の
机
税
一
般
の
軽
減
・
撤
廃
等
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
方
、
彼
ら
は
、
時
に
は
、
扇
動
家
に
乗
ぜ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

一
般
に
は
彼
ら
と
は
疎
遠
で
、
扇
動
家
や
市
民
的
教
議
層
の
考
え
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
な
か
っ
た
。
農
民
達
が
選



挙
に
参
加
し
た
の
は
、
間
一
泊
、
教
長
附
の
考
え
ー
ー
ー
一
般
国
民
代
表
の
選
山1
l
!

と
は
逆
に
、
も
っ
ぱ
ら
伝
統
的
身
分
の
代
表
選
出
と
い

う
立
識
を
も
っ
て
で
あ
司
た
υ

リ
ー
ル
が
、
没
落
・
変
質
し
て
い
な
い
農
民
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、

ほ
ぼ
以
上

の
よ
う
に
い
え
る
。

彼
の
こ
の
農
民
柿
与
が
、
ど
れ
ほ
ど
当
時
の
農
民
に
つ
い
て
の
正
鵠
を
射
た
描
写
で
あ
っ
た
か
は
、
厳
密
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
少
な
く
と
も
、
当
時
の
山
氏
に
ま
だ
見
ら
れ
た
姿
の
一
部
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
人

V
・

v
-

シ
ユ

ト
ラ
ウ
ス
は
、
木
市
川
に
つ
い
て
、
「
一
人
の
精
神
盟
か
な
人
物
が
、
全
て
の
人
の
眼
前
に
あ
る
、
認
知
を
拒
み
え
な
い
諸
事
実
〔
"
旧
身
分
制

(

6

)

 

的
清
川
K
I
U
T
-
-
J
旧
〕
に
つ
い
て
の
想
起
を
必
要
と
み
な
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
市
民
身
分
に
残
存
す
る
伝
統

的
特
質
に
つ
い
て
の
リ

1

ル
の
拙
写
に
も
、
あ
る
程
度
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

リ
ー
ル
を
と
お
し
て
、
農
民
に
つ

い
て
も
、
市
民
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的
遺
制
と
意
識
が
ま
だ
あ
る
程
度
|
|
農
民
に
つ
い
て
は
よ
り
強
く
、
市
民
に
つ
い
て
は
よ
り
弱
く

|
|
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
、
確
認
出
来
る
。
神
授
王
権
説
的
絶
対
主
義
に
立
つ
守
旧
派
が
、

り
を
見
せ
た
の
も
、

一
八
四
0
1
五
0
年
代
に
最
後
の
ふ
ん
ば

こ
う
し
た
史
在
基
盤
に
依
拠
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
守
旧
派
の
神
授
王
権
説
的
な
正
統
的

そ
の
も
の
と
し
て
旧
体
制
民
衆
の
秩
序
意
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
支
配
秩

わ
が
国
の
民
衆
思
想
史
学
も
教
え
る
げ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
も
、
|
|
十
八

ドイツ近代化と秩序芯;織の転換

ル
タ
l

主
義
秩
序
観
が
、

序
観
と
民
衆
意
識
と
の
ず
れ
に
つ
い
て
は
、

世
紀
の
農
民
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
|
|
プ
リ
ュ
フ
ォ
ー
ド
の
次
の
叙
述
が
妥
当
し
よ
う
。

「
農
民
文
化
の
特
色
の
こ
と
ご
と
く
農
民
に
よ
っ
て
受
動
的
に
「
上
層
」
社
会
階
級
か
ら
受
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も

重
要
な
も
の
の
多
く
が
、

ま
だ
他
の
階
級
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
に
ま
で
さ
か
上
る
も
の
で
あ
っ
た
。
|
|
農
民
家
屋
や
主
要
家
具
の

形
態
な
ら
び
に
'
無
数
の
習
慣
や
信
仰
は
、
騎
士
階
級
と
か-eブル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
い
ず
れ
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
、
も
し
く

た
と
え
伝
統
に
固
く
結
び
つ
い
て
い
た
の

131 

は
皆
無
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
こ
の
両
階
級
よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

が
事
実
に
せ
よ
、
農
民
は
、
借
り
受
け
た
も
の
を
自
ら
の
目
的
に
合
致
す
る
よ
う
修
正
を
加
え
た
り
、
時
に
は
す
ぐ
れ
た
着
想
を
う
る
能



i
!
j
l
 l
i

l

-

-
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<BV

力
に
か
け
て
は
、
け
っ
し
て
他
に
ひ
け
を
と
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

J

恐
ら
く
こ
の
よ
う
に
、
正
統
的
ル
タ
l

主
義
秩
序
観
支
配
の
も
と
で
も
、
農
民
は
、
彼
ら
固
有
の
秩
序
意
識
を
保
持
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
|
|
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
な
|
|
経
験
的
環
境
は
、
「
身
分
と
職
業
の
限
界
」
と
い
う
支
配
的
秩
序
観

日
常
的
な
生
活
者
と
し
て
の
民
衆
に
と
っ
て
は
、
そ
の
生
活
の
社

(9
>

会
的
諸
条
件
は
、
手
の
と
ど
か
な
い
重
い
既
成
性
を
お
び
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
」

を
外
枠
と
し
て
認
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「
一
般
に
、

こ
こ
に
、
正
統
的
ル
タ
l

主
義
秩
序
観
が
、
外
枠
と

し
て
、

そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
内
縛
の
倫
理
と
し
て
、
民
衆
の
な
か
に
存
続
し
え
た
実
在
基
盤
が
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
中
葉
頃
か
ら
の

徐
々
の
近
代
化
過
程
、

そ
し
て
と
り
わ
け
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
の
官
僚
絶
対
主
義
の
な
か
で
、
こ
の
実
在
基
盤
は
、
大
き
な
社
会
的
経
済

的
、
そ
し
て
政
治
的
な
、
変
化
を
被
っ
た
が
、
十
九
世
紀
中
葉
は
、

こ
の
実
在
基
盤
が
ま
だ
一
程
度
残
存
し
て
い
た
最
終
段
階
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
三
月
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
、
神
授
王
権
説
的
絶
対
主
義
と
官
僚
絶
対
主
義
と
い
う
支
配
層
の
二
つ
の

潮
流
に
対
応
な
い
し
対
抗
す
る
民
衆
の
様
態
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
近
代
化
の
も
と
で
の
秩
序
意
識
の
転
換

を
み
る
に
は
、
パ
オ
ベ
リ
ス
ム
ス
や
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
登
場
を
背
景
に
し
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
一
体
に
な
っ
て
動
い
た
、
反

体
制
知
識
人
た
ち
の
思
想
と
行
動
を
追
跡
す
る
必
要
が
あ
る
。

へ
と
伊
川
光
附
「
ド
イ
ツ
ゴ
一
月
革
命
期
の
m
担
史
的
考
察
|
|
w
-
H
・
リ
ー
ル
の
社
会
像
|
|
」

E

史
学
研
究
』
第
四
一
七
号
。
な
お
本
節
の
記
述
の
多
く
ぎ
」
の
論
文

L
t
爪
山
叫
す
る
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
引
川
・
参
照
何
所
の
明
示
は
、
新
し
く
汚
及
し
た
部
分
に
限
定
し
て
お
く
。

(
2
)
J
J
.
-
z
・
2
n
E
M
U
N
.
m
F

陀
片
岡
ミmn
t
G
虫
色
p
n
bぬH
F
m
Eロ
曹
三
E
・
1
2
-
u
Z問g
H

白
山
ゲ
ω
∞
-
M
?
8
・

(
3
)
L
S
R
-
m
山
切
・2
ふ
u

・

(
4
)
H
F
R
t
・
-
ω
・
叶
+
・

(
5
)
ぺ
包
-
S
ミ
・
・ω
-
N
M
M
-

(
6
)
4
r
J
d
J
m

戸
E
C
回
"
凶
ミ
ミ
向
島
町
内
、
句
E
R
与
に
辺
見
・
句
。
円

h
b
~
'
H
U

。
~
ζ芯
・
凶
内
ユ-
P
H∞
同+
ω
-
A
w
m
w
・

(
7
)
宏
九
・
民
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
似
』
で
山
間
関
さ
れ
て
い
る
民
衆
の
秩
序
な
識
は
、
布
川
消
司
氏
の
批
判
(
「
円
持
、
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
似
』
」



'
H
l
小
山
入
州
引
凡
「
m

・
円
九
け
り
」
のwー
が
(
私
に
は
判
定
の
資
栴
は
た
い
)
に
か
か
わ
りk
く
、

s
A
配
片
側
の
秋
印
刷
附
，
ぞ
の
も
の
で
は
な
い
U
W
沢
誠
一

九
た

1
日
本
の
川
代
化
と
民
衆
忠
利
U
L」
『
週
間
説
市
人
』
一
九
七
円
年
十
一
月
十
一
日
号
、
参
照
ー

一
8
-
w
-
H
・

7

リ

3

ソ
J
A
l

ド
(
ヒ
阿
川
際
立
訳
)
『
一
八
世
記
の
ド
イ
ツ
l
l

ゲ
ー
テ
時
代
の
社
会
的
背
判A
-
1
-』
、
二
七
ペ
ー
ジ
。

、

9
J

従
九
山
た
、
地
り
し
r
J
A川
上
的
州
応
|
|
一
俊
記
録
の
世
界
」
『
松
波
制
限
文
学
』
第
六
巻
、
一
一
一
一
一
一
-
一
ペ
ー
ジ
。

「
世
評
、
安
丸

ハ
'
r
e一
リ
ス
ム
ス
や
新
興
ブ
ル
シ
ョ
ア
ジ

l

の
登
場
を
背
卦
に
し
た
反
体
制
知
識
人
た
ち
の
思
想
と
行
動
を
、
秩
序
意
識
の
転
換
と
い

う
観
点
で
出
成
し
て
み
る
と

一
応
い
わ
ゆ
る
「
自
由
主
義
者
」
(
立
憲
君
主
主
義
者
)
と
「
民
主
主
義
者
」
(
共
和
主
義
者
)
と
い
う
分
類

k
w

起
こ
し
て
、

A

l

J

l

-

大
き
く
阿
つ
の
運
動
体
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
う
ち
の
こ
つ
と
し
て
、
「
自
由
主
義
者
」

の
な
か
で
、
新
秩
序
に
組
み
込
む
民
衆
像
で
は
大
い
に
異
な
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ラ
イ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

'
H
山
主
義
計
一
の
大
多
数
は
、
民
衆
支
配
に
問
し
、
民
衆
へ
の
差
別
や
民
衆
の
無
知
を
求
め
、
五

0
年
代
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

(
l
v
 

|
十
仁
淀
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

1

社
会
問
題
」
に
対
し
て
徹
底
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
自
由
主
義
者
」
の
な
か
で
ハ
ル

ー
を
合
め

ト， .(ツ近代化，1: 初、 if:.む Im\の転敗

コ
ル
ト
、
デ
ィ

l

ス
テ
ル
ヴ
ェ

l

ク
ら
ご
ベ
わ
ず
か
の
人
た
ち
だ
け
が
、
「
身
分
と
職
業
」
の
守
旧
的
制
限
の
打
破
は
も
ち
ろ
ん
、
民
衆
を

も
同
一
市
民
と
し
て
認
め
、

そ
の
た
め
の
教
育
諸
条
件
や
生
活
・
労
働
諸
条
件
の
改
革
を
主
張
し
運
動
し
て
い
る
。
他
方
、
「
民
主
主
義

広
一
も

l
l

こ
れ
は
、
一
二
月
革
命
後
、
多
く
は
亡
命
や
沈
黙
を
強
い
ら
れ
、
運
動
体
と
し
て
姿
を
消
す
が
1
l
e

、
民
衆
評
価
、
そ
し
て
そ

れ
と
い
い
火
良
一
体
の
変
不
椛
恕
の
内
容
に
お
い
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。

つ
ま
り
、
社
会
革
命
の
内

作
に
お
い
て
卜
.
か
ら
の
近
代
化
に
妥
協
的
な
、
パ
ン
ベ
ル
グ
ら
政
治
革
命
志
向
の
グ
ル
ー
プ
と
、
全
く
少
数
で
は
あ
る
が
、

シ
ュ
ト
ル
l

フ
ェ
ら
徹
底
し
た
社
会
革
命
志
向
の
グ
ル
ー
プ
と
で
あ
る
。
民
衆
評
価
と
い
う
点
で
は

J
前
者
は
、
民
衆
運
動
そ
の
も
の
に
あ
ま
り
信
頼

(
z
u
 

を
も
て
な
か
っ
た
人
々
で
あ
り
、
後
者
は
、
民
衆
運
動
と
よ
り
一
体
に
な
っ
て
動
い
た
人
々
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
秩
序
意
識
の
転
換
と
い
う
観
点
か
ら
、

一
応
四
つ
の
大
き
い
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
思
想
や
思
想
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家
と
い
う
き
わ
め
て
個
性
的
な
存
在
を
、

た
と
え
右
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
観
点
に
お
い
て
で
あ
れ
、
全
て
整
合
的
に
お
さ
め
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
以
下
、
「
自
由
主
義
者
」
で
民
衆
寄
り
の
ハ
ル
コ
ル
ト
と
、
「
民
主
主
義
者
」
で
社
会
革
命
派
寄
り
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

l
l

社
会
革
命
家
シ
ュ
ト
ル

l

フ
ェ
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
ー
ー
ー
の
秩
序
観
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
二
人
に
つ

い
て
も
、
右
の
分
類
は
一
応
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
研
究
の
進
展
と
視
点
の
一
層
厳
密
な
設
定
は
、

(3
>

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
右
の
よ
う
に
社
会
革
命
派
寄
り
の
線
で
扱
う
こ
と

」
う
し
た
分
類
の
組
伴
え
を
要
請
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

F
」
ふa
h、

l
t
 別
の
広
味
で
異
論
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
転
換
す
る
秩
序
意
識
の
構
成
的
特
質
を
み
る
う
え
で
、

こ
う
し
た
取

敏
い
が
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
守
旧
派
秩
序
観
の
も
っ
と
も
徹
底
し
た
批
判
者
で
、
新
し
い
共
和
主
義
的
秩
序
観
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
の
一
人
と
い
え
る
フ
ォ
イ

(
4
)
 

エ
ル
パ
ッ
ハ
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ケ
も
、

一
八
三
0
年
代
に
成
立
し
て
き
た
自
活
的
著
作
家
の
一
人
で
、

そ
れ
ま
で
行
職
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
活
の
糧
を
得
ら
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
ど
う
し
て
も
体
制
批
判
の
鉾
先
が
鈍
っ
て
い
た
知
識
人

と
は
児
な
る
、
反
体
制
知
識
人
で
あ
る
。
彼
は
、
人
間
の
政
治
的
社
会
的
平
等
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
、
も
は
や
|
|
例
え
ば
へ
l

ゲ

ル
の
よ
う
に
|
観
念
の
レ
ヘ
ル
に
・
お
い
て
で
は
な
く
、

た
と
え
言
辞
が
抽
象
的
で
あ
れ
、
実
在
的
諸
関
係
の
な
か
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
む
彼
の
限
日
は
ぺ
人
間
を
:
:
:
天
界
地
界
の
君
主
政
治
、
貴
族
政
治
の
宗
教
的
政
治
的
従
僕
か
ら
地
上
の
自
由
な
自
己
意
識
的
市
民
に

す
る
こ
と

で
あ
り
、
解
体
す
べ
き
も
の
は
、
守
旧
派
の
神
授
王
権
説
的
絶
対
主
義
的
支
配
で
あ
っ
た
。
主
著
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』

'1 
こ
の
支
配
支
位
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
徹
底
し
た
内
在
批
判
の
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
詳
し
い
論
理
に
つ
い

て
は
、
叫
に
別
の
険
会
で
触
れ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
立
入
ら
な
い
が
、

主
張
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
|
|
神
の
も
つ
全
て
の
属
性
(
完

全
性
・
無
限
性
・
愛
下
)

は
、
人
山
の
立
織
の
共
同
活
動
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
の
基
盤
は
、
個
と

ル
れ'
M
T
H劫

1

・

l

‘

1
1
'

L
-
J

、
に
即
位
の
共
同
活
動
が
生
み
出
す
道
徳
律
!
ー
と
の
葛
藤
、
そ
し
て
個
々
人
の
弱
さ
(
有
限
性
・
不
完
全
性
)

か
ら

先
生
十
ゐ
幻
出
に
あ
る
、

と
す
る
d

そ
れ
ゆ
え
フ
す
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
、
側
々
人
が
'
日
己
を
人
類
の
一
民
と
し
て
自
覚
し
、
相
五
の
愛
と



協
働
に
よ

3

て
は
じ
め
て
、
例
セ
人
の
苦
悩
を
軽
減
さ
せ
、
人
間
全
体
の
本
米
的
な
克
人
止
な
社
会
を
史
引
で
き
る
、

と
す
る
ο

し
た
が
っ

て
ま
た
、
人
川
は
、
仰
の
被
造
物
で
は
な
く
、
血
性
・
心
情
・
窓
志
と
い
う
固
有
の
意
識
作
用
を
営
む
自
然
的
存
在
で
あ
る
わ
け
で
、
そ

う
し
た
も
の
・
と
し
て
、
品
川
人
は
そ
の
自
然
性
ゆ
え
に
、
対
等
の
市
民
的
存
在
で
あ
る
ο
1
1
0

こ
う
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
主
張
は
、

伐
存
す
る

e
w吋
ハ
ヴ
川
川
此
を
仰
の
創
造
的
行
為
と
し
て
正
当
化
す
る
シ
ュ
タ
l
ル
流
の
守
旧
派
秩
序
観
と
ま
っ
一
比
而
か
ら
対
決
す
る
も
の
で
あ

'
t
ソ

1
f
f
'
μ

パ
ヅ
ハ
は
、
羽
化
す
る
ニ
の
守
旧
派
支
配
秩
序
を
見
据
え
な
が
ら
、

そ
の
古
典
的
な
支
え
、

と
く
に
ル
タ

l

の
教
説
を

彼
の
批
判
は
支
配
肘
に
刈
し
て
だ
け
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
神
授
王
権

(
5
)
 

品
的
之
町
欣
作
ケ
-
-
卜
か
ら
十
え
え
て
い
る
人
た
ち
l
l
E

権
に
妥
協
的
な
教
養
層
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
っ
た
。

失
一
川
L

、

1
i
 
そ
の
仰
休
を
志
向
す
る

ν

と
こ
ろ
で
、

(
実
は
、
フ

4

イ
エ
ル
ハ
ソ
ハ
の
こ
の
教
義
陶
批
判
に
は
、
す
で
に
官
僚
絶
対
主
義
の
も
と
で
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
大
衆
社
会
の
萌
芽
段
階
に
あ
っ
た
教
養
層

の
|
|
伝
統
性
を
内
包
し
た

l
|

恒
従
性
を
、
守
旧
的
臣
従
性
そ
の
も
の
と
混
同
し
た
錯
誤
が
あ
り
、

こ
れ
が
彼
の
臣
民
意
識
批
判
の
弱

山
…
を
な
し
、
:
一
月
後
則
の
本
俗
的
な
産
業
的
発
展
の
な
か
で
、
守
旧
派
秩
序
観
と
と
も
に
有
効
性
を
弱
め
て
い
く
運
命
を
も
つ
わ
け
で
あ

ド f り引にfヒと初、'f:.'~:';読の月以J的

る
が
、
小
山
川
で
は
こ
の
間
舶
に
こ
れ
以
上
触
れ
る
余
総
は
な
い
。
)
こ
の
こ
と
は
、
一
一
一
月
革
命
に
お
け
る
彼
の
態
度
か
ら
よ
く
み
て
と
れ

る
c

川
怖
力
を
部
分
的
に
で
あ
れ
特
認
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
の
多
数
の
議
員
た
ち
へ
の
彼
の
絶
望
は
、
パ
l
デ
ン
で
の
武
装

昨
起
に
よ
る
在
返
し
に
つ
い
て
協
力
を
求
め
た
社
会
革
命
家
シ
ュ
ト
ル

1

フ
ェ
へ
、
そ
の
成
功
の
見
込
み
の
な
さ
の
指
摘
と
と
も
に
、
今

は
立
識
変
革
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
旨
答
え
せ
し
め
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
《
宗
教
の
本
質
》
に
附
す
る
講
義
に
赴
か
せ
て
い
る
。
国
民
、

と
く
に
教
義
間
に
あ
る
臣
民
と
し
て
の
意
識
、
そ
の
基
軸
を
な
す
正
統
的
ル
タ
i

主
義
秩
序
観
、
こ
れ
の
克
服
こ
そ
が
い
っ
さ
い
の
社
会

的
政
治
的
運
動
に
先
行
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判

H

臣
民
意
識
批
判
は
、
守
旧
派
支
配
層

と
と
も
に
、
凶
民
(
と
く
に
数
諮
問
)

の
一
位
従
体
制
に
も
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(
6
)
 

だ
が
、
す
で
に
別
摘
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

135 

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
こ
の
意
識
変
革
構
想
は
、

シ
ュ
ト
ル

1

フ
ェ
ら
の
徹
底
し
た
社

会
革
命
的
叩
総
と
川
和
び
つ
き
え
て
は
じ
め
て
、立
に
共
体
化
・
徹
底
化
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、

守
旧
派
の
神
授
王
権
説
的
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秩
序
観
は
、
た
ん
に
観
念
的
に
人
々
を
束
縛
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
物
質
的
(
社
会
経
済
的
)
支
配
関
係
を
も
l
|
伝
統
性
で
も
っ
て

ー
ー
ー
正
当
化
し
て
い
る
か
ら
で
、
ま
た
逆
に
、
そ
の
秩
序
観
は
、
物
質
的
支
配
関
係

(
H経
験
的
環
境
)
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
か

ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
徹
底
し
た
社
会
革
命
H

物
質
的
支
配
関
係
の
解
体
を
伴
な
う
こ
と
な
し
に
は
、
真
に
観
念
的
束
縛
も
解
体
し
え
な
い
。

シ
ュ
ト
ル

l

フ
ェ
の
変
革
構
想
の
最
も
特
徴
的
な
と
こ
ろ
は
、

い
わ
ば
下
か
ら
の
徹
底
し
た
土
地
変
革
l
l
農
民
の
封
建
的
負
担
の
無
償

解
放
|
|
と
、
旧
支
配
関
係
解
体
を
財
政
的
基
礎
と
す
る
小
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
・
労
働
者
層
の
保
護
(
ギ
ル
ド
復
活
で
は
な
い
て
と
い
う
提

案
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
思
想
は
、
官
僚
絶
対
主
義
を
基
軸
と
す
る
上
か
ら
の
農
民
解
放
や
、
資
本
主
義
化
の
進
展
に
よ
っ
て
押
し

つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
農
民
や
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
の
実
態
を
背
景
に
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
こ
そ
、
三
月
革
命
で
、
知
識
人
・

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
運
動
が
民
衆
運
動
と
結
び
つ
く
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
接
点
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
課
題
を
、
「
自
由
主
義

た
い
て
い
の
「
民
主
主
義
者
」
も
、
担
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
知
識
人
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
の
民
衆
運
動
の

(

7

)

 

離
反
、
三
月
革
命
の
挫
折

H

守
旧
派
の
復
活
と
上
か
ら
の
近
代
化
の
容
認
を
帰
結
す
る
一
因
が
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
も
シ
ュ
ト

者
」
は
も
ち
ろ
ん
、

ル
l

フ
ェ
と
き
わ
め
て
近
い
点
に
立
ち
な
が
ら
、
結
局
結
び
つ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
両
者
の
、

っ
き
え
な
か
っ
た
最
も
大
き
い
抗
接
的
思
由
は
、
三
月
革
命
に
お
け
る
社
会
革
命
的
共
和
主
義
運
動
の
弱
体
性
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、

い
わ
ば
文
化
革
命
と
社
会
革
命
が
結
び

そ
の
弱
体
性
の
脈
史
的
・
社
会
的
由
米
を
問
う
こ
と
は
こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
。
と
も
か
く
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
近
代
化
が
下
か
ら

再
編
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
小
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
主
主
義
原
理
が
ド
イ
ツ
社
会
に
深
い
切
り
込
み
を
残
す
道
が
、
完
全
に
敗
北
し
た
こ

と
を
立
味
す
る
υ

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
民
衆
が
一
般
的
に
五

0
年
代
以
降
の
本
格
的
な
産
業
的
発
展
の
な
か
で
秩
序
意
識
を
転
換
・
形

成
し
て
ゆ
く
際
の
、
構
成
的
枠
組
を
決
定
す
る
重
要
な
一
要
素
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
休
制
側
と
反
体
制
側
の
対
抗
の
局
面
は
、
支
配
層
の
民
衆
に
対
す
る
一
定
の
譲
歩
(
農
民
解
放
条
件
の
緩
和
)
や
対
策

(
ギ
ル
ド
規
制
の
強
化
)
の
ほ
か
は
、

い
わ
ゆ
る
「
自
由
主
義
者
」
と
「
保
守
主
義
者
」
の
確
執
に
問
題
は
限
定
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、

民
衆
運
動
と
い
う
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
っ
た
「
自
由
主
義
者
」
は
、
反
革
命
に
道
を
譲
る
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
「
保
守
主
義
者
」



が
似
川
し
て
く
ゐ

F
」
と
に
な
る
が
、

f* 

義
者

も

の H年
点の
を続
問ij 曲
しと
てと
し、も

る I に

よ
り
守
旧
派
的
性
格
を
お
び
て
く
る
。

五
O
年

'-

0) 

ト
二
川
の
フ
ロ
イ
セ
ン
引
マ
ン
ト
イ
ブ
ェ
ル
内
閣
の
成
立
が
、

乙
う
し
て
、
ド
か
ら
の
一
内
側

H

社
会
革
命
的
改
変
の
完
全
な
敗
退
、
反
革
命
の
成
功

γ
守
旧
派
の
復
活
、
民
衆
へ
の
守
旧
派
寄
り
諸
政

慌
の
百
胸
、

'
H
山
主
義
お
」

一
般
の
民
衆
へ
の
無
関
心
、
こ
う
し
た
際
史
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
て
、
ご
く
わ
ず
か
に
残
さ
れ

そ
し
て

こ

b
u
Aム
川
ゾ
ト
し

h
-
A
7
u
.
川
リ
ヲ
工
司

C
、

正
副
九
H
F
j
v
H
1
u
d

ぇ
，
刀
マ
、

五
0
年
代
以
降
の
本
絡
的
な
成
業
発
展
に
対
応
す
る
、
民
衆
|
|
と
く
に
手
工

ハ
ル
コ
ル
ト
ら
が
、

業
v
n
や
卜
し
附
労
働
行
l
l

の
秩
序
意
識
・
社
会
怠
識
の
転
換
・
形
成
に
一
定
の
役
訓
を
県
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

こ
の
方
向
は
、
ブ
ル

シ
ョ
ァ
，
U

山
ト
仁
義
運
動
と
し
て
は
一
般
的
に
成
立
せ
ず
、
挫
折
し
た
。
そ
れ
は
、

(

9

)

 

チ
ュ
運
動
の
M
m折
に
匁
徴
さ
れ
る
。
し
か
し
、

ハ
ル
コ
ル
ト
の
支
援
す
る
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ

H

デ
l

リ
ッ

ハ
ル
コ
ル
ト
的
「
自
由
主
義
」
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
運
動
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、

そ
れ
が
民
衆
に
も
っ
た
広
味
と
は
全
く
別
の
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

ン
リ
由
主
義
」
と
「
社
会
民
主
主
義
」

六
0
年
代
の

(
叩
)

て
、
同
ト
イ
ツ
・
児
乍
で
い
内
検
討
が
行
な
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

の
関
係
に
つ
い

そ
れ
と
は
別
に
、

こ
こ
で
は
、

ハ
ル
コ
ル
ト
的
秩
序
観
や

ドィーソ近代化と Fk)"f: :ìl識の ;1以l負

そ
の
底
に
流
れ
る
任
会
忠
誠
が
も
っ
、
股
史
上
の
位
置
と
、
そ
れ
が
民
衆
意
識
に
か
か
わ
る
意
味
あ
い
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ハ
ル
コ
ル
ト
は
、
グ
ァ
ー
ハ
1
タ

l

ル
出
身
の
企
業
家
、
そ
し
て
政
治
家
主
一

O
年
よ
り
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ

l

レ
ン
州
議
会
議
員
、
四
八
年

プ
ロ
イ
セ
ン
国
民
議
会
議
以
、

四
九
年
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
議
員
、
六
七
年
よ
り
北
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
、
七
一
年
よ
り
ド
イ
ツ
帝

国
議
会
議
此
)
と
し
て
、
経
済
的
認
識
・
利
害
に
か
ん
し
て
、

ま
さ
に
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
守
旧
派

支
配
間
や
リ
l

ル
と
正
反
対
に
、
い
ま
や
ギ
ル
ド
は
消
滅
し
、
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
貴
族
と
並
ぶ
力
量
を
も
っ
て
登
場
し
て
き
た
と
い
う

(

m

)

(

M

)

 

認
識
を
背
舟
に
、
保
護
関
税
H

国
民
経
済
の
自
立
や
、
東
西
両
プ
ロ
イ
セ
ン
の
地
粗
格
差
撤
廃
を
要
求
す
る
な
ど
、
ま
さ
に
ラ
イ
ン
を
中

心
と
す
る
新
興

d

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
利
害
を
代
表
し
て
い
る
。
だ
が
彼
は
、
二
度
に
わ
た
る
イ
ギ
リ
ス
旅
行
の
経
験
者
|
|
そ
こ
で
産
業

革
命
の
も
た
ら
し
た
下
層
民
の
状
態
・
階
級
対
立
を
み
る
ー
ー
と
し
て
、
ま
た
官
僚
絶
対
主
義
が
そ
の
近
代
化
諸
政
策
で
し
ょ
い
込
ん
だ

137 

新
人
文
主
義
(
と
く
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
)

に
多
く
の
影
響
を
受
け
た
者
と
し
て
、
他
の
多
く
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
、
民
衆
観
に
お
い
て
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大
き
な
ず
れ
を
も
っ
て
い
る
。
彼
の
思
想
の
根
底
に
は
、
下
層
民
を
も
含
め
た
個
々
人
の
自
立
性
の
育
成
と
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
の
発
展

-
調
和
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
主
要
な
攻
撃
対
象
は
、

こ
れ
を
精
神
的
・
物
質
的
に
阻
害
し
て
い
る
守
旧
派
や
大
土
地

所
有
で
あ
る
。
そ
の
批
判
は
き
び
し
い
。
例
え
ば
、
土
地
問
題
に
つ
い
て
、
三
月
前
期
に
、
封
建
的
土
地
所
有
を
、
「
迷
信
や
策
略
や
暴
力

や
野
蛮
な
抑
圧
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
初
の
所
有
者
か
ら
取
り
あ
げ
」
た
も
の
と
さ
え
語
っ
て
お
り
、
独
立
自
営
の
農
民
の
成
立
を
こ
そ
願

上
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
き
た
農
民
解
放
に
つ
い
て
の
評
価
は
甘
く
、
「
次
第
に
:
:
:
農
民
が
、
隷
属
と
年
期
小
作
の
状

(
日u

態
か
ら
旧
い
'
M
山
へ
と
上
刻
し
て
い
る
」
と
み
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
後
、
三
月
革
命
時
に
お
け
る
解
放
条
件
緩
和
等
、
封
建
的
諸

っ
て
い
る
。
た
だ
、

特
権
解
消
の
成
果
に
関
し
て
、
支
配
者
側
が
そ
の
約
束
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
、
断
固
こ
れ
を
守
る
べ
く
議
会
活
動
へ
の
支
援

を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
例
は
、
国
民
個
々
人
の
自
立
性
の
育
成
と
い
う
彼
の
価
値
理
念
と
、
《
合
法
性
》

(
H
H既成
性
を
前
提
)
の
聞
を
ゆ

れ
う
ご
く
ハ
ル
コ
ル
ト
の
姿
勢
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
え
る
。ハル
コ
ル
ト
は
、

こ
の
よ
う
に
、
個
々
人
の
主
体
的
自
立
を
願

い
な
が
ら
も
、
羽
突
の
《
合
法
性
》
の
枠
内
で
活
躍
し
た
「
自
由
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
の
こ
う
し
た
一
般
的
立
場
を
前
提

に
し
な
が
ら
、
彼
の
秩
序
観
に
立
ち
入
る
こ
と
に
す
る
。

(

U

V

 

ハ
ル
コ
ル
ト
の
秩
序
観
は
、
出

γ十
い
を
も
一
つ
の
社
会
的
機
能
に
変
え
な
が
ら
、
封
建
的
諸
特
権
を
廃
し
、
他
方
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の

み
で
な
く
、
中
下
関
川
を
も
同
等
に
体
制
の
構
成
主
体
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
を
ま
ず
対
支
配
層
と
の
関
係
で

い
え
ば
、

そ
山
引
を
と
り
わ
け
民
衆
に
刈
す
る
教
育
の
改
革
(
宗
教
的
臣
民
教
育
の
廃
止
、
合
理
的
な
労
働
知
識
と
生
活
の
見
通
し
を
与
え

る
救
出
け
の
実
焔
)
や
労
働
・
川.1諸条
件
の
改
革
(
労
働
時
間
の
制
限
、
児
童
労
働
の
禁
止
等
)
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
し
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
い
こ
の
考
え
は
、
先
に
み
た
、
彼
の
イ
ギ
リ
ス
旅
行
や
新
人
文
主
義
の
影
響
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
ド
イ

ツ
の
川
引
主
川
川
一
と
し
て
は
、ハ
オ
ヘ
リ
ス
ム
ス
問
姐
の
深
刻
性
H

中
下
層
民
に
お
け
る
秩
序
意
識
の
瓦
解
・
倫
理
的
退
廃
・
「
共
産
主
義
」

の
円
以
透
と
い
う
必
識
、, •. 
占
H
i
-
-
コ

J

，
、

-
-
J
V

，
刀
H
n
t
i
d

，
寸

L
J
h

彼
は
、
守
旧
派
の
よ
っ
て
立
つ
教
会
や
学
校
教
育

(
H宗
教
的
臣
民
教
育
)
で
は
、
も
』ま

や
d

」
の
一
九
仰
な
く
い
と
め
る
こ
と
は
川
米
な
い
、
と
い
う
よ
り
、

そ
れ
ら
は
も
は
や
新
し
い
社
会
状
態
に
不
適
合
な
も
の
で
あ
る
、と考



d
~マh
v

ハ
ル
コ
ル
ト
は
い
う
、
仁
場
の
併
府
す
る
大
都
市
で
は
、
「
教
会
や
学
校
に
は
政
述
で
、
紀
作
や
道
徳
を
欠
き
、
明
日
へ
の
見
通
し

な
し
に
昨
日
か
せ
い
だ
も
の
を
今

H

酒
場
で
浪
費
し
、
軽
率
な
関
係
を
結
ん
だ
り
、
す
さ
ん
だ
結
婚
生
活
を
送
り
、
見
通
し
を
も
た
ず
貧

(
印
ゾ

そ
う
い
っ
た
悦
代
が
哨
え
て
い
る
、

日
制
こ
付
ふ
う
、

l
l
l
J
 

と
。
そ
し
て
、
三
月
革
命
で
は
、
そ
う
し
た
民
衆
を
、
「
扇
動
家
」
た
ち
が
刺
激
し

た
だ
、
「
そ
れ
を
資
本
に
刈
し
有
効
な
ら
し
め
る
知
識
を
欠
い
て
い
る
の

(
幻
)

そ
れ
ゆ
え
、
も
し
唱
す
べ
て
の
人
に
合
法
的
な
や
り
方
で
財
産
を
獲
得
山
米
る
辺
が
ひ
ら
か
れ
」
る
な
ら
ば
、
社
会
秩
序
は
、
必

だ20 た
l 日)の

だ

だ
が
、
「
卜
回
附
級
は
、労
働
能
力
女
も
っ
て
い
る
。
」

ず
安
定
し
た
も
の
に
な
っ
て
行
く

u

そ
の
た
め
の
労
働
知
識
と
、
勤
労
九
所
有
と
い
う
日
然
な
人
間
的
倫
理
の
認
識
に
、
教
育
(
特
に
学

枚
数
行
)

の
改
恥
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
民
衆
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
の
山
米
る
労
働
・
生
活
諸
条
件
(
労
働
時
間
の
制
限
、

児
荒
労
働
の
禁
止
符
)
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

ハ
ル
コ
ル
ト
に
と
っ
て
、

こ
れ
こ
そ
、

ハ
オ
ベ
リ
ス
ム
ス
や
社
会
的
不
安
を
解
決
す
る
第

一
の
方
策
で
あ
っ
た
じ
だ
が
、
支
配
層
は
、
民
衆
を
《
無
知
》
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
(
心
貧
困
の
再
生
産
)

に
自
己
の
支
配
基
盤
を

お
い
て
い
る

υ

こ
れ
こ
そ
変
革
さ
れ
る
べ
き
第
一
の
事
柄
で
あ
っ
た
。

こ
の
変
革
を
《
合
法
的
》
変
革
と
し
て

し
か
し
ハ
ル
コ
ル
ト
は
、

ドイソ近代化と~If;ふ放の松阪

し
た
が
っ
て
、
三
月
革
命
前
後
の
支
配
層
と
被
支
配
聞
の
既
成
の
関
係
を
基
本
的
に
前
提
に
し
て
、
そ

れ
ゆ
え
三
月
後
期
に
つ
い
て
い
え
ば
、
下
か
ら
の
再
編

u

社
会
革
命
的
改
変
の
完
全
な
敗
退
、
反
革
命
の
成
功

H

守
旧
派
の
復
活
、
民
衆

の
み
め
ざ
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。

そ
し
て
「
自
由
主
読
者
」

へ
の
守
旧
派
寄
り
諸
政
策
の
実
施
、

一
般
の
民
衆
へ
の
無
関
心
、
こ
う
し
た
歴
史
的
与
件
の
も
と
で
、
そ
の
既

成
の
関
係
を
基
本
的
に
前
提
し
て
、

め
ざ
さ
れ
る
べ
き
変
革
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
ハ
ル
コ
ル
ト
ら
の
運
動
の
基
本
的
制
約
点
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
彼
の
思
想
を
、
秩
序
意
識
の
転
換
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
に
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
、
彼
の
民
衆
と
の
か
か
わ
り
を
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
政
治
家
と
し
て
、
あ
る
い
は
社
会
運
動
家
と
し
て
、
対
支
配
層
と
の
・
関
係
で
右
の
よ
う
な
主
張
・
運
動

を
脱
川
し
た
が
、
も
う
一
方
で
社
会
運
動
家
・
啓
蒙
運
動
家
と
し
て
、
民
衆
に
大
き
く
か
か
わ
っ
た
。
例
え
ば
、
彼
は
早
く
か
ら
企
業
主

と
し
て
自
分
の
労
働
者
の
た
め
の
病
院
を
建
設
(
一
八
二

O
年
)
し
た
り
、
民
衆
教
育
の
た
め
の
協
会
を
設
立
(
四
三
年
)
し
た
り
し
て

139 

い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

こ
う
し
た
活
動
の
底
に
流
れ
て
い
る
、
啓
蒙
家
と
し
て
の
彼
の
主
張
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
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先
に
み
た
よ
う
に
、
彼
が
支
配
層
に
l
l

「
社
会
問
題
」
の
解
決
で
l
l

主
と
し
て
実
現
を
せ
ま
る
こ
と
は
、
教
育
諸
条
件
や
労
働
・

生
活
諸
条
件
の
改
良
に
す
ぎ
ず
、し
か
も
そ
れ
す
ら
、
《
合
法
的
》
な
道
を
と
る
た
め
に
き
わ
め
て
実
現
困
難
で
あ
る
。
「
自
由
主
義
者
」

と
し
て
も
彼
ら
は
少
数
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
民
衆
に
と
っ
て
l
l

貧
困
と
差
別
の
|
|
既
成
の
状
態
が
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
ハ
ル
コ
ル
ト
に
と
っ
て
、
そ
れ
で
も
民
衆
蜂
起
は
許
さ
れ
な
い
。
四
九
年
の
有
名
な
『
労
働
者
へ
の
手
紙
』
で

彼
は
、
民
衆
に
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。

(m
>

止
し
、
荒
廃
と
欠
乏
が
運
命
と
な
ろ
う
」
と
。
そ
し
て
彼
は
、

「
だ
が
考
え
て
も
み
よ
、
も
し
所
有
が
も
は
や
確
か
で
な
い
な
ら
、

い
っ
さ
い
の
交
易
は
停

こ
う
し
た
困
難
の
も
と
で
も
、
神
の
賜
物
で
あ
る
「
才
能
」
を
生
か
し
、

「
勤
勉
」
と
「
倹
約
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
恵
ま
れ
た
「
才
能
」
の
持
ち
主
は
、
貧
困
か
ら
脱
け
出
し
上
昇
可
能
で
あ

る
、
と
考
え
る
。

「
才
能
」
と
「
勤
勉
」
と
「
倹
約
」
、
こ
れ
が
ハ
ル
コ
ル
ト
の
民
衆
へ
の
訴
え
の
主
要
内
容
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

こ
の

『
手
紙
』
で
語
っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
〔
ハ
ル
コ
ル
ト
ら
企
業
家
た
ち
|
|
寺
田
〕

の
な
か
に
、
以
前
労
働
者
で
あ
っ
て
、
能
力
と
幸
運
と
、
自
分
自
身
の
勤
勉

と
に
よ
っ
て
上
昇
し
た
工
場
主
や
手
工
業
者
や
農
民
が
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
諸
君
が
自
己
を
有
能
に
き
た
え
、
神
の
意
キ
ヤ
ー
ー
そ
の

秩
序
を
諸
君
は
決
し
て
破
る
こ
と
は
出
来
な
い
ー
ー
が
存
す
る
な
ら
、
諸
君
の
誰
に
も
、
同
じ
道
が
と
ざ
さ
れ
て
い
な
い
。
神
の
意
志
は
、

プ
ア
ン
ト

す
べ
て
の
岡
市
民
に
恵
み
、
諸
君
の
才
能
〔
神
の
賜
物
|
|
寺
田
〕
を
隠
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
諸
君
も
ま
た
、
福
音
主
義
の
忠
実
な
人

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
が
、

て
果
す
よ
う
召
命
さ
れ
て
い
る
。
」

ル
タ
l

の
職
業
H

召
命
観
が
、
こ
こ
で
完
全
に
資
本
主
義
的
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
が
、
神
の
賜
物
で
あ
る
「
才
能
」
と
、

一
つ
の
持
ち
場
に
つ
く
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
す
べ
て
の
人
が
、
自
己
の
部
署
を
誇
り
を
も
っ

「
勤
勉
」
と
「
倹
約
」
に
よ
っ
て
、
自
己
の
職
務
に
つ
く
こ
と
、こ
れ
が
神
の
召
命
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
逆
に
、
「
勤
勉
」
と

「
倹
約
」
に
よ
っ
て
、
上
昇
し
え
な
く
と
も
、
そ
れ
は
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
才
能
」
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
彼
は
、
啓
蒙
家
と
し
て
、
恐
ら
く
実
際
の
成
功
例
を
、
大
衆
向
け
小
説
(
『
亜
麻
と
マ
ル
タ
』

一
八
五
O
年
)
で
著
わ
し
て
い
る
。
そ



れ
は
、
戦
争
未
亡
人
マ
ル
タ
が
、
そ
の
息
子
と
と
も
に
、
「
勤
勉
」
と
「
倹
約
」
に
よ
っ
て
い
か
に
財
を
き
.
す
い
て
い
っ
た
か
と
い
う
物
語

(
例
)

で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
主
張
は
、

一
方
の
「
身
分
と
職
業
の
限
界
」
と
い
う
正
統
的
ル
タl
主
義
的
な
守
旧
派
的
秩
序
観
に
束
縛
さ
れ

て
い
る
民
衆
と
、
他
方
の
旧
秩
序
意
識
の
瓦
解
か
ら
「
扇
動
家
」
に
刺
激
さ
れ
つ
つ
あ
る
民
衆
の
、
両
側
に
対
し
、
新
し
い
秩
序
意
識
へ

の
転
換
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
ハ
ル
コ
ル
ト
の
秩
序
観
は
、
反
革
命
の
成
功
に
よ
っ
て
守
旧
的
束
縛
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
五
0
年
代
か

ら
の
本
絡
的
な
産
業
的
発
展
の
も
と
で
旧
身
分
的
紐
帯
か
ら
解
き
放
た
れ
ざ
る
を
え
な
い
民
衆
に
対
し
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
す
で
に
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、
官
僚
絶
対
主
義
の
近
代
化
諸
政
策
を
基
軸
と
し
て
、
民
衆
意
識
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
っ

た
。
再
び
リ
l

ル
を
援
用
す
る
と
、
こ
う
し
た
身
分
秩
序
か
ら
解
き
放
た
れ
つ
つ
あ
っ
た
民
衆
は
、

リ
ー
ル
に
と
っ
て
、
秩
序
破
壊
を
自

己
目
的
化
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
と
精
神
構
造
は
同
質
な
の
だ
が
、
自
己
の
身
分
を
嫌
い
上
昇
志
向
を
も
つ
か
、
と
い
う
こ
つ
の
傾
向

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
後
の
傾
向
に
つ
い
て
、

リ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
都
市
社
会
・
の
下
層
民
の
社
会
運
動
の
核
心
は
、

ドイツ近代化と秩序認識の転換

と
を
継
ぎ
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

ま
さ
に
、
よ
り
低
い
身
分
や
職
業
が
よ
り
高
い
身
分
や
職
業
を
い
つ
も
嫉
妬
し
、
ぁ

よ
り
低
い
労
働
者
が
彼
の
職
業
を
恥
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
工
場
労
働
者
、
職
人
は
、

例
え
ば
、
た
ん
に
彼
の
労
働
収
益
を
高
め
る
こ
と
:
:
:
を
望
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、工
場
労
働
者
や
手
工
業
者
で
あ
る
の
を

や
め
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
恥
じ
、
も
っ
と
大
き
な
主
人
に
も
な
り
た
い
。
社
会
の
最
高
階
層
に
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
、

ハ
お
)

こ
の
み
じ
め
な
嫉
妬
の
な
か
に
、
社
会
的
扇
動
の
も
っ
と
も
無
価
値
で
も
っ
と
も
非
倫
理
的
な
モ
メ
ン
ト
が
あ
る
。
」

リ
ー
ル
の
こ
の
叙
述
は
、
当
時
の
労
働
者
層
に
上
昇
志
向
が
一
般
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
上

昇
意
識
と
と
も
に
そ
の
可
能
性
の
存
在
を
も
示
陵
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
可
能
性
は
、
精
神
的
・
物
質
的
に
き
わ
め
て
制
限
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さ
れ
た
環
境
の
も
と
で
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
部
分
の
労
働
者
層
に
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ハ
ル
コ
ル
ト
の
秩
序
観
は
、

こ
う
し
た
ご
く
わ
ず
か
の
可
能
性
に
、
瓦
解
し
た
民
衆
の
も
っ
と
大
き
な
流
れ

1
1

り
・
l

ル
に
と
っ
て
、
そ
し
て
実
は
ハ
ル
コ
ル
ト
に
と
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っ
て
も
、
現
実
的
に
で
あ
れ
可
能
的
に
で
あ
れ
、
秩
序
破
壊
の
傾
向
を
も
っ
人
々
ー
ー
を
導
き
、
そ
の
枠
組
の
な
か
へ
秩
序
化
し
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
先
の
「
才
能
」
「
勤
勉
」
「
倹
約
」
を
説
く
『
労
働
者
へ
の
手
紙
』
は
、
当
時
の
労
働
者
た
ち
に
、
聖
書
や
賛
美
歌
集
や
そ
の

他
の
数
少
な
い
文
書
と
と
も
に
、
長
い
間
読
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ル
コ
ル
ト
の
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
示
す
と
と

も
に
、
上
昇
可
能
性
が
経
験
的
に
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。
し
か
し
、
革
命
後
に
眼
を
向
け
れ
ば
、
下
か
ら
の
再
編

H

社
会
革
命
的
改
変
の
完
全
な
敗
退
、
反
革
命
の
成
功
H

守
旧
派
の
復
活
、
シ
ュ
テ
ィ
l

ル
の
三
条
例
等
民
衆
へ
の
守
旧
派
寄
り
諸
政
策

の
実
施
、
そ
し
て
「
自
由
主
義
者
」
一
般
の
民
衆
へ
の
無
関
心
、
こ
う
し
た
諸
制
約
は
、
民
衆
の
精
神
的
な
ら
び
に
物
質
的
活
動
領
域
を

き
わ
め
て
狭
い
も
の
た
ら
し
め
る
。
基
本
的
に
は
、
《
貧
困
と
無
知
》
が
再
生
産
さ
れ
る
条
件
は
変
ら
な
い
。
旧
来
の
生
活
諸
条
件
や
意

識
諸
形
態
の
変
更
を
当
然
要
請
す
る
五
0
年
代
以
降
の
本
格
的
な
資
本
主
義
化
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
衆
の
上
昇
可
能
性
は
き
わ

ハ
ル
コ
ル
ト
の
考
え
方
と
本
質
的
に
等
し
い
シ
ュ
ル
ツ

Z
H

デ
l
p
v

チ
Z

の
運
動
が
引
き
つ
け

ハ
同
副
〉

え
た
の
が
、
手
工
業
者
や
上
層
の
労
働
者
層
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
、
こ
の
こ
と
は
示
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
秩
序
観
の
民
衆
へ

め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

の
影
響
の
度
合
や
影
響
内
容
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
、
今
こ
こ
で
こ
れ
以
上
問
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
こ
で
は
、
右
の
基
本
的
な
事

柄
を
ふ
ま
え
て
、
ハ
ル
コ
ル
ト
の
秩
序
観
が
反
革
命
後
の
構
成
的
枠
組
に
占
め
る
位
置
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
す
る
と
、

そ
の
後
の
本
格
的
な
資
本
主
義
的
進
展
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
み
て
、

ハ
ル
コ
ル
ト
の

秩
序
観
は
、

支
配
層
と
民
衆
の
両
者
に
対
し
て
、
最
も
基
本
的

な
倫
理
規
範
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
堅
持
す
る
《
合
法
性
》
は
、
既
成
性
(
旧
体
制
的
伝
統
的
諸
要
素

の
支
配
)
を
前
提
に
す
る
が
、
三
月
後
期
の
資
本
主
義
的
進
展
は
、
こ
の
前
提
の
う
え
に
た
っ
て
、
そ
の
な
か
へ
次
第
に
貫
入
し
て
い
く

も
の
で
あ
り
、
「
才
能
」
召
命
観
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
主
体
的
に
押
し
す
す
め
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
精
神
の
基
本
原
則
と
い
え
る
か
ら
だ
。
し
か

も
こ
の
思
想
は
、
「
勤
勉
」
「
倹
約
」
を
自
己
目
的
化
(
「
才
能
」
の
証
し
)
す
る
ま
さ
に
《
資
本
主
義
の
精
神
》
、
資
本
主
義
的
社
会
意
識
を
、

そ
の
根
底
に
も
っ
て
い
る
。
総
じ
て
、
資
本
主
義
的
諸
関
係
に
ま
き
込
ま
れ
た
個
人
や
家
族
は
、
た
と
え
上
昇
出
来
な
く
と
も
、
自
由
競



争
と
景
気
変
動
の
網
の
な
か
で
、
「
勤
勉
」
「
倹
約
」
を
多
か
れ
少
な
か
れ
規
範
と
し
て
自
己
目
的
化
す
る
精
神
態
度
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
五
0
年
代
以
降
の
本
格
的
な
資
本
主
義
的
進
展
に
よ
っ
て
そ
の
網
の
目
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
民
衆
に
と
っ
て
、
「
勤

(
犯
〉

勉
」
「
倹
約
」
の
自
己
目
的
化
は
、
形
態
的
に
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
規
範
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
ル
コ
ル
ト
的
秩
序
観
は
、
資
本
主

義
化
の
な
か
で
、
民
衆
が
そ
れ
|
|
つ
ま
り
資
本
主
義
的
関
係
性
ー
ー
を
乗
り
越
え
え
な
い
か
ぎ
り
民
衆
の
秩
序
観
的
外
枠
と
し
て
受
容

さ
れ
う
る
、
倫
理
規
範
を
内
包
し
て
い
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
民
衆
は
、
先
に
み
た
旧
絶
対
主
義
の
も
と
で
の
正
統
的
ル
タ
l

主
義
的

秩
序
観
に
対
し
て
と
同
様
、

こ
こ
で
も
右
の
秩
序
観
的
外
枠
を
別
様
に
読
み
か
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
秩
序
観
的
外

枠
の
止
揚
を
意
味
し
な
い
し
、
そ
れ
が
時
に
彼
ら
の
内
縛
の
倫
理
と
し
て
浸
入
し
て
く
る
こ
と
を
阻
止
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
あ

ハ
ル
コ
ル
ト
の
秩
序
観
は
、
そ
の
後
の
資
本
主
義
的
進
展
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
側
か
ら
み
て
、
反
革
命
後
の
構
成
的
枠

組
に
き
わ
め
て
適
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
、
十
九
世
紀
中
葉
ド
イ
ツ
に
お
け
る
秩
序
意
識
の
転
換

い
に
お
い
て
、

を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

ドイツ近代化と秩序意識の転娩

(
1
)
〈
札
・
寸-
Z
3
R
ι
q・
e
・
2
.
H
J
ω
・
ロ
叶
U

閃
・
の
目
白
骨r
g
M
り
比
昆
岡
山
内
沙
問
R
W
O
H同
色
m

回
出
品
目
間
切
司
O
E
r
F
M
M
E
-
U
5・
明
日
出
W
P
H
H
F
忌
・

3
N
H
b
M


ω
-
H
U
ロ
-
m
g
B品
・
望
岡
、
前
掲
省
、
三O
|
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
お
よ
び
大
河
内
一
男
『
独
逸
社
会
政
策
思
想
史
』
上
巻
(
『
大
河
内
一
男
著
作
集
』
第
一
巻
)
第
一
網
、
怠

照
。
.

(
2
)
柳
沢
治
『
ド
イ
ツ
一
一
一
月
革
命
の
研
究
』
、
と
り
わ
け
三
三

l

三
三
三
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

(
3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
寺
田
光
雄
「
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
の
変
革
表
象
l
1

急
進
的
共
和
主
義
者
ら
と
の
関
係
を
と
お
し
てll

」
『
埼
玉
大
学
紀
要
(
社
会
科
学
鏑
)
』

第
二
四
巻
、
参
照
。

(
4
)
本
節
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
論
述
か
、
本
節
注
(
3
)の
訟
の
論
文
、
お
よ
び
同
じ
く
訟
の
コ
貢
前H
革
命
期
に
お
け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
問
題
」
E
E

五

五
九
号
、
と
重
複
す
る
ゆ
え
、
参
照
箇
所
の
明
示
は
、
新
た
に
言
及
し
た
部
分
の
み
に
と
ど
め
て
お
く
。

(
5
)
例
え
ば
、
一
八
四
八
年
三
月
三
日
の
友
人
の
出
版
業
者0
・
ヴ
ィ
1

ガ
γ

ト
あ
て
手
紙
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
ま
で
の
書
物
が
、
「
学
者
や
哲
学
者
」
に
向
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
o

男

F
E

ロ
・
同
・
旬
。
己
(
回
目
同
・
)
・
』
い
え
雪
合
出
世
司
宮
内
加
匂

S
H
h
n
b倫
相
、
主
。
・
2
・
g
-
m
E
P
回
曲
目
島
町
出
・
出
口

o
G
曲
目N
G

ω
E
H
G
R
T
回
R
凶
n
E
M
m骨
髄
芹
同
唱
。h
f回
ι
・
M内
同H
F
m
-
H
U
B
-

(
6
)
寺
田
、
前
掲
論
文
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
変
革
表
象
」
参
照
。

〈7
)
柳
沢
、
前
掲
書
、
参
照
。
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(∞) Cf. J. R. G il1is, op. cit., p. 146. 
き (申)駄狭〈怠山川 =Îトーρ 11-~' ，，~えい恥μ ・吋-~'>\'~\-'(け〉・ト~t---"!1 ~"λ制蜘砕竹町

判精Q r電車111命令J :!b<l<!4脳昔話凶寝室同v l'\-，ーーJ(:鎌田111\ト議・蛍罪悪梨壊れ挺王氏以古川誕祭..>J凶器自伝的 4憾。

(ヨ〉 民キ'" 1iK+耳程争(' 41事区。
(ロ) U1K祖霊~梼.~~三判~ZflιQ定量点以ムi l' ¥-' :" tQo K. Günter, op. cit; G. Wolter, Friedrich Harkort als Politik町. In: Jahrbuch ゐs Vereins 

f由ir Orts-u. Heimatkunde in der Grafschaft Mark, Jg. 39, Teil 2, 1926; K. Matschoss, Friedrich Harkort. Der grosse deutsche 
Industriebegr�der und Volkserzieher. In: Beitr臠e zur Gerchichte der Technik und Industrie, Bd. 10, 1920; W. Kö11mann, Gesel1-
schaftsauschauungen und sozialpolitisches Wol1en Friedrich Harkorts. In: Rheinische Vierteljah悶blätter， Jg. 25, 1960. 

(~) F. Harkort, Bemerkungen �er die Hindernisse der Civilisation und Emancipation der untern Klassen, E1berfeld 1844, (neu hrsg・ von

J. Ziehen, Frankfurt a. M. 1919, S. 28.) 
(包) Vg1. F. Harkort, O.ffner Brief an die W臧ler und Wahlw舫ner der Kreise Hafen , Iserlohn und Alt開a， Elberfeld 1850; G. Wolter, 

op. cit. , S. 9. 
(苫) Vg1. F. Harkort, Bemerkung側面ber die Grundsteuerausgleichung (Zum Bersten des Hand，町erkerbundes) ， Ber1in, 1849. 内JQ迫Q~ え

n さムQ組事根強長..>J.-l νQ定盤以語~\-，:"tQ'三*~i!!'(Ii':""""劉総量岡特告さ判長{緩.!I~ぬ皇室E基~~~O

(お) Vg1. F. Harkoτt， Bemerkungen üb町 die Hindernisse d.町 Civilisation und Emancipation 伽 untern K.加問， S. 17. 

(;!l) Vg1. F. Harkort, Bürger・und Bauernlni，宅f， Berlin 1851, (beschlagnahmt, als Nachdruck 出 "A'田凶d“ bei J. H. Meyer, Braun・
schweig 1851.) 

(巳) Vg1. F. Harkort, Brief an die Arbeiter, Ber1in 1849. In: C. Jan也e u. D. Hilg町(Hrsg.)， Die E:告側tumlosen. Der deutsche Paup町均n出

und die Emanzipationkrise in Darstellung und Deutung der zeitgenössi・schen Literatur, Freiburg u. M�chen 1965, 8. 392; W. K�lｭ

mann, op. cit. , 8S. 85-86. 
(~) ~J れ.-l.;2 rnきEtf 判熊1i'jL-~量~~器Q主語学..>J墜事当初E剖目Jν:" tQ~Q~堅←tQ!孟斜.!I( 1 r<回国社〉主41訟.-l':;'。

(~) F. Harkort, Bemerkungen �er die Hindernisse der Civilisation und E:制ncipation d，町 untern Kl，田sen， 8. 24. 

(~) Ibid. , S. 6. 
(~) Ibid. , S. 7. 
(g:j) F. Harkort, Brief an die Arbeiter, S. 390. 
(尽) Ibid. , S. 391. 
(C1�) Vg1. F. Harkort, Flachs-Martha, Bielefeld 1850. 
(お) W. H. Riehl, op. cit. , S8. 50-51. 



(
お
)
〈
間
】
・
H内
・
司
・7
-
5
8
ロ
(
回m
G
・
)
同
吋
号
与
-
E
同
司
雪
之
・
符
守
山
『
H
a
え

加
え
S
E
F
~
P
F
E
R
a
-
M
M
E
R
g
s
3
s
w
∞
-
Z
B
・

(
幻
)
坂
井
、
前
尚
治
文
、
参
照
。
な
お
こ
の
当
時
のA
・
ベ
l

ベ
ル
ら
教
義
的

手
工
業
者
・
労
働
者
附
が
説
ん
で
い
た
書
物
が
、
シ
ュ
ロ
ツ
サ
ー
や
ゲ
ル
ヴ

イ
ヌ
ス
の
舵
史
市
で
、
単
線
的
な
進
歩
史
観
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

興
味
深
い
。
〈
包
・
戸
肘
ロ
悶mu
g問
・
N
号
句
。

H
E
h
a
n
E
.
n
V
M

偽
札
E
H
R
F司

ミ
民
口
氏
'
史
認
弘S
H
3
n
p
E
H
2

・
。
宮
包
括g
S
F
ω

・
同
吋M
・

(
勾
)
ハ
ル
コ
ル
ト
そ
の
も
の
で
な
く
と
も
、
同
じ
よ
う
な
倫
理
規
慨
を
も
っ
た

秩
序
飢
と
い
う
な
味
。

ドイツ近代化と秩序認識の転換

小
論
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
方
々
と
多
く
の
悶
書
館
の
お

位
話
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
次
の
方
々
に
記
し
て
謝

意
を
表
し
て
お
き
た
い
。
小
論
の
草
案
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

武
重
な
ご
立
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
、
一
橋
大
学
・
良
知
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
の
方
々
、
名
古
毘
大
学
・
水
田
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
方
々
。
ま

た
、
資
料
而
で
は
何
よ
り
も

ω
g
仏
g
B
H母
国
国
間
自
の
前
館
長
田
町
円
同

国
o
-
Nお
よ
び
現
館
長
田
町
同
門
叶
百SH

の
両
氏
に
感
謝
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
両
氏
の
お
か
げ
で
、
こ
ち
ら
の
要
望
す
る
ハ
ル
コ
ル
ト

の
資
料
を
読
む
こ
と
が
出
来
た
。
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激
動
す
る
現
代
、
そ
の
実
相
を
探
る

。
品
川
凶
主
総
か
ら
現
夜
ま
て
の
出
町
史
を
た
と
り
、
そ
の
地

域
の
似
性
に
佑
っ
て
脱
史
的
特
質
を
飾
明
す
る
。

第
9
回
池
端
雪
浦
・
生
田
滋
著

東
南
ア
ジ
ア
現
代
史

H

ー
ー
ー
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
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M
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史
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史
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研
究
展
望

ト
マ
ス

-
モ
ア
研
究

戦
後
の
欧
米
に
お
け
る
モ
ア
研
究

沢

田

昭

夫

こ
こ
で
、
主
に
単
行
本
に
限
っ
て
重
点
的
に
概
観
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
か
ら
今
日
ま
で
の
三
十
余
年
間
の
欧
米
で
の

モ
ア
研
究
発
展
動
向
で
あ
る
。
重
点
的
に
概
観
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
三
十
余
年
間
の
モ
ア
研
究
は
、
量
的
に
も
質
的
に
も
未
曽
有
の

発
展
を
と
げ
、
雑
誌
論
文
な
ど
を
含
め
て
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
網
羅
的
に
語
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
便
宜
上
、
山
『
ユ
1

ト
ピ
ア
』
研
究
、
凶
根
本
資
料
、
書
誌
資
料
、
問
モ
ア
研
究
の
傾
向
、
と
い
う
順
で
進
む
こ
と
に
す
る
。

モ
ア
と
い
う
と
、
特
に
日
本
に
お
い
て
そ
う
だ
が
、
世
界
的
に
見
て
も
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
著
者
で
あ
る
。

モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
が
そ
の
名
で
呼
ば
れ
る
作
品
ジ
ャ
ン
ル
の
起
源
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
天
才
的
な
文
学
性
、
そ
れ
が
社

会
思
想
と
社
会
運
動
に
及
ぼ
し
て
き
た
影
響
が
甚
大
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
研
究
も
こ
の

そ
れ
は
、

三
十
年
間
、
モ
ア
研
究
の
重
要
な
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。



戦
後
最
初
に
世
に
問
わ
れ
た
の
は
エ
イ
ム
ズ
の
『
市
民
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
で
あ
る
。
エ
イ
ム
ズ
は
階
級
論
的
分
析

と
い
う
方
法
に
お
い
て
カ
ウ
ツ
キ
l

に
依
存
し
な
が
ら
も
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
社
会
主
義
の
先
駆
的
著
作
と
す
る
立
場
を
、

チ
ェ
イ
ン
パ

ー
ス
の
し
た
よ
う
に
「
中
世
主
義
」
の
作
品
と
み
る
立
場
と
同
様
に
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
「
封
建
制
」
に
対
抗
す
る
初
期
資
本
主
義
の
産

(1
>

物
、
共
和
主
義
、
民
主
主
義
的
改
革
理
想
を
も
っ
た
中
産
市
民
モ
ア
の
作
品
と
見
た
。

モ
ア
の
思
想
を
経
済
的
階
級
的
価
値
尺
度
を
も
っ
て
分
析
し
た
エ
イ
ム
ズ
の
研
究
は
、
そ
ア
や
テ
ュ
l

ダ
l

・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
つ
い

て
の
新
資
料
に
基
づ
い
た
研
究
で
も
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
正
確
な
テ
キ
ス
ト
の
精
読
に
基
づ
い
た
研
究
で
も
な
く
、

モ
l
ト
ン
の
『
人
民

英
国
史
』
と
か
、
ト
ラ
ハ
テ
ソ
ベ
ル
ク
、

グ
コ
ア
ス
キ
ー
な
ど
ソ
連
の
学
校
教
科
書
ま
で
も
参
照
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
解
釈
だ
っ
た
の

に
対
し
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
解
釈
」
か
ら
も
「
社
会
主
義
的
解
釈
」
か
ら
も
救
出
し
よ
う
と
し
た
の
が
ヘ
ダ
ス
タ
ー
の

『
モ
ア
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
|
思
想
の
伝
記
』
で
あ
る
。
彼
の
い
う
「
カ
ト
り
ッ
タ
的
解
釈
」
と
は
、
チ
ェ
イ
ン
パ
l
ス
な
い
し
そ
の
弟

ハ2
V

子
の
ド
γ

ナ
ー
な
ど
の
「
中
世
主
義
」
の
立
場
で
あ
る
(
因
み
に
チ
ェ
イ
ン
バ
l
ス
は
カ
ト
p
y

ク
で
は
な
い
)
。

円3
V

ヘ
ダ
ス
タ
ー
の
研
究
の
詳
細
に
つ
い
て
は
伊
達
氏
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
、
要
す
る
に
彼
は
、
か
つ
て
オ
ン
ケ

γ

が
し
た
よ
う
に
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
第
一
巻
と
第
二
巻
の
聞
に
は
、
執
筆
時
期
と
内
容
上
の
く
い
違
い
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
後
に
ロ
ン

研究展望:トマス・モア研究

ド
ン
で
書
か
れ
た
第
一
巻
や
第
二
巻
の
一
部
に
こ
そ
モ
ア
の
真
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
。
た
だ
ヘ
ダ
ス
タ
ー
は
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を

権
力
の
魔
力
に
つ
か
れ
て
無
意
識
の
う
ち
に
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
的
野
望
を
道
徳
的
に
合
理
化
し
た
現
実
的
政
治
家
モ
ア
の
作
品
だ
と
・

い
う
オ
ン
ケ

γ

の
弟
子
リ
ッ
タ
ー
の
説
は
と
ら
ず
、

モ
ア
の
真
意
は
、
高
慢
の
克
服
に
よ
る
社
会
改
革
を
説
く
こ
と
だ
っ
た
と
し
、
架
空

の
哲
学
的
旅
行
者
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
得
る
著
者
モ
ア
の
立
場
は
、
「
中
世
的
」
世
界
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
、
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
福
音
主
義
だ
と
し
て
い
る
。

同
様
に
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
社
会
主
義
的
な
い
し
帝
国
主
義
的
解
釈
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
な
が
ら
円
グ
・
ス
タ
ー
と
は
全
く
異
な
る
結

ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
は
モ
ア
の
真
意
を
代
表
し
て
お
ら
ず
、

147 

論
に
到
達
し
た
の
は
政
治
学
者
メ
l
ブ
ス
で
あ
る
。
被
に
よ
る
と
、

モ
ア
が



h、

ー

1却

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
で
企
て
た
の
は
、
全
体
主
義
・
共
産
主
義
国
家
の
脅
威
を
カ
リ
カ
チ
ュ
デ
と
し
て
固
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
モ

ア
を
反
共
主
義
者
に
し
た
て
る
こ
の
解
釈
は
、
エ
イ
ム
ズ
や
:
タ
ー
な
ど
と
同
じ
く
、
結
局
十
六
世
紀
を
後
世

1
l
T
九
・
二
十
世
紀

!
?
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
眼
競
で
見
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
犯

エ
イ
ム
ズ
、
リ
ッ
タ
ー
な
ど
が
著
者
モ
ア
の
意
図
を
超
え
た
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
「
客
観
的
」
意
義
を
外
か
ら
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の

に
対
し
、
著
者
の
意
図
を
内
か
ら
確
認
し
て
そ
れ
に
従
つ
固
た
解
釈
を
目
ざ
す
の
が
ヘ
ク
ス
タ

1
、

メ

l

プ
ス
で
あ
り
、
次
に
述
べ
る
フ
l

バ
ー
や
サ
l

ッ
、

ズ
ュ
l

ス
ム
l

ト
で
あ
る
。
た
だ
し
ヘ
ク
ス
タ
ー
が
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
一
五
一
五

l

一
六
年
の
コ
ν

テ
'
ク
ス
ト
の
み
目

ズ
ュ
l

ス
ム

l

ト
は
、
モ
ア
の
思
想
は
生
涯
を
通
じ
て
根
本
的
に
は
統
}

か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
フ
l

バ
l

、
.
サ1
ッ
、

整
合
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
以
前
、
以
後
の
そ
ア
の
作
品
や
行
動
を
考
察
し
な
が
ら
著
者
の
真
意
を
探
ろ

う
と
す
る
。

そ
の
結
果
パ
l

ゼ
ル
の
史
家
ケ
l

ギ
の
弟
子
の
フ
l

バ
l

は
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
そ
ア
の
現
実
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
く
、
常
に

絶
対
永
遠
の
相
の
下
で
現
実
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
そ
ア
の
保
守
的
革
新
原
理
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
す
る
ロ
し
か
し
フ

l

バ
I
の
研
究
の
対

象
が
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
だ
け
で
な
く
そ
ア
に
お
け
る
伝
統
保
守
と
伝
統
批
判
一
般
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
解
釈
を
直
接
の

目
標
に
し
た
の
が
サ
l

ツ
の
二
著
、
(
宗
教
、
道
徳
、
戦
争
論
を
扱
う
)
『
英
知
礼
賛
』
と
(
快
楽
哲
学
、
教
育
学
問
、
共
有
制
を
扱
う
)
『
快

楽
礼
賛
』
で
あ
る
。
因
み
に
、
最
近
自
転
車
事
故
で
早
逝
し
た
シ
カ
ゴ
・
ロ
ヨ
ラ
大
学
の
英
文
学
史
家
サ
l

ツ
の
こ
れ
ら
の
研
究
が
出
版

さ
れ
た
の
は
一
九
五
七
年
、
そ
れ
と
前
後
し
て
そ
ア
研
究
の
質
は
一
段
と
深
味
を
増
し
た
と
い
え
る
。

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
単
な
る
冗
談
で
も
現
実
的
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
な
い
と
見
る
サ
1
ツ
は
、
「
理
性
に
し
か
頼
れ
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア

人
が
こ
れ
ほ
ど
優
れ
た
、
幸
福
な
生
活
を
送
れ
る
の
に
、
理
性
の
ほ
か
に
啓
示
信
仰
を
与
え
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
生
活
は
何
た
る
ざ

ま
よ
」
と
警
告
す
る
こ
と
が
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
教
訓
だ
と
い
う
、
あ
の
チ
ェ
イ
ン
バ

l

ス
の
解
釈
を
否
定
は
し
な
い
が
、
そ
れ
を
狭
す

ぎ
る
、
あ
ま
り
に
も
道
徳
主
義
的
だ
と
見
て
い
る
。

サ
l

ツ
に
よ
れ
ば
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
、
天
上
の
エ
ル
サ
レ
ム
を
目
ざ
す
理
想
主
義



円
」
F
'
a、
当

T
u
-
-、

同
，
、
引
l
J
4
U
4
4
4
1

キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
改
革
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
る
が
、
形
式
的
に
は
、
理
性
の
み
に
頼
る
異
教
徒
の
理
想
社
会
を
め
ぐ
る
ヒ

ユ
|
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
デ
グ
ラ
マ
ー
テ
ィ
オ

(
仮
空
論
議
演
習
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
本
性
が
堕
落
し
切
っ
て
は
い
な
い
に
せ

よ
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
私
有
制
が

(
登
場
人
物
モ
ア
の
い
う
よ
う
に
)
最
も
現
実
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

(
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
い
う
よ
う
に
)
共
有
を
理
想
・
理
念
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
が
著
者
モ
ア
の
考
え
で
あ
る
。

こ
れ
が
サ
l
ツ
の
結
論
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
登
場
人
物
モ
ア
が
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
第
二
巻
の
終
尾
で
行
な
う
共
有
制
批
判
と
富
や
権
力
の
賛
美
は
、
著
者
モ
ア
の
反

語
的
発
言
だ
と
い
う
サ
l

ツ
の
説
に
反
対
し
、
そ
れ
は
む
し
ろ
理
論
家
の
共
有
論
に
対
す
る
実
務
家
、

と
い
う
の
が
ズ
ュ

l

ス
ム
l

ト
で
あ
る
。
彼
の
『
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
著
者
モ
ア
の
意
図
は
理
想
国
家
の
青
写
真
を

ス
テ
l

ツ
マ
ン
・
モ
ア
の
反
論
だ

揃
く
こ
と
で
は
な
く
、
雌
史
的
現
実
(
第
一
巻
)
と
は
逆
の
仮
空
無
歴
史
の
社
会
(
第
二
巻
)
を
画
い
て
現
実
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
第
二
巻
の
無
歴
史
社
会
の
叙
述
の
終
尾
に
は
再
び
歴
史
世
界
か
ら
の
、
登
場
人
物
モ
ア
に
よ
る
反
論
が
来
ざ
る
を
得
な
い
b

い
う
の
で
あ
る
。
ズ
ュ

l

ス
ム

l

ト
は
サ
l

ツ
に
賛
成
し
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
両
者
の
聞
の
差
異
は
根
本
的
な
も
の
で
は
な
く
強
調
点

の
置
き
方
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
政
治
家
へ
の
突
然
の
転
身
を
機
と
し
た
そ
ア
の
書
き
直
し
説
な
い
し
第
一
巻
と
第
二
巻
の
根
本
的

研究展望:トマス・モア耐f先

く
い
ち
が
い
説
を
支
持
し
な
い
点
で
も
両
者
は
一
致
し
て
お
り
、
両
者
の
聞
に
は
一
致
点
の
ほ
う
が
差
異
よ
り
も
多
い
。

る
よ『
うユ
tこ!
なト
つピ
たすア
。、J 晶司

は
ア
メ

リ
カ

の
ニ巳

リ

オ
ヅ

ト

ジ
ョ
ン
ソ
ン
な
ど
に
よ
り
、
文
学
批
評
の
領
域
か
ら
も
新
た
に
研
究
の
対
象
と
さ
れ

サ
l

ツ
の
よ
う
な
解
釈
に
異
議
を
唱
え
、
『
ユ

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
作
品
自
体
以
外
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
、

ー
ト
ピ
ア
』
は
融
刺
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
純
粋
文
学
作
品
と
し
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
著
者
モ
ア
は
ヒ
ュ
ト
ロ
グ

エ
ウ
ス
だ
と
す
る
。
文
学
者
モ
ア
は
、

ヒ
ュ
ト
ロ
グ
エ
ウ
ス
を
登
場
人
物
モ
ア
に
勝
た
さ
せ
て
お
り
、
歴
史
的
モ
ア
が
共
有
制
に
つ
い
て

149 

ど
う
考
え
た
か
は
知
る
べ
く
も
な
い
と
い
う
の
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
か
た
ち
』
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
理
想
と
幻
想
』
は
、

コ
ン
シ
エ
ン
ス
と
い
う
こ
と
ば
の
十
六
世
紀
的
意
味
、

つ
ま
り
良
心
そ



i
l
 

L
g
e
h
-
-

T
叩
ち

仰
心
いFU
-
-
J
~

山
写
口
六
十

t
i
h
 

1
7
 

・

κ
日
山
、

,

hU 

一

E
U

唱
a
a

s
j
I
 

d

l

v

 

ヨ
シ
ク
ヤ
ス
キ
ス
・
イ
シ
-
b
u
'
h
v
g
シ
ス

し
て
自
己
と
外
界
に
対
す
る
意
識
と
い
う
二
重
の
意
味
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
「
良
心
内
の
自
己
及
び
外
界
意
識
」
と
い
う
概
念
を
用
い

?
e

人
生
す
な
わ
ち
演
劇
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
が
、
超
越
と
関
わ
り
合
い
と
い
う
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
ふ
た
つ
の
方
向
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
形

式
に
よ
っ
て
統
合
し
て
い
る
と
見
る
。

詩
人
モ
ア
に
つ
い
て
の
あ
ま
り
に
も
精
巧
と
さ
え
見
ら
れ
る
イ
エ

l

ル
の
才
人
ジ
ョ
シ
ソ
ン
の
解
釈
に
対
し
、
よ
り
説
得
的
な
の
は
同

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
師
で
テ
ュ
l

ダ
l

文
学
、
古
典
文
学
そ
し
て
モ
ア
の
作
品
全
体
に
つ
い
て

じ
イ
エ
l

ル
大
学
の
文
学
史
家
で
は
あ
る
が
、

よ
り
深
い
造
詣
を
も
っ
シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ

l

教
授
の
所
説
で
あ
ろ
う
。

(
ω
)
 

彼
は
「
も
し
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
を
信
ず
る
な
ら
ば
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
読
み
方
は
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
初

期
の
四
つ
の
版
に
、

モ
ア
自
身
の
承
諾
を
得
て
の
せ
ら
れ
た
「
詩
と
書
簡
」

エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
や
エ
ラ
ス
ム
ス
な
ど
の
手
を
わ
ず
ら
わ
し
、

で
暗
示
さ
れ
た
、
明
ら
か
に
暗
示
さ
れ
た
と
見
る
。
「
詩
と
書
簡
」
を
よ
く
読
め
ば
、
私
的
福
祉
と
公
的
福
祉
と
の
対
比
、
君
主
へ
の
助

言
と
い
う
形
式
的
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
現
実
社
会
の
不
義
を
め
ぐ
る
批
判
的
対
話
(
第
一
巻
〉
と
調
和
あ
る
理
想
的
ユ

l

ト
ピ
ア
島
に
つ
い
て
の
創
造
的
モ
ノ
ロ
ー
グ

(
第
二
巻
)
と
の
対
比
が
、
解
釈
の
鍵
と
し
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。

当
時
の
教
養
あ
る
読
者
な
ら
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
「
ど
こ
に
も
な
い
く
に
」

「
い
つ
に
な
っ
て
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
く

(
ロ
ロ
Z

ロ
曲
目
白
)
、

に
」
(
ロ
ロ
ロ
円
以
己
国
吉
田
)

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
、
ピ
ュ
デ
l

の
書
簡
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
も
し
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
を
信
ず
る
な

か
つ
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
考
え
は
正
し
く
、
そ
れ
は
モ
ア
の
考
え
だ
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
著
者
モ
ア

は
設
場
人
物
モ
ア
を
創
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
考
え
を
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
考
え
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
警
告
を
発
し
て

ら

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
存
在
し
、

い
る
よ
う
に
見
え
る
J

た
だ
し
、
社
会
生
活
の
日
際
、

用
組
に
つ
い
て
は
登
場
人
物
モ
ア
と
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
と
は
意
見
が
一
致
し
て
お
り
、
意
見
が
異
な

る
の
は
H

際
貿
川
叫F
段
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
読
者
は
ヒ

a

ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
議
論
の
強
さ
に
圧
倒
さ
れ
る

民平三官官;\

• 

た
と
え
拷

n
r
h

也
わ
む
股
場
人
物
モ
ア
だ
と
号
え
て
も
、
並
刊
行
モ
ア
は
民
政
も
印
象
的
で
飛
畑
町
な
こ
と
ば
を
ヒa
ト



必
濁
酒
軍
事
晋
2
1
1
4

ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
口
を
し
て
語
ら
し
め
て
い
る
と
思
い
た
く
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
単
純
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
、

，:.i~~.&~ 

ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
と
い
う
人
物
の
精
密
な
観
察
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

(
馬
鹿
博
士
)
で
あ
り
、
家
族
を
捨
て
世

そ
も
そ
も
彼
は
ラ
フ
ァ
エ
ル

(
神
の
使
者
)
と
い
う
預
言
者
的
名
を
も
っ
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス

を
捨
て
、
過
去
、
現
在
の
歴
史
を
否
定
し
、
制
度
の
否
定
と
転
換
が
人
聞
を
変
え
る
と
思
う
、

ヒ
ッ
ピ
l
的
存
在
で
あ
る
。

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
第
一
部
に
お
け
る
社
会
批
判
は
、
第
一
の
場
面
で
は
歴
史
的
な
モ

l

ト
ン
卿
の
邸
宅
で
の
討
論
、
第
二
の
場
面
で

は
フ
ラ
ン
ス
王
の
宮
廷
で
の
仮
空
討
論
、
第
三
の
場
面
で
は
ど
こ
か
の
王
の
宮
廷
で
の
仮
空
討
論
と
い
う
よ
う
に
、
順
次
歴
史
離
れ
し
て

行
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
主
張
の
根
拠
は
合
理
的
理
論
で
は
な
く
、
ポ
リ
ュ
レ
リ
ト
人
、

ア
コ

l

リ
ア
人
、

マ
カ
リ
ア
人
を
い
ず
れ
も
仮
空
の
民
族
の
「
実
例
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
抽
象
化
の
傾
向
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
、
第
一
巻
の
終
り
に

登
場
し
始
め
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
人
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
に
美
徳
と
同
時
に
明
ら
か
に
存
在
す
る
悪
徳
に
は
気
が
つ
か
な
い
。
気
が
つ
い
て
も

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
結
婚
制
度
を
「
お
か
し
な
も
の
」
と
批
判
し
な
が
ら
同
時
に
そ
れ
を
賛
美
す
る
。
こ
の
社
会
を
単
に
描
写
す

る
だ
け
だ
と
い
い
な
が
ら
そ
れ
を
賛
美
も
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
快
楽
主
義
の
基
礎
で
あ
る
宗
教
を
、
「
お
ど
ろ
く
べ

無
視
す
る
。

研究l成虫:トマス・モア研'先

く
し
き
び
し
い
と
い
っ
て
批
判
も
す
る
。
何
よ
り
も
生
命
を
大
切
に
し
宗
教
を
尊
重
す
る
と
い
う
の
に
正
戦
の
た
め
に
は
ど
ん
な
苦
し
み

も
甘
ん
じ
、
聖
な
る
祝
日
に
寧
事
教
練
を
行
な
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
人
も
矛
盾
し
た
行
動
を
示
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ

ス
も
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
で
あ
る
。
現
体
制
下
で
は
君
侯
は
臣
下
の
正
し
い
直
言
に
耳
を
か
さ
な
い
と
い
う
例
証
の
ひ
と
つ
が
そ
1

ト
ン
卿
の

も
と
で
の
討
論
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、

モ
1

ト
ン
卿
自
身
は
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
提
案
を
聞
い
て
、
わ
か
っ
た
か
ら
実
験
し
て
見
ょ
う

と
い
う
。
た
だ
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
は
そ
の
事
実
を
無
視
し
て
現
体
制
を
非
難
す
る
。
彼
は
自
分
の
提
案
に
自
ら
酔
っ
て
い
る
。

151 

そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
と
彼
を
作
っ
た
著
者
モ
ア
に
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
世
か
ら
の
彊
立
に

'
U
ノ
ロ
ー
グ

よ
る
独
白
的
創
造
と
現
世
へ
の
関
わ
り
あ
げ
・
な
い
し
対
話
的
批
判
と
を
兼
備
す
る
こ
と
に
ま
っ
て
の
み
善
と
悪
そ
れ
ぞ
れ
の
漉
泉
も
知
る

, 
d 

-
h
山
日
食
品
酌
釦
E
F
B配
劃
釦
恥
骨
仇
臥
町
晶
'
'
・

Z
四
F
'町
'
臥E
F

t
z

・

4
J
f
1
9
m
世
軍
副
副

J
山
ι
t
I仰
ト
k
b刷
抑
政
協



152 

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
わ
れ
わ
れ
は
無
何
有
郷
を
ど
う
い
う
い
み
で
現
実
化
で
き
る
か
を
一
時
的
に
せ
よ
理
解

で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
一
時
に
せ
よ
ヒ
ュ
ト
ロ
グ
エ
ウ
ス
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
『
ユ
ー
ト
ピ

ア
』
は
で
き
上
っ
た
解
決
を
示
す
書
物
で
は
な
く
、
問
題
を
考
え
さ
せ
る
、
問
い
か
け
の
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
社
会
の
最
善
政
体
と
ユ

ー
ト
ピ
ア
新
島
』
と
い
う
、
単
純
に
同
一
化
は
で
き
な
い
ふ
た
つ
の
焦
点
、
批
判
と
創
造
と
い
う
ふ
た
つ
の
焦
点
を
も
っ
た
問
い
か
け
の

書
で
あ
る
。

(
1
)
m
E耳
目
〉
S
F
G
H
E
S

吋
宮
器
包
ミ

3
2

弘
同
な

g
。
1
9
M
M江
田
n
a
g
-
Z
-
T
H司
会
u
m
・
4司
・
2
3

『
5

・
M
1
b
s
aミ
3

・
V
O出
品
o
p
H
由
旬
・

(
2
)
同
・
出
・
国
自5

・
出
向
。
、
b
g
e
h
白
同
出
向
凶
守
、
e
e

ミ
S
L
『
札S
F
S
n
a
g
-
z
-寸
-
Lヨ
M
U出
・
4
司
・
0
0
5
9
L
室
、
足
R
S
岩
崎
。

g
e
h
P
U
E
B
-
-主
回
・

(
3
)
伊
達
功
『
近
代
社
会
思
想
の
源
流
』
ミ
ネ
ル
ヴ
T

書
房
、
改
訂
版
、
一
九
七
一
一
一
年
。

(
4
)
の
-
E
H
H
p
u
hヨ
S

な
丸
町
、
足

R
F
g
E
n
v
g
L

喝
事
∞
・

(
5
)
イ
エ
ー
ル
版
『
モ
ア
全
集
』
第
四
巻
(
注
口
の2
〉
中
の
へ
P

ス
タ
l

の
序
文
も
見
ょ
。

(
6
)
の
・
呂
町
『
ロ
p
h
u
r
H
u
s

・

E

皆
同
込
合
2

・
C
S
H
忠
良

C
S
H
H
R
崎
町
、g
e
E
民
E
g
g
s
-
h

司

E
-

出
向
E
-
S
M
M
-

(
7
)
同
日
・
国E
F
R
m
a
.
5
ミ
E
H
⑮
E
.
;
足
早
急
足
。
草
加
を

F
E
g
s
a

』
雪
E

ム
宮
内
二
喧
M
U
U
E唱
R

島
∞
E
E

・
同1
r
H
M
E
Z
ミ
ヨ
ミ
。
F
E
E
m

c
s
m
E
q
F
o
g
-
2
5
同
0
・
H
喧
M
N
M
1
-
宮
守
ぬ
な
町

A
『
F
E
Z
-

出
E
E
C

ロ

-
4
3
5
2
m
p
p
s
E
品
開0・
冨
B
r
H
S

吋
・
な
お
イ
ェ
l

ル
版
『
モ
ア

全
集
』
第
四
巻
(
注
伺
の2
)
中
の
サ
l

ツ
の
序
文
お
よ
び
歴
史
的
注
解
も
参
照
。

(
8
)
戸
吉
田

E
E
H
F
-句H
E
S
H

号

g
e
h白
骨
凶
】
古
書
官
足
司

5

・
冨
E
Z
R
L

ま
叫
・

(
9
)
河
O
W
2

の
・
何
ロ
M
O
F

・

4
Z
ω
E

官
。
同
C
Z

立
m
Z相
、2
3
s
~
ミ
岡
崎
崎
町
与
』
い
た
内

E
q

同
宮
司
い
てU
O
(同
ま
3
・
2
叶
l
u
p
同1
t
匂
-
E
Y
A『
q
s
』q
h
pの
E
B
問
。
・

3
8

山
知
・
回
・
同OE
m
s
-回
向
。Z
J
g
e
F
L
『
札
偽
札
匂
匂
E
5

・
2
2

出
2
0
P
H
喧
$
・

(
叩)
M
N・
ω
・
ω
1
S
E
R
-
-盟
国
司
E
o
e
g
R
a
g
s
H
5

氏
。
ロ
待
問
。
乱
弘

g
g

寸
F
O
E
S

富
。
吋
0

・

ω
g
e
h
a
-
-
句
。s
k
同
混
同
句MH
(句
色
-
回
申B
g
w
M吋M
I
N
S
-

シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
の
論
考
は
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
研
究
が
「
著
者
モ
ア
は
登
場
人
物
モ
ア
か
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
か
」
「
こ
れ
は
冗
談
か
ま

じ
め
か
」
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
レ
ベ
ル
か
ら
脱
却
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
モ
ア
研
究
が
よ
り
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
水

機
・
に
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
発
展
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
数
百
年
の
歳
月
を
経
て
第
二
次
大
戦
後
初
め
て
、

モ
ア
の



持
作
の
信
加
す
べ
き
批
判
的
テ
キ
ス
ト
が
公
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
に
は
『
モ
ア
書
簡
集
』
(
エ
イ
ム
ズ
は
無
視
し
た
)
が
、

円1
V

一
九
五
三
年
に
は
『
警
句
集
』
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
つ
い
に

一
九
六
三
年
か
ら
は
、
全
十
六
巻
か
ら
成
る
イ
エ

l

ル
版
『
聖
ト
マ
ス
・
モ
ア
全
集
』
の
刊
行
が
第
二
巻
の
『
リ
チ
ャ

l

ド
三
世
伝
』
を

も
っ
て
開
始
さ
れ
始
め
た
。
そ
の
後
、
現
在
ま
で
に
こ
の
全
集
で
出
版
さ
れ
た
の
は
第
四
巻
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
(
一
九
六
五
年
)
、
第
五
巻

の
『
ル
タ
l

反
論
』
(
J九
六
九
年
)
、
第
八
巻
『
テ
ィ
ン
デ
ル
の
答
弁
反
駁
』
(
一
九
七
三
年
)
、
第
三
巻
の
一

『
ル
l

キ
ア
l

ノ
ス
の
対
話

訳
』
(
一
九
じ
問
年
)
、
そ
し
て
一
九
七
六
年
の
獄
中
作
品
三
点
、
第
十
二
巻
の
『
慰
め
の
対
話
』
、
第
十
三
巻
の
『
キ
リ
ス
ト
の
受
難
論
・
聖

(

2

)

 

体
論
・
訓
成
と
祈
り
』
、
第
十
四
巻
の
『
キ
リ
ス
ト
の
悲
し
み
』
で
あ
る
。
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
つ
い
て
の
そ

ア
の
獄
中
膜
想
で
あ
る
『
キ
リ
ス
ト
の
悲
し
み
』
の
英
訳
は
一
五
五
七
年
版
『
モ
ア
英
語
著
作
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ラ

テ
ン
原
文
手
稿
は
一
九
六
三
年
に
偶
然
ロ
ン
ド
ン
大
学
キ
ン
グ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
の

G

・
バ
ロ
1

回
己
-
g
m
F教
授
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
の

ヴ
ァ
レ
ン
シ
ア
で
発
見
さ
れ
た
。
イ
ェ

l

ル
版
全
集
に
は
そ
の
写
真
複
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

学
問
的
な
批
判
的
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
が
、

一
六
八
九
年
版
『
モ
ア
・
ラ
テ
ン
語
全
集
』
が
一
九
六
三
年
に
ド
イ
ツ
の
ミ
ネ
ル
ヴ
ア

研究岐部:トマス・-t"ア研究

冨
5
叩
『
4

同
社
か
ら
二
巻
本
と
し
て
複
刻
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
記
し
て
お
こ
う
。
二
巻
本
と
い
う
の
は
ス
テ
ー
ブ
ル
ト
ソ
寸
町

M
O
B
g
m
S
1
?

(
3
)
 

件
。
ロ
の
『
モ
ア
伝
』
が
別
冊
と
し
て
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
イ
ェ
l

ル
大
学
出
版
部
か
ら
は
『
モ
ア
全
集
』
の
普
及
版
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
『
聖
ト
マ
ス
・
モ
ア
書
簡
選
集
』
(
一
九
六
一
年
)
、

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
(
一
九
六
問
年
)
、
『
リ
チ
ャ
l
ド
三
世
伝
及
び
英
語
・
ラ
テ
ン
詩
選
』
(
一
九
七
六
年
)
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
六
九
年
に

(
4
)
 

モ
ア
が
獄
中
で
用
い
て
欄
外
注
を
書
き
い
れ
た
『
時
鵡
集
』
の
写
真
複
刻
版
も
出
版
さ
れ
た
。

t土

モ
ア
の
伝
記
関
係
の
根
本
資
料
と
し
て
重
要
な
ロ
l

パ
l
の
『
モ
ア
伝
』
、
ハ
l
プ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
『
モ
ア
伝
』
の
批
判
テ
キ
ス
ト
は

153 

そ
れ
ぞ
れ
一
九
三
五
年
、

一
九
五
七

年
に
は
、

一
九
三
二
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
リ
プ
リ
ン
ト
が
一
九
五
八
年
、

R
0

・

B
a

著
と
し
て
知
ら
れ
る
十
六
世
紀
末
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
『
モ
ア
伝
』
の
批
判
的
テ
キ
ス
ト
が
初
め
て
公
刊
さ

一
九
六
三
年
に
出
た
。



新
守
れ
た
。
ロ
l

パ
l
の
『
モ
ア
伝
』
の
普
及
版
が
キ
ャ
ヴ

z
y

デ
ィ

y
N
J
品
の
『
ウ
ル
ジ
1

伝
』
と
合
本
で
一
九
六
二
年
に
出
た
こ
と
も
こ

裕
円
出
;
!
十

(
5
v

店
リ

1
ζ

で
付
記
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

原
資
料
に
関
連
し
て
そ
の
ほ
か
特
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

し
た
モ
ア
関
係
の
二
十
余
通
の
書
簡
の
出
版
で
あ
る
。

モ
ア
に
関
す
る
書
誌
的
レ
フ
ェ
レ
γ

ス
図
書
と
し
て
こ
の
三
十
余
年
聞
に
出
さ
れ
た
数
点
の
作
品
も
あ
げ
て
お
こ
う
。
そ
の
第
一
は
最

ミ
ュ
シ
ス
タ
ー
大
学
の
シ
ュ
ル
テ
・
ヘ
ル
プ
リ

a
v

ゲ
ン
博
士
が
発
見

近
物
故
し
た
ロ
ス
ア
シ
ジ
ェ
レ
ス
の
ロ
ヨ
ラ
大
学
の
英
文
学
史
家
サ
リ
ヴ
ア
ン
教
授
が
、
夫
人
と
と
も
に
一
九
四
六
年
に
出
し
た
十
六
世

紀
以
来
の
モ
ア
関
係
の
図
書
論
文
目
録
、
第
二
は
そ
れ
を
さ
ら
に
注
釈
付
に
し
て
拡
大
し
一
九
六
四
年
か
ら
一
九
七
一
年
に
か
け
て
出
し

た
五
巻
本
の
目
録
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
騰
写
印
刷
版
だ
が
、
十
六
世
紀
か
ら
一
七
五
O
年
ま
で
を
扱
っ
た
第
三
の
ギ
プ
ソ
ν
の
目
録
は
、

(7
>

一
九
六
一
年
に
イ
ェ
l

ル
大
学
出
版
部
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

書
誌
で
は
な
い
が
、
今
や
モ
ア
研
究
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
必
携
と
も
い
え
る
よ
う
に
な
っ
た
エ
ラ
ス
ム
ス
と
モ
ア
の
対
照
年
譜
、

(
自
)

ジ
ェ

l

の
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
の
マ
ル
カ
ド
ゥ

l

ル
教
授
の
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
世
界
』
が
出
た
の
は
一
九
六
三
年
で
あ
る
が
、
そ
の
年
か

ア
ン

ら
季
刊
で
ア
ン
ジ
ェ
l

に
お
い
て
刊
行
さ
れ
始
め
今
年
三
月
ま
で
に
五
三
号
を
数
え
て
い
る
国
際
ト
マ
ス
・
モ
ア
協
会
〉
自
主
斗
同

M
O
B
S

冨
。
江
(
一
九
六
二
年
創
立
)
の
機
関
誌
旨
ミE
S

も
今
や
そ
ア
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
モ
ア
関
係
の

新
資
料
、
研
究
論
文
な
ど
が
国
際
的
規
模
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
ヨ
内

P
3

旬
、S
K
2
2

ミ
旬
、
3
3
2

足
。
2

・
E
・
開
・
司
・
剛H
o
m
s
-噌E
R
g
-
Z
-
T

凶1
r
h
a
吉
岡
署
S
F
a
-
v
・
回
目
仏
国
司
待
。
・
K
F
-
V百円
F

。
E
B
悶
0
・
3
u
u・

(
2
)
塁
内

E
E

ミ
ミ
担
当
h

見
守
E
K

旬
、
-
a
・
m
-
∞
・
2
z
a
p
s
e
R

・
E
-

開
-
E
E
h

こ
・
国
・
回
目

R
M
N
与
。
5
6

ミ
ド

5
3
F
a

・
同
・
戸

国
g
p

ア

M
1
F
内

D
A
E
a
h
g
。
H
M
J吉
弘
ぬ~
b
h
a
E
F
E
・
V
-
k
r
m
n
F
E
m
S
F
M
N

・
。
・
Z
E
E
L
-
M
V
-
F
ロ
E
H
&
h
w
m・
同
・ω
n
r
o
m
n
F
同
Z
E
a
E
e
a
A『a
p
a
s
・

a
-

。
・
戸
、
H
d
E
o
g
ヨ

o
p
h
虫
色
。
h
宮
久

D

ミ
ミ
H
h
H
h
t
a
H
M
1
2
.
ε
t
s
p
a
-
F

・
v
-
g
E
N
h
w
司
-
g
m
包
4

・
同1
2
a宮
S
H

常

M
v
a
s
a
h
凶
耳
、
E
5
2
2

常

国
~
g
え
旬
。
札
い
に
」
『
苦
言

h
n
H
N
.
2

白
除
、

S
H
S

・
a
-
。
・
開
・
出
E

手
同
】
ぬ
吋
号H
h
H
叫
ぬ
の
守
なH
F
a・
。
・
冨
佳
作
円
・

(
3
)
♀
3
2
5

宣
言

-
s
s
ヨ
S

母
国
h
s
.
こ
の
伝
記
の
句-
E
-
-
E

に
よ
る
英
訳
〔
一
九
二
八
年
)
凶
1
r
』
い
お
・
:
ミ
年
早
S
S

ミ
ミ
は
一
九
六
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1出

料
で
も
あ
る
。

ロ
リ
め
ド
ジ
塔
内
の
最
後
の
作
品
『
キ
リ
ス
ト
の
悲
し
み
』
版
、
最
も
人
聞
く
さ
い
、
人
間
的
な
作
品
で
あ
る
占
も
い
え
る
。

モ
ア
の
宗
教
思
想
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
新
し
い
研
究
が
で
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う

F

リ
ル
の
プ
レ
ヴ
ォ

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、

1
博
士
は
、
モ
ア
の
発
想
の
基
礎
と
し
て
の
宗
教
思
想
を
分
析
し
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
マ

モ
ア
の
作
品
に
出
て
く
る
新
旧
約
聖
書
か
ら
の
す
べ
て
の
引
用
の
コ
ソ
コ
ー
ダ
ン
ス
を
五
巻
本
に
ま
と
め
、
ま
た
そ

ル
カ
ド
ヮ
l

ル
は
、

の
よ
う
な
基
礎
的
研
究
を
も
と
に
、
多
く
の
護
教
的
著
作
、
信
心
的
著
作
に
あ
ら
わ
れ
た
モ
ア
の
聖
書
観
を
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
学
位
論
文

の
テ
l

マ
と
し
て
選
ん
だ
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
パ
イ
ロ
ン
教
授
が
ロ
l

マ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
大
学
に
提
出
し
た
学
位
論
文
『
モ
ア
の
霊
性

に
お
け
る
忠
誠
』
は
モ
ア
の
倫
理
神
学
思
想
研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
の
法
思
想
研
究
と
も
な
っ
て
い
る
。
レ
ノ
ル
ズ
や
デ
レ
v

ト
も

円1
)

扱
い
、
パ
イ
ロ
ン
も
扱
っ
て
論
争
の
種
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
ア
の
裁
判
を
め
ぐ
る
法
思
想
史
的
研
究
で
あ
る
。

宗
教
神
学
思
想
史
的
研
究
か
ら
の
派
生
物
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
思
想
史
的
理
解
と
い
う
立
場
か
ら
も
そ
ア
の
法

思
想
は
新
し
い
関
心
、
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
の
事
故
で
あ
る
英
文
学
か
ら
法
思
想
史
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
い
る
現
コ
ロ

一
連
の
研
究
論
文
で
、

ラ
ド
大
学
英
文
学
科
の
シ
ェ
ッ
ク
教
授
は
、

エ
ラ
ス
ム
ス
以
来
ヘ
ダ
ス
タ
ー
に
到
る
ま
で
の
定
説
、
ヒ
ュ

l

マ
ニ

ス
ト
の
モ
ア
に
法
律
や
法
学
は
本
来
な
じ
ま
ぬ
も
の
だ
っ
た
と
い
う
定
説
を
打
破
し
、

モ
ア
は
法
律
家
と
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

戦
後
の
そ
ア
研
究
の
拡
大
発
展
と
と
も
に
生
ま
れ
始
め
た
の
は
国
際
的
な
研
究
協
力
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
チ
ャ
ネ
ル
は
上

述
の
国
際
ト
マ
ス
・
モ
ア
協
会
と
そ
の
ミ
ミ

S
S

誌
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
は
国
際
的
、
学
際
的
な
そ
ア
研
究
の
シ
ン
ポ

l

ジ
ア
ム
で
あ

る
。
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
一
九
七

O
年
十
月
九
日
、
十
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
-
一
ュ
ー
l

ヨ

l

ク
市
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
パ
ー
ク

ウ
ェ
イ
に
面
し
た
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
大
学
で
約
二
百
名
の
参
加
を
得
て
開
か
れ
た
シ
ン
ポ

l

ジ
ア
ム
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
約
二
時
間
の

シ
ェ
ッ
ク
の
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
の
連
関
に
お
け
る
コ
モ
ン
ロ
ー
と
教
会
法
」
、
イ
ェ

l

ル
大
学
マ
け

ツ
教
授
の
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
・
そ
の
ロ
ン
ド
ン
塔
内
作
品
」
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
エ
ル
ト
ン
教
授
の
「
参
議
会
員
ト
マ
ス
・
モ
ア
、

討
論
を
伴
な
っ
た
四
つ
の
報
告
は
、



五
一
七
年
か
ら
一
五
二
九
年
」
、
マ
ル
カ
ド
ゥ
l

ル
の
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
霊
性
」
で
あ
っ
た
。

シ
ェ
ッ
ク
は
悪
評
高
い
リ
チ
ャ
l

ド
・
ハ
ン
ヌ
出
口
出
口
町
の
事
件
を
中
心
に
コ
モ
ン
ロ
ー
と
教
会
法
の
専
門
家
と
し
て
の
そ
ア
を
分
析

し

マ
l

ッ
は
一
五
二
六
!
七
年
以
来
苦
境
に
陥
し
入
れ
ら
れ
始
め
た
モ
ア
の
最
後
の
苦
悩
の
表
現
と
し
て
の
『
聖
体
論
』
右
『
キ
リ
ス

モ
ア
が
公
職
や
収
入
な
ど
の
世
俗
的
利
益
に
は
無
関
心
、
超
然
と
し

ト
受
難
論
』
『
慰
め
の
対
話
』
な
ど
と
の
連
関
に
お
い
て
分
析
し
た
。

た
聖
人
だ
っ
た
と
い
う
の
は
神
話
だ
と
す
る
エ
ル
ト
ン
は
、
公
文
書
の
研
究
を
通
じ
て
、

モ
ア
が
王
の
参
議
会
員
に
な
っ
た
の
は
、
d¥  

ク

ス
タ
ー
が
想
定
し
た
一
九
一
八
年
の
初
め
よ
り
早
い
一
五
一
七
年
八
月
以
前
の
こ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
前
か
ら
王
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
そ
れ
は
そ
ア
が
決
し
て
い
や
い
や
で
は
な
く
進
ん
で
選
ん
だ
進
路
だ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
教
義
と
政
治
家
と
し
て
の
実
務
的
能
力
を
兼
備
し
て
い
た
モ
ア
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
が
宮
仕
え
で
期
待
し
て
い
た
役

訓
は
へ
ン
リ
l

の
期
待
し
た
役
割
と
は
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
、

つ
い
に
そ
の
能
力
を
政
治
の
面
で
は
十
分
に
果
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
、
し
た
が
っ
て
ヒ
ュ
ト
ロ
ダ
エ
ウ
ス
の
悲
観
主
義
は
正
し
か
っ
た
、
そ
う
見
る
の
が
エ
ル
ト
ン
で
あ
る
。

マ
ル
カ
ド
ゥ
l
ル
は
一
五
二

O
年
ま
で
の
作
品
や
行
動
に
表
れ
た
そ
ア
の
霊
性
を
扱
い
、
そ
れ
が
決
し
て
ス
ト
イ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
、

ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
神
の

研究展望:ト..，，?，・モア研'先

摂
理
を
受
け
い
れ
る
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
的
な
も
の
だ
っ
た
と
説
い
た
。
四
つ
の
報
吾
は
、

モ
ア
の
公
的
生
活
を
扱
っ
た
も
の
と
、
そ
れ
と

密
接
に
結
び
つ
い
た
モ
ア
の
内
的
発
展
を
扱
っ
た
も
の
と
半
々
に
分
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
シ
ン
ポ

l

ジ
ア
ぷ
の
報
告
の
ま
と
め

と
し
て
一
九
七
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
書
物
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
『
聖
ト
マ
ス
・
モ
ア
・
実
践
と
観
想
』
と
い
う
標
題
を
掲
げ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

こ
の
シ
シ
ポ

l

ジ
ウ
ム
は
、
そ
の
内
容
自
体
の
ゆ
え
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
最
近
の
そ
ア
研
究
の
動
向
を
反
映
し
て
い
る
ゆ
え
に
も
輿

味
が
あ
る
。
最
近
の
動
向
と
い
う
の
は
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
重
要
性
を
過
小
評
価
す
る
の
で
は
な
い
が
、
関
心
の
対
象
を
過
渡
に
そ
こ
に
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集
中
す
る
こ
と
な
く
、

モ
ア
の
他
の
多
く
の
作
品
と
一
五
一
五
|
二
ハ
年
以
外
の
他
の
時
期
、
そ
し
て
社
会
調
刺
以
外
の
そ
ア
の
他
の
活

動
領
域
に
注
目
す
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
そ
ア
の
生
涯
と
全
体
的
思
想
発
展
の
バ
タ
ー
ソ
か
ら
孤
立
さ
せ
、
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も
&

あ
の
著
述
の
な
か
の
諸
断
片
を
と
り
出
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
ア
の
生
涯
や
思
想
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
誤
解
の
因
で
あ
る
こ
と
グ
、

そ
し
て
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
は
、一
方
で
は
そ
の
文
学
的
詩
的
構
造
の
よ
り
深
い
分
析
、
他
方
で
は
『
ユl
ト
ピ

ア
』
へ
の
鍵
と
し
て
の
そ
ア
の
他
の
作
品
の
理
解
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
根
本
史
料
の
批
判
的
テ
キ
ス
ト
の
公
刊
と

と
も
に
ま
す
ま
す
明
確
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
近
年
、
特
に
一
九
五

0
年
代
末
ご
ろ
か
ら
の
そ
ア
研
究
は
、
十
九
世

紀
は
も
ち
ろ
ん
、
戦
争
直
後
の
こ
ろ
の
状
況
と
比
べ
て
見
て
、
き
わ
め
て
多
面
的
に
な
り
、
ま
た
い
っ
そ
う
深
味
を
増
し
て
き
た
。

モ
ア
の
誕
生
五
百
年
記
念
に
あ
わ
せ
て
出
版
さ
れ
た
『
ト
マ
ス
・
モ
ア

<4)

研
究
基
礎
論
文
』
と
い
う
、
過
去
八
十
年
間
に
出
た
五
十
篇
の
そ
ア
研
究
論
文
ア
シ
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
ま
た
今
年
四
月
十
二
日
か
ら
十

七
日
に
か
け
ア
ン
ジ
z
l

に
お
い
て
聞
か
れ
た
大
規
模
な
国
際
モ
ア
会
議
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
結
び
に
ア
ン
ジ
z
l

の
会
議
報
告
の
な
か

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
確
認
し
て
く
れ
る
例
証
は
、
今
年
二
月
、

か
ら
い
く
つ
か
の
タ
イ
ト
ル
を
選
ん
で
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ク
ス
ト
ン
と
ト
マ
ス
・
モ
ア
」
、
「
モ
ア
の
父
と
先
祖
」
、
「
モ
ア
の
子
と
子
孫
」
、
「
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
愚
神
礼
賛
』
」
、

「
エ
ラ
ス
ム
ス
と
モ
ア
の
通
信
」
、
「
フ
ェ
ル
ナ
シ
ド
・
ヘ
レ
ラ
の
モ
ア
弁
護
」
、
「
エ
ラ
ス
ム
ス
と
モ
ア
と
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ッ
テ

ン
」
、
「
モ
ア
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ス
の
社
会
思
想
」
、
「
ホ
イ
ジ
γ

ハ
と
は
H
・

R

・
ホ
イ
ス
ト
の
見
た
モ
ア
」
、
「
モ
ア
の
『
異
端
に
関
す
る
対

話
』
|
無
視
さ
れ
て
き
た
傑
作
」
、
「
ウ
ォ
ル
タ
l

・
ヒ
ル
ト

γ

の
そ
ア
へ
の
影
響
」
、
「
モ
ア
と
『
四
終
論
』
」
、「ラ
プ
レ
1

の
ユ
l

ト
ピ

ア
」
、
「
モ
ア
の
『
テ
イ
ン
デ
ル
反
駁
』
に
お
け
る
聖
霊
」
、
「
モ
ア
の
起
訴
状
の
第
四
項
」
、
「
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ス
の
教
育
論
に
対

す
る
モ
ア
の
模
範
の
影
響
」
。

(
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-
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、
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p
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尚
一
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国
句
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江
町
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同
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ま
串
)
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唱
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4
3
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因
み
に
レ
ノ
ル
ズ
は
戦
後
二
つ
の
モ
ア
伝
凶
Jぎ
君
島
ミ

3
L
E

沼
田
。
。F
2
2
4
0
F
3
u

∞
・
『
常
国
是

ロ
モ

S
-
F
Oロ
品
。
ロ
同
唱
。
∞
を
著
わ
し
て
お
り
、
後
者
は
チ
ェ
イ

γ
パ
l
λ

の
も
の
と
並
ぶ
優
れ
た
標
準
的
伝
記
と
し
て
残
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
た
と
え
ば
同
H・
H
-
m
n
v
z
n
Y
R
4
V
O
B
B

富
良
♂
国
E
B
E
E
ι
F
m
a
o
円
j
q
S

司
弘
守
ミ
凶
】
司S
S
O
民
主
司
守
M
4・
2
ま
3
・
M
l
H
4・



(
3〉
-
p
u
d
S
B

ミ
ミ

R
A
R
m
s
t
開
D
ミ

s
b
E
S
E
-
H
p
m
・
2
Z
2
5
4
巳
o
d
号

-
M
M
H
a
m
-
z
g
国
防
諸
国
芯
ロ
・

(
4〉
卸
5
5
~
b
H
m

之
内
旬
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:
r
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E
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ミ
同
1
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富
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向
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z
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・
m
-
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2
H
4
2
5
h官
。
・
ヨ

R
n
t
ι
o
F
E
E
S
u
p
s
-
L

唱
ミ
・
こ
の
ア

γ
ソ
ロ
ジ

ー
は
、
モ
ア
に
つ
い
て
の
伝
記
的
研
究
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
、
他
の
作
品
、
(
モ
ア
に
つ
い
て
の
)
一
般
的
見
解
の
四
郎
か
ら
成
る
(
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
』
第
七
号
、
一
九
七

六
年
、
六
三
|
六
四
ペ
ー
ジ
参
照
)
。

ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
け
る
モ
ア
研
究

田

村

夫

秀

ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ

l

ト
ウ
ピ
ア
』
が
ロ
シ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
一
八
世
紀
の
こ
と
で
あ
り
、
英
語
版
か
ら
の
仏
訳
の
重
訳
が
ル

(1)(2

>

ッ
ソ
ー
に
よ
り
一
七
八
九
年
と
一
七
九
O
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ラ
テ
ン
語
原
典
か
ら
の
ロ
シ
ア
語
訳
は
、
二

O
世
紀
に
な
っ
て
一
九
O

一

;
(
3
)

〔4
V

ハ5
)

年
に
タ
ル
レ
に
よ
り
、
一
九

O
三
年
に
ゲ
ン
ケ
ル
に
よ
り
、
一
九
三
五
年
に
マ
レ
イ
シ
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。

研究展望:トマス・モア研究

ヤ
コ
ヴ
ェ
ン
コ
の
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
そ
の
時
代
』
(
一
八
九
一
年
)
や
ヴ

ハ7
)

ィ
ッ
ベ
ル
の
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
ユ

l

ト
ウ
ピ
ア
』
(
一
八
九
六
年
〉
が
先
駆
的
な
作
品
と
し
て
現
わ
れ
る
。
と
く
に
ゲ
イ
ツ
ベ
ル
は
、
『
ユ

モ
ア
研
究
の
ほ
う
は
、

一
九
世
紀
末
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
、

ー
ト
ウ
ピ
ア
』
を
た
ん
な
る
〈
冗
談
V

だ
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
プ
リ
ジ
ッ
ト
の
解
釈
に
反
対
し
、
「
社
会
生
活
と
社
会
意
識
の
事
実
」
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
、
「
社
会
改
革
者
」
の
産
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
モ
ア
の
社
会
主
義
的
理
想
の
源
泉
を
「
中
世
の
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
」
と
「
中
世
都
市
の
生
活
」
に
求
め
て
い
る
。
つ
い
で
二
O
世
紀
に
は
い
る
と
、
歴
史
学
者
タ
ル
レ
は
『
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済

状
態
に
関
す
る
ト
マ
ス
-
モ
ア
の
社
会
的
観
察
』
(
一
九

O
一
鈴
)
を
、
『
ユ

l
ト
ウ
ピ
ア
』
の
ラ
テ
シ
語
原
典
か
ら
の
翻
訳
を
つ
け
て
発
表
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す
る
。
彼
も
、

一
六
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
社
会

ヴ
ィ
ッ
ベ
ル
と
同
じ
く
、
『
ユ
l
ト
ウ
ピ
ア
』
を
そ
ア
の
八
冗
談V
と
す
る
解
釈
に
反
対
し
、

・
経
済
的
な
発
展
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
そ
ア
の
思
想
形
成
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
影
響
を
認
め
な

---



160 

が
ら
も
、
彼
の
社
会
主
義
的
な
理
想
に
と
っ
て
本
質
的
で
は
な
い
と
し
て
い
る

0
2

と
の
タ
ル
レ
の
著
作
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
巳
と
は
、

<9V

当
時
グ
ォ
ド
ヴ
ォ
ゾ
フ
1
1

彼
は
一
九
一
六
年
の
『
大
百
科
辞
典
』
で
「
モ
ア
」
の
項
目
を
執
筆
し
て
い
る
ー
ー
が
た
だ
ち
に
批
判
の
筆

〈m
v

ハu
v

を
と
り
、
こ
れ
を
読
ん
だ
ト
ル
ス
ト
イ
が
「
す
ぼ
ら
し
い
書
物
」
と
呼
ん
で
、
「
大
い
に
満
足
し
、
有
益
だ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
、
法
学
者
チ
チ
ェ
i

リ
ン
は
『
政
治
学
史
』
(
一
九
O
コ
一
年
〉に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
『
ユ

l

ト
ウ
ピ

ア
』
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
、
「
理
想
主
義
者
」
モ
ア
を
現
実
主
義
の
政
治
家
マ
キ
ア
ヴZ
ル
り
に
対
置
し
て
い
る
。
ま
た
、

レ
ア
ス
キ
ー
に
よ
れ
嶋
『
ユ

l
ト
ウ
ピ
ア
』
は
、
「
経
済
的
苧
命
」
と
「
資
本
主
義
化
の
過
程
」
と
い
う
一
六
世
紀
イ
ギ

P
ス
社
会
の
性
格

コ
ヴ
ァ

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
思
想
的
に
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
影
響
を
う
け
て
い
る
が
、
私
有
財
産
を
廃
止
す
る
考
え
を

モ
ア
自
身
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
ユl
ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
者
」
モ
ア
を
強
調
し
、
『
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
』
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
の
が
、
革
命
後
の
ソ
ヴ
ェ

ハU
M〉

ま
ず
レ
ヴ
ィ
ツ
キ
l

の
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
』
が
現
わ
れ
、
ほ
ぽ
同
じ
こ
ろ
マ
ル
ク

ト
史
学
の
立
場
で
あ
り
、

一
九
二
0
年
代
に
な
る
と
、

訳2 ス
ヵγ 主

出義
版の
さ立
れ場
たか
。ら

す
る
そ

ア
研
究
の

古
典

カ
ウ
ツ
キ

l

の
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
彼
の
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
』
(
一
八
八
七
年
〉
の
ロ
シ
ア
語

「
マ
ル
ク
ス
・
エ
γ
ゲ
ル
ス
の
ド
イ
ツ
の
生
徒
の
一
人
が
、
わ
が
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
唯
物
史
観
に
も

(
民
)

と
e

つ
い
て
公
け
に
さ
れ
た
、
最
初
の
、
比
較
的
大
き
い
歴
史
研
究
」
と
自
称
す
る
こ
の
著
作
は
、
そ
の
ご
の
ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
け
る
研
究
に

多
大
の
影
響
を
与
え
、
「
ユl
ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
の
父
」
と
す
る
位
置
づ
け
や
、
「
ど
の
社
会
主
義
者
で
も
お
な
じ
で
あ
る
が
、
モ
ア
の
ば

(
M
V
 

あ
い
も
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
を
そ
の
時
代
か
ら
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
態
度
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
戦
前
の
代
表
的
な
モ
ア
研
究
家
ヴ
ォ
ル
ギ
ン
は
、
『
社
会
主
義
思
想
史
』
(
一
九
二
八
年
)
と
一
九
三
五
年
版
の
マ
レ
イ
ン
訳
『
ユ

(
却
)

l

ト
ウ
ピ
ア
』
へ
の
解
説
的
な
論
文
に
お
い
て
、
政
治
的
・
社
会
的
文
献
の
な
か
で
『
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
』
ほ
ど
長
期
に
わ
た
っ
て
影
響
力

を
も
っ
た
も
の
は
少
な
い
と
し
、
誕
生
し
つ
つ
あ
っ
た
資
本
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
が
モ
ア
の
な
か
に
集
中
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。

ヒ



ュ
1
7
エ
ス
ト
と
し
て
の
そ
ア
は
、
プ
ラ
ト
ソ
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
も
、
社
会
主
義
の
全
面
的
な
図
式
を
残
し
た
点
で
、
社
会
主
義
の

歴
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
モ
ア
の
最
大
の
功
績
は
、
不
幸
な
農
村
か
ら
に
じ
み
出
る
目
立
た
な

い
街
動
の
影
響
を
う
け
て
、
自
分
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
養
を
用
い
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
さ
れ
た
農
民
自
身
の
社
会
的
意
識
の
水
準
を

ハ
幻
)

は
る
か
に
越
え
た
高
い
水
準
の
社
会
制
度
を
つ
く
り
出
し
た
点
に
あ
る
」
。

悩
を
源
泉
と
し
、

つ
ま
り
、
資
本
の
原
始
的
蓄
積
の
過
程
で
生
ず
る
農
民
の
苦

ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
l

マ
ユ
ズ
ム
を
媒
介
と
し
て
、
都
市
の
手
工
業
者
の
生
活
を
理
想
化
し
た
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
社
会
を

構
想
し
た
の
で
あ
る
。
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
は
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
の
創
始
者
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
代
表
者
の
一
人
と
呼
ば
れ
る
完

全
な
権
利
を
も
つ
こ
と
で
あ
ろ
一
辺
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
戦
前
の
『
ソ
グ

Z
ト
大
百
科
辞
典
』
(
一
九
三
八
年
)
に
も
「
モ
乃
一

〔
戦
後
の
第
二
版
(
一
九
五
四
年
〉
で
も
ま
だ
無
署
名
が
続
き
、
第
三
版
(
一
九
七
四
年
〉
に

た
だ
『
文
学
百
科
辞
典
』
(
一
九
三
四
年
)

の
項
目
が
あ
る
が
、
無
署
名
の
も
の
で
あ
る
。

な
っ
て
、
ム
ラ
ヴ
エ
フ
の
名
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
〕
。

の
ほ
う
は
ヴ
ア
シ
ュ
l

チ
シ
ス

キ
l

の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

研究展望:トマス・モア研究

一
九
五
0
年
代
ま
で
は
ず
ォ
ル
ギ
シ
が
ソ
グ
ェ
ト
の
モ
ア
研
究
を
代
表
し
て
お
り
、
八
科
学
的
社
会
主
義
の
先
駆

者
た
ち
V
の
叢
書
に
編
入
さ
れ
た
マ
レ
イ
ン
訳
の
『
ユ
l
ト
ウ
ピ
ア
』
(
一
九
四
一
切
ゲ
お
よ
び
そ
の
第
二
版
(
一
九
五
三
鵠
へ
の
解
説
的

モ
ア
の
生
誕
四
七
五
年
を
記
念
し
て
『
ニ
ュ
ー
ズ
』
誌
に
寄
稿
し
・
に

戦
後
に
な
っ
て
も
、

な
序
論
と
し
て
、
ほ
ぽ
旧
稿
と
同
じ
も
の
を
の
せ
て
い
る
。
ま
た
、

「
サ
I

・
ト
マ
ス
・
モ
ア
」
で
も
、
ほ
と
ん
ど
新
し
い
論
旨
の
展
開
は
み
ら
れ
な
い
。
『
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
』
ほ
ど
「
甚
大
で
永
続
的
な
影

響
を
与
え
た
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
著
作
は
こ
れ
ま
で
に
少
し
し
か
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
ユl
ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
と
し
て
知
ら
れ
る

<mv

社
会
思
想
の
全
傾
向
が
始
ま
っ
た
の
が
こ
の
小
著
か
ら
で
あ
っ
た
」
。モ
ア
の
構
想
し
た
理
想
社
会
は
「
調
和
的
な
経
済
的
全
体
」
で
あ

り
、
そ
の
共
有
制
は
宗
教
的
な
も
の
で
な
く
、
人
間
の
理
性
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
プ
ラ
ト
シ
を
読
ん
で
お
り
、

ア
メ
リ
ゴ
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-
ヴ
ェ
ス
プ
ッ
チ
の
伝
え
る
ア
メ
リ
カ
原
住
民
に
よ
る
共
有
の
生
活
も
知
っ
て
い
た
が
、
彼
の
社
会
主
義
の
理
想
は
エ
シ
ク
ロ

1

ジ
ァ
の

犠
牲
者
た
ち
の
悲
惨
な
状
態
か
ら
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
秩
序
が
誕
生
し
は
じ
め
た
時
代
に
、
そ
の
原
理
を
鋭
く
批

./ 



抑
協
添
い
わ
判L
J
社
会
的
平
等
と
共
有
の
原
理
を
宣
言
し
た
0

・
こ
う
し
て
「
彼
は
ユl
ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
の
父
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
代
表
者
の
、

芳
一u
m

七
一
人
と
認
め
ら
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
一
手

内M
M
V

グ
ォ
ル
ギ
γ
は
そ
の
ど
も
、
『
フ
ラ
シ
ス
・
ュl
ト
ウ
ピ
ア
・
コ
ミ
晶
=
ズ
ム
』
ハ
一
九
六O
年
〉

に
お
い
て
、
政
治
思
想
や
社
会
主
義
思

円
明
曲
》

想
の
歴
史
的
発
展
に
お
け
る
『
ユ
I

ト
ウ
ピ
ア
』
の
卓
越
し
た
役
割
り
を
強
調
し
、
『
社
会
主
義
学
説
史
』
ハ
一
九
六
四
年
〉
や
『
古
代
か
ら
'

<mv

一
八
世
紀
末
に
い
た
る
社
会
主
義
思
想
史
概
論
』
ハ
一
九
七
五
年
)
で
も
繰
り
か
え
し
論
じ
て
い
る
。
だ
が
、
一
九
五

0
年
代
に
つ
い
て
い

<M
>

え
ば
、
モ
1
ト
シ
の
『
イ
ギ
リ
ス
・
ュ

l

ト
ウ
ピ
ア
』
(
一
九
五
二
年
〉
の
ロ
シ
ア
語
訳
が
一
九
五
六
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
と
、
デ
ポ

l

円
山
崎
)
円
山
崎
》

リ
シ
の
『
新
時
代
の
社
会
・
政
治
学
説
』
ハ
一
九
五
八
年
〉
が
そ
ア
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
デ
ポ

l
p
y

は
ヒ
チ
コ
V

夕
、

〈
釘
〉
〈
犯
)
門

m岬
〉

ホ
リ
ス
、
チ
且
イ
シ
バ
1
ズ
の
伝
記
や
ヘ
グ
ス
タ
l

の
『
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
』
研
究
も
挙
げ
て
い
る
が
、
直
接
引
用
し
て
い
る
の
は
グ
ォ
ル

ギ
γ
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
彼
と
同
じ
く
、

モ
ア
を
「
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
の
創
始
者
」
と
し
、
彼
の
作
品
は
「
人
類
の
す
べ
て
の

不
幸
の
源
泉
で
あ
る
私
的
所
有
の
廃
絶
の
必
然
性
と
い
う
偉
大
な
真
理
の
端
慣
を
示
す
も
の
と
し
て
い
る
。

一
九
六0
年
代
は
ソ
グ
Z

ト
に
お
け
る
そ
ア
研
究
の
一
つ
の
時
期
を
画
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
新
し
い
モ
ア
研
究
者

と
こ
ろ
で
、

オ
シ
ノ
フ
ス
キ
!
の
登
場
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
八
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
者
V

モ
ア
の
側
面
の
み
を
強
調
す
る
従
来
の
見
解
に
対
し
、

オ
シ
ノ
ア
ス
キ
ー
は
、
〈
ヒ
ュ
1
マ
ユ
ス
ト
、
ユ

I

ト
ウ
ピ
ア
社
会
主
義
者
、
政
治
家
V

モ
ア
と
い
う
多
面
的
な
モ
ア
像
を
提
示
し
た
点

ハM
M〉

に
特
色
が
あ
り
、
一
九
六
O
年
に
発
表
さ
れ
た
最
初
の
論
文
が
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
ヘ
シ
リ
八
世
の
宗
教
改
革
」
を
扱
い
、
つ
い
で
「
ト

<
MH
>

マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ

l

ト
ウ
ピ
ア
』
の
論
述
に
お
け
る
一
つ
の
傾
向
」
(
一
九
六
五
年
〉
と
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
リ
チ
ャ
1
ド
三
世
史
』

円
日
目V

の
政
治
的
傾
向
」
(
一
九
七
一
年
)
を
分
析
し
た
う
え
で
、
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
|
|
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
し
て
政
治
家
」
ハ
一
九
七
三
年
〉
を
発

〔M叩
)

表
し
、
翌
年
、
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
』
を
出
版
し
た
。
ま
た
、
彼
の
モ
ア
研
究
の
特
色
の
一
つ
は
、
外
国
に
お
け
る
そ
ア
研
究
に
対
す
る
関
心

(
C
V
 

が
強
い
点
に
あ
り
、
「
ニO
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
記
述
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
モ
ア
」
(
一
九
六
二
年
)
や
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
1
ト
ウ

(
M叩
)
(
柏
崎
》
円
一
凶
〉

ピ
ア
』
と
そ
の
批
評
家
た
ち
」
(
一
九
六
八
年
)
を
発
表
し
て
、
プ
リ
ジ

v

ト
や
シ
l

ボ
l

ム
の
よ
う
な
古
典
的
研
究
か
ら
は
じ
め
て
、
ス



円
一
凶
)
門
誌
》
〈

m
v

〈
閉
山
川
門
町
出
叫

ハ
l

プ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
、
ス
テ
ィ
プ
ル
ト

γ
、
ホ
リ
ス
、
オ
ウ
サ
ロ
グ
ァ
ン
、
チ
ェ
イ
ン
バ

1

ス
、

ハ
円U
V

円
四
抽
)
門

M
M
)

〈
副
凶
〉
門
何
回

V

へ
グ
ス
タ

l

、
メ
イ
ナ
1

ド
、
ホ
グ
リ
フ
、
エ
イ
ム
ズ
、
モ

1

ト
シ
な
ど
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

(
侃
〉

国
際
的
な
そ
ア
研
究
の
機
関
誌
『
モ
レ
ア
ナ
』
に
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
』
」
(
一
九
六
九
年
)
と
「
ソ
同

〈m刷
)

盟
に
お
け
る
モ
ア
の
著
作
の
稀
観
本
」
(
一
九
七O
年
)
を
寄
稿
し
て
い
る
。

ア
ヴ
イ

不フ

l ウ
リ畠ス畠
、、J 、、J

ササ

ツ白ジ
、、-' ;r. 

ユノ

ト白
、、J

ハ
円M
V

、
ス
、

ア
レ
グ
セ
イ
ェ
フ
が
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
』
の
ス
ラ
ヴ
的
源
泉
」

に
つ
い
て
彼
の

一
九
六
0
年
代
に
は
さ
ら
に
、

門
町
田
〉

『
英
文
学
史
』
(
一
九
六O
年
)
で
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
心
は
、
モ
ア
が
グ
Z

ネ
ツ
ィ
ア
の
使
節
と
の
接
触
を
通
じ
て
、
古
代
南
ス
ラ
ヴ

の
大
家
族
制
奇
2
3
2

》
に
つ
い
て
の
知
識
を
え
、
こ
れ
が
『
ユ
l
ト
ウ
ピ
ア
』
に
お
け
る
大
家
族
制
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
い
う
も
の

研究展望:トマス・モア研究

で
、
ヴ
ォ
ル
ギ
ン
は
、
「
『
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
』
の
ス
ラ
ヴ
的
源
泉
に
つ
い
て
の
エ
ム
・
ア

l

・
ア
レ
ク
セ
イ
ェ
フ
の
研
究
は
、
ト
マ
ス
・
モ

門
町
聞
)

ア
に
関
す
る
労
作
の
う
ち
で
最
大
の
興
味
を
提
示
し
て
い
る
」
と
注
目
し
た
が
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
の
賛
成
は
保
留
し
て
い
る
。
つ
い

門m
u
v

で
、
ソ
コ
ロ
フ
の
『
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
哲
学
概
要
』
(
一
九
六
二
年
〉
が
そ
ア
に
ふ
れ
、
カ
l
y

の
『
社
会
主
義
思
想
史
』
(
一
九
六
三
年
)
や

モ
キ
チ
ェ
フ
の
『
政
治
学
史
』
(
一
九
六
五
年
山
も
モ
ア
を
扱
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
通
史
に
お
け
る
扱
い
方
は
、
リ
ェ
イ
ス
ト
の

門m
M
V

三
六
・
一
七
世
紀
の
社
会
主
義
的
・
ユ

1

ト
ウ
ピ
ア
的
著
作
に
お
け
る
国
家
と
正
義
の
問
題
』
(
一
九
六
六
年
〉
や
ス
リ
フ
コ
の
「
ト
マ

ス
・
モ
ア
と
歴
史
学
」
(
一
九
六
九
年
)に
比
較
す
れ
ば
、
グ
ォ
ル
ギ
シ
以
来
の
定
式
化
の
繰
り
か
え
し
に
傾
き
、

「
モ
ア
の
社
会
主
義
の
理
想
は
封
建
制
な
ら
び
に
資
本
制
的
関
係
に
対
す
る
明
確
な
抗
議
で
あ
っ
た
。
・
:
:
・
全
体
と
し
て
そ
ア
の
見
解
が

モ
キ
チ

Z

フ
の
場
合
は

そ
の
社
会
の
物
質
的
な
生
活
条
件
が
社
会
主
義
を
構
成
す
る
前
提
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

「
山
い
い
わJU戸
一
砂
会
会
掛
か
動
静
争
と
し
て
人
類
の
記
憶
に
残
杭
〕

る完ユ
L......j 

とト
説ウ
明ピ
さア
れ的
ゐで
にあ
とつ

どた
まの
りは

カ

l
y

の
場
合
は
、
モ
ア
が

こ
と
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
史
料
的
に
モ
ア
の
『
エ
ピ
グ
ラ
ム
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
点
に
新
ら
し
さ
が
み
ら
れ
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
『
エ
ピ
グ
ラ
ム
』
(
警
句
集
)の
ロ
シ
ア
語
訳
が
出
版
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
七

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

円
四
川
)

モ
ア
の
『
エ
ピ
グ
ラ
ム
』
と
『
リ
チ
ャ
l
ド
三
世
史
』
の
ロ
シ
ア
語
訳
の
出
版
と
、
オ
シ
。
ノ

一
九
七
0
年
代
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

.-' 



フ
ス
キ
ー
の
活
躍
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
モ
ア
の
原
典
の
翻
訳
が
、
オ
シ
ノ
ブ
ス
キ

1

の
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
生
涯
と
作

円m
M〉
〈

ω
》

嗣
一
-
、
シ
ユ
ル
ツ
の
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
詩
」
、
グ
ズ
ネ
ツ
オ
フ
の
「
史
料
と
し
て
の
リ
チ
ャ

1
ド
三
世
史
」
と
い
う
三
論
文
を
つ
け
て
出
版

<mv

シ
ュ
ル
ツ
が
前
年
に
同
じ
標
題
の
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、
『
リ
チ
ャl
ド
三
世
史
』

一
九
七
三
年
に
、

さ
れ
た
。
す
で
に
『
エ
ピ
グ
ラ
ム
』
に
つ
い
て
は
、

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
オ
シ
ノ
ア
ス
キ
ー
が
一
九
七
一
年
の
論
文
で
分
析
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
オ
シ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
す
で
に
あ
げ
た
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
』
(
一
九
七
四
年
)に
い
た
る
一
連
の
論
文
の
ほ
か
、
七
四
年
か
ら

七
六
年
に
か
け
て
、
『
一
四l

一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
、
資
本
主
義
の
起
源
の
諸
問
題
』
(
一
九
七
四
|
七
六
年
)
と
題
す
る
論
文
集
に
、
「
ト
マ

ス
・
モ
ア
の
リ
チ
ャ

l

ド
三
世
史
」
を
連
載
し
て
い
る
し
、
一
九
七
七
年
に
も
現
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
歴
史
学
に
お
け
る
モ
ア
研
究
に
つ
い

て
論
じ
て
お
同

ν
ヴ
ォ
ル
ギγ
亡
き
の
ち
の
ソ
ヴ
ェ
ト
史
学
に
お
け
る
、
代
表
的
モ
ア
研
究
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
な
お
、

七
0
年
代
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
ザ
ス
チ
z
y
ケ
ル
が
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
に
よ
る
未
来
」
を
『
未
来
の
諸
科
学
』
(
一
九
七
六
年
〉
に
発
表
し
、

マ
ル
ツ
イ
シ
ソ
が
『
政
治
学
説
|
歴
史
と
現
代
』
(
一
九
七
六
年
)
に
お
い
て
そ
ア
を
扱
っ
て
い
る
。

(
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日
本
に
お
け
る
モ
ア
研
究

伊

達

功

ト
マ
ス
・
モ
ア

(
一
四
七
八l

一
五
三
五
)
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
イ
ギ
リ
ス
を
生
き
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
。モア
に
つ
い
て
の

文
献
は
、
母
国
イ
ギ
リ
ス
で
は
す
で
に
一
六
世
紀
の
後
半
以
降
い
く
た
の
モ
ア
伝
記
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
モ
ア
が
注
目

さ
れ
る
の
は
お
お
む
ね
大
正
の
中
期
三
九
一

0
年
代
末
〉
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
後
半
生
は
起
伏
に
富
ん
で
お
り
、
さ
い
ど
は
と
く

研究展望:トマス・モア研究

へ
γ
リ

l

八
世
に
よ
っ
て
斬
首
さ
れ
て
そ
の
生
涯
を
と
じ
て
い
る
。
し
か
し
人
び
と
の
関
心

は
そ
う
し
た
そ
ア
の
実
人
生
に
注
が
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
彼
が
世
界
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
初
期
の
著
述
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と

に
宗
教
上
の
理
由
か
ら
叛
逆
罪
に
問
わ
れ
、

い
う
小
冊
子
の
た
め
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

ト
マ
ス
・
モ
ア
と
い
え
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
え
ば
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
、
一
一
一
歳
の
童
児
で
も
(
と
は
ち
ょ
っ

と
大
仰
だ
が
)
連
想
す
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
密
切
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
が
国
(
の

み
な
ら
ず
欧
米
諸
国
)
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
モ
ア
の
著
述
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
の
関
連
で
発
展
し
て
き
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て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
研
究
領
域
に
お
け
る
い
ち
じ
る
し
い
特
質
あ
る
い
は
限
界
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
筆
者
も
〈
近
代
社

会
思
想
の
源
流
〉
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
内
容
分
析
を
こ
こ
ろ
み
た
こ
士
が
あ
る
が
、
た
し
か
に
そ
ア
の
こ
の
著
述
は
、

そ
の
出
版
年
代
(
一
五
二
ハ
年
初
版
)
、
執
筆
意
図
お
よ
び
内
容
な
ど
よ
り
し
て
、
近
代
社
会
思
想
史
の
第
一
ペ
ー
ジ
に
置
か
れ
て
よ
い
も
の
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で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
戦
前
川
戦
後
を
通
じ
て
出
版
さ
れ
た
お
び
た
だ
し
い
社
会
思
想
史
の
書
物
の
な
か
で
、

ア
』
に
ふ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
ま
れ
で
あ
る
う
。
わ
が
社
会
思
想
史
学
会
が
年
報
創
刊
号
の
テ
1
マ
と
し
て
ト
マ
ス
・
モ
ア
を
採
択
さ
れ

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
推
測

モ
ア
と
そ
の
『
ユ
1

ト
ピ

た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
今
年
が
モ
ア
生
誕
五

O
O
年
に
相
当
す
る
と
い
う
理
由
に
加
え
て
、

さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
今
日
ま
で
の
モ
ア
研
究
の
発
展
史
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
研
究
史
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
小
論

も
こ
の
視
点
か
ら
書
き
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
以
下
本
文
で
紹
介
す
る
研
究
者
の
敬
称
を
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

概

ま
ず
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
は
い
ち
お
う
切
り
は
な
し
て
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
経
歴
、
業
績
、
思
想
な
ど
に
関
す
る
包
括
的
な

観

研
究
を
完
成
し
た
者
は
、

日
本
人
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
。
研
究
社
の
英
文
口
吉
田
法
三
九
四
O
年
)
に
み
え
る
戸
川
秋
骨
の
そ
ア
評

伝
、
岩
波
新
書
『
解
放
思
想
史
の
人
々
』
(
一
九
四
九
年
)
中
に
み
ら
れ
る
大
塚
金
之
助
の
研
究
、
沢
田
昭
夫
の
『
ト

l

マ
ス
・
モ
ア
』
〈
有

い
ず
れ
も
小
論
文
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
ア

斐
問
、
人
と
業
績
シ
リ
ー
ズ
8
、

一
九
五
九
年
)
な
ど
が
わ
ず
か
に
光
彩
を
は
な
っ
て
い
る
が
、

の
伝
記
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
二
ハ
世
紀
後
半
の
ロ
1
パ
ー
か
ら
二

O
世
紀
前
半
の
チ
ェ
イ
γ
パ
1
ズ
に
い
た
る
ま
で
、

か
ず
多
く
の
著
述
が
あ
る
が
、
こ
の
代
表
的
二
者
を
含
め
て
邦
訳
出
版
さ
れ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
わ
ず
か
に
ロ

I

パ
1
の
モ
ア
伝
は
、

ヨ

1
ロ
ヅ
パ
に
は

松
川
昇
太
郎
の
往
時
の
訳
業
が
一
九
七
二
年
ま
で
に
、
神
奈
川
大
学
の
『
人
文
研
究
』
に
分
載
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
十
数

年
に
お
よ
ぶ
イ
ェ
l

ル
大
学
版
モ
ア
全
集
の
刊
行
で
あ
き
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

ト
ピ
ア
』
の
ほ
か
は
一
部
の
専
門
家
に
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

モ
ア
の
著
述
じ
た
い
治
大
な
分
量
に
達
す
る
が
、
『
ユ
l

モ
ア
と
そ
の
『
ユ

し
た
が
っ
て
、
邦
訳
さ
れ
て
も
い
な
い
。
さ
ら
に
、

ー
ト
ピ
ア
』
に
か
か
わ
る
専
門
的
な
研
究
書
は
、

ヨ
I

ロ

v

パ
と
ア
メ
リ
カ
で
か
ず
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま

で
に
邦
訳
さ
れ
た
も
の
は
た
だ
二
つ
し
か
な
い
。
そ
の
一
つ
は
一
九
世
紀
後
半
カ
I

ル
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
ト
マ
ス
・

モ
ア
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
(
一
八
八
七
年
)で
、
こ
の
書
物
は
す
で
に
早
く
昭
和
初
期
(
一
九
二
八
年
)
に
高
橋
正
男
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
が
、



の
ち
に
渡
辺
義
晴
の
訳
業
と
し
て
教
育
書
院
か
ら
出
版
(
一
九
五
七
年
)
さ
れ
、
そ
の
新
訳
が
法
政
大
学
出
版
局
か
ら
一
九
六
七
年
に
出
て

い
る
。
も
う
一
つ
は
E

・

E
-

レ
イ
ノ
ル
ズ
の
最
新
の
モ
ア
評
伝
(
一
九
六
五
年
〉
の
訳
出
で
あ
り
、
沢
田
昭
夫
に
よ
っ
て
一
九
七
一
年
、

研
究
社
か
ら
出
て
い
る
。

(
な
お
短
文
で
あ
る
が
、チ
ェ
ス
タ
ー
ト
ソ
の
モ
ア
論
が
一
九
四
六
年
(
昭
和
一
一
一
年
〉
雑
誌
望
楼
に
刈
田
元
司

訳
で
掲
載
さ
れ
た
。
)

ト
マ
ス
・
モ
ア
に
か
か
わ
る
諸
文
献
の
翻
訳
実
績
は
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
の
ぞ
け
ば
ま
こ
と
に
さ
び
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
日
本
人
の
学
問
的
関
心
や
世
俗
的
興
味
は
、いず
れ
か
と
い
え
ば
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
い
う
本
に
集
中
し
て
い

て
そ
の
作
者
と
環
境
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
面
白
い
小
説
を
む
さ
ぼ
り
読
む
人
が
そ
の
作
者
に
関
し
て

は
案
外
無
知
、
無
関
心
で
あ
る
の
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
し
か
に
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
文
学
作
品
と
し
て
の
個
性
を
も
っ
て
は
い
る

が
、
そ
れ
が
た
ん
に
お
も
し
ろ
い
読
み
物
と
し
て
な
が
め
ら
れ
る
情
況
は
、
そ
の
作
者
を
一
部
の
専
門
家
に
し
か
理
解
で
き
な
い
超
人
と

し
て
崇
め
る
傾
向
と
同
様
に
い
び
つ
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
脱
却
し
て
モ
ア
と
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
を
日
本
の
知
識
層

の
共
有
財
産
と
す
る
た
め
に
は
、

一
方
で
外
国
の
基
礎
的
文
献
の
訳
出
作
業
が
促
進
さ
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
わ
が
国
の
研
究
者
に
よ
る
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独
自
の
研
究
成
果
の
公
表
が
増
大
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
る
。
ち
な
み
に
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
日
本
人
の
研
究
が
ま
と
ま
っ
た
著
述
と

し
て
公
刊
さ
れ
た
例
は
、
筆
者
の
ば
あ
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ご
く
近
い
将
来
数
冊
の
専
門
書
の
出
版
が
予
定
さ

れ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

邦
訳
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

戦
前
出
版
の
豊
田
実
著
『
日
本
英
学
史
の
研
究
』

一
九
三
九
年
、
再
版
一
九
六
九
年
〉

(
岩
波
書
店
、

に
よ
れ
ば
、

す
で
に
一
八
六
一
年
(
文
久
元
年
)
の
漢
文
『
英
国
史
』
中
に
モ
ア
の
名
が
あ
り
、
一
八
七
四
年
(
明
治
七
年
〉
に
出
た
明
六
雑
誌
第
一O
号

に
エ
ラ
ス
ム
ス
と
モ
ア
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
最
初
の
日
本
語
訳
は
、
一
八
八
二
年
〈
明
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治
一
五
年
)
に
徳
島
藩
出
身
の
士
族
井
上
勤
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
は
、
『
良
政
府
談
』
と
題
さ
れ
た
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
第
二

巻
の
抄
訳
で
あ
り
、
翌
年
に
は
『
新
政
府
組
織
談
』
と
改
題
さ
れ
て
、
い
ず
れ
も
東
京
思
誠
堂
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
井
上
は
当
時
英



文
学
作
品
の
訳
者
と
し
て
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
そ
の
他
多
く
の
訳
業
を
残
し
て
い
る
U

つ
い
で
一
八
九
四
年
(
明
治
ニ
七
年
〉
に
は
、
『
理
想
的

の
翻
訳
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
東
京
博
文
館
の
社
会
文
庫
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の

で
、
訳
者
は
こ
の
書
物
を
「
擾
々
の
世
に
一
服
の
清
涼
剤
た
る
の
み
な
ら
ず
:
:
:
、
ー
多
々
実
行
す
べ
き
も
の
あ
り
」
と
評
し
て
い
る
。
っ

国
家
』
と
い
う
題
名
で
荻
原
絹
涯
(
民
吉
)

い
で
大
正
初
期
に
は
三
上
正
毅
の
抄
訳
(
型
牛
書
院
、一九
一
一
一
一
年
)
が
現
わ
れ
、
題
名
も
は
じ
め
て
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
改
め
ら
れ
て
い

戦

る
。
昭
和
時
代
の
翻
訳
を
列
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

前

守
固
有
秋
訳

村
山
勇
三
訳

村
山
勇
三
訳

本
多
顕
彰
訳

戦

村
山
勇
三
訳

平
井
正
穏
訳

本
多
顕
彰
訳

平
井
正
穂
訳

平
井
正
穏
訳

本
多
顕
彰
訳

沢
田
昭
夫
訳

平
凡
社
社
会
思
想
全
集
第
一
巻
、
一
九
二
九
年
。
(
モ
リ
ス
、
ペ
ラ
ミ
l

、
カ
ン
パ
ネ
予
と
共
に
〉
。

春
秋
社
世
界
大
思
想
全
集
第
五

O
巻
、
一
九
二
九
年
。
(
カ
ン
パ
ネ
ラ
、
モ
リ
ス
、
ベ
1

コ
シ
と
共
に
)
。

春
秋
社
春
秋
文
庫
、
一
九
三
三
年
。

岩
波
書
店
岩
波
文
庫
、
一
九
三
四
年
。

後春
秋
社
、
一
九
四
八
年
。

新
月
社
、
一
九
四
八
年
。

三
笠
書
房
、
一
九
五
O
年
。

若
月
書
店
、
一
九
五
一
年
。

岩
波
書
店
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
。

河
出
書
一
時
一
九
六
一
年
。

中
央
公
論
社
世
界
の
名
著

第
一
七
巻
、
一
九
六
九
年
。
(
エ
ラ
ス
ム
ス
と
共
に
)
。

ン
ソ
ン 周
知
の
よ
う
に
そ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
原
本
は
ラ
テ
ン
語
で
あ
り
、
上
記
日
本
語
訳
は
、
最
後
の
沢
田
訳
を
除
い
て
は
すJnマ
ロ

V

の
英
訳
本
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
の
平
井
訳
が
も
っ
と
も
流
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
ラ

(
あ
る
い
は
バl
ネ
v

ト
)

テ
γ

語
原
典
か
ら
の
直
訳
た
る
沢
田
の
訳
業
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
学
界
の
た
め
に
も
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
行
部
数
は
確



認
で
き
な
い
が
、
そ
の
総
計
は
相
当
の
量
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
ら
邦
訳
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
、
日
本
人
の
ど
の
階
層
が
ど
の

よ
う
な
関
心
に
支
え
ら
れ
て
購
読
し
た
か
も
不
明
だ
が
、
そ
れ
が
文
学
、
歴
史
、
哲
学
、
宗
教
、
政
治
、
経
済
、
社
会
思
想
、
漠
た
る
好

奇
心
な
ど
、
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
座
か
ら
自
由
に
接
近
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
こ

の
本
独
自
の
個
性
が
あ
る
。

研
究
の
動
向

明
治
以
降
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
そ
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
か
か
わ
り
の
あ
る
邦
語
文
献
名
(
外
国

文
献
の
邦
訳
を
含
む
)
を
網
羅
し
た
沢
田
昭
夫
の
労
作
「
日
本
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
」
が
、
見
A
H
q
N
K由弓
同
闘
で
L
E
司
・
Z
0
・

。
，
叶
(
一
九
七O|
七
一
年
)
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
邦
訳
が
一
二
、
関
係
文
献
は
計
三O
五
の
多
き
に

一
九
七
一
年
後
半
以
降
の
邦
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
沢
田
の
編
集
に
か
か
る
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
」
(
日
本
ト

の
ぼ
っ
て
い
る
。

マ
ス
・
モ
ア
協
会
年
報
一l
l

七
、
一
九
七O
|
七
六
年
)

の
末
尾
に
毎
年
お
も
な
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
れ
ら
お
よ
び
こ
の
年
報

に
掲
載
さ
れ
た
主
要
論
文
の
か
ず
を
集
計
し
て
み
る
と
お
よ
そ
八
O
余
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
一
八
八
二
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
い
た
る

九
五
年
間
に
、
お
よ
そ
四
O
O
の
モ
ア
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
献
が
邦
語
活
字
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
お
お
ま
か
に
社
会
科
学
系
列
と
人
文
科
学
系
列
と
に
わ
け
て
み
る
と
、
前
者
が
お
よ
そ
六
O
M
、
後
者
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が
お
よ
そ
四
O
Z
の
割
合
と
な
る
。
ま
た
こ
れ
を
年
代
別
に
み
る
と
、
昭
和
二
O
年
ま
で
(
六
三
年
間
)
の
文
献
数
は
全
体
の
お
よ
そ
二

O
M
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
戦
後
(
三
二
年
間
)
と
く
に
昭
和
三

O
年
以
降
急
増
し
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
人
文
科
学
系
列
に
お
い
て
い

ち
じ
る
し
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
系
列
で
は
二

0
年
代
、
三
0
年
代
、
四
0
年
代
と
各
一
O
年
毎
に
倍
増
傾
向
を
た
ど
り
、
最
近
一
0
年
間

の
文
献
数
は
社
会
科
学
系
列
の
そ
れ
と
な
ら
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
線
グ
ラ
フ
で
示
せ
ば
、
社
会
科
学
系
列
文
献
は
タ
テ
軸
の
比
較
的
高
い

と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
ゆ
る
や
か
な
上
昇
カ
l

ヴ
を
え
が
く
に
対
し
て
、
人
文
科
学
系
列
文
献
は
低
い
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
急
激
な
上
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昇
カ
l

ヴ
を
え
が
い
て
お
り
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
二
つ
の
線
は
交
差
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
お
お
ま
か
な
観
察
の
結
果
は
、

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
研
究
の
動
向
を
大
掴
み
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
と
の
研
究
分
野
で
は

わ
が
国
に
お
け
る
モ
ア
・

，ノ



V 

比
一
川
町
山
伝
統
的
に
社
会
科
学
系
列
の
も
の
が
優
位
を
占
め
て
い
る
が
、

目

B
a
v
円t

L

噌
i

昭
和
三
O
年
以
降
人
文
科
学
系
列
の
研
究
が
活
発
と
な
り
、
い
ま
や
前
者

に
追
い
つ
く
勢
い
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

初
期
の
研
究
山

わ
が
国
で
最
も
早
く
そ
ア
を
論
じ
た
研
究
者
は
慶
応
義
塾
の
高
橋
誠
一
郎
と
小
泉
信
三
で
あ
る
。
こ
の
記

社
会
科
学

念
す
べ
き
ふ
た
り
の
論
文
は
期
せ
ず
し
て
一
九
一
九
年
(
大
正
八
年
)
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
の
「
ト
l
マ
ス
・
モ

1

ア
と
そ
の
共
産

は
経
済
学
史
、
社
会
思
想
史
の
視
座
に
た
つ
綿
密
な
労
作
で
あ
り
、
小
泉
の
コ
一
種

の
ユ
ウ
ト
ピ
ヤ
」
(
雑
誌
解
放
、
九
月
号
)
も
同
一
視
角
か
ら
そ
ア
と
モ
リ
ス
の
比
較
を
試
み
た
論
説
で
あ
る
。
社
会
科
学
優
位
の
素
地
は
す

で
に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
な
お
前
者
の
研
究
の
推
移
は
、
そ
の
後
の
諸
著
述
お
よ
び
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
管
見
」
(
一
一
一
回
学
会
雑
誌
、
二
四
巻
八
号
〉

主
義
的
思
想
」
(
三
国
学
会
雑
誌
、一
三
巻
四l
六
号
〉

の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
後
者
の
論
文
は
『
社
会
問
題
研
究
』
(
岩
波
書
店
、一
九
二O
年
、
改
訂
版
一
九
二
五
年
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一
九
二
六
年
(
大
正
一
五
年
〉
に

な
お
高
橋
に
は
昭
和
一
二O
年
以
降
も
文
献
が
あ
る
。
さ
ら
に
お
な
じ
く
経
済
学
の
分
野
か
ら
の
労
作
が
、

本
位
田
祥
男
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
「
凶
同
H
o
g
g

冨

R
R
C
S
M
M
Uを
通
し
て
見
た
る
当
時
の
経
済
状
態
」
(
経
済
学
論
集
、
四
巻
四
号
)

が
そ
れ
で
あ
り
、
と
く
に
囲
い
込
み
運
動
を
中
心
に
経
済
史
的
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
(
の
ち
に
『
経
済
史
研
究
』
三
省
堂
、一
九
三

五
年
に
収
録
。
)
こ
の
系
譜
に
ぞ
く
す
る
研
究
は
昭
和
に
は
い
っ
て
大
塚
金
之
助
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、

一
九
三
五
年
(
昭
和
一O
年
)
の
改

造
紙
上
に
「
ト
l

マ
ス
・
モ

l

ア
」
と
し
て
結
実
す
る
(
の
ち
に
こ
の
論
文
が
『
解
放
思
想
史
の
人
々
』
中
の
一
編
と
な
っ
た
)
。

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
小
泉
信
三
の
『
近
世
社
会
思
想
史
大
要
』
(
岩
波
書
店
、一
九
二
六
年
)
お
よ
び
波
多
野
鼎
の
「
社

会
思
想
史
」
(
春
秋
社
、
大
思
想
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
ヂ
ア
、
第
一
九
巻
『
社
会
思
想
』
の
巻
頭
論
文
、
一
九
二
七
年
〉
が
出
て
、
波
多
野
鼎
『
社
会
思

想
史
』
(
更
生
問
、
一
九
三
且
年
)
お
よ
び
河
合
栄
治
郎
『
社
会
思
想
史
研
究
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
二
三
年
、
増
訂
版
一
九
四O
年
〉
な
ど
と
と

も
に
わ
が
国
最
初
の
思
想
史
関
係
出
版
物
と
な
っ
て
い
る
が
、
前
二
著
に
は
モ
ア
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
先
駆
的
社
会
主
義



の
範
瞬
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
(
河
合
・
増
訂
版
で
は
「
イ
ギ
リ
ス
宗
教
改
革
と
寛
容
の
思
想
」
を
扱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

モ
ア
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
い
)
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
L

・
シ
ュ
タ
イ
γ
の
著
書
が
『
社
会
思
想
史
』
と
し
て
邦
訳
(
一
九
二
七
年
)

さ
れ
て
お
り
、
カ
ウ
ツ
キ

l

の
最
初
の
翻
訳
も
同
時
期
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
経
済
学
の
分
野
で
は
ロ
V

シ
ャ
1

の
『
英
国
経

済
学
史
論
』
(
一
九
二
九
年
)
、アシ
ュ
レ

l

の
『
英
国
経
済
史
及
学
説
』
(
一
九
コ
三
年
〉
な
ど
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
ジ
l

ド
、
リ
ス
ト
の

い
ず
れ
の
訳
書
に
も
モ
ア
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

『
経
済
学
説
史
』
(
宮
川
訳
)
が
出
る
の
は
一
九
三
六
|
三
八
年
で
あ
る
。

初
期
の
研
究
凶

人
文
科
学
の
領
域
で
最
も
注
目
す
べ
き
研
究
者
の
一
人
は
戸
川
秋
骨
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
一
九
二
六
年

人
文
科
学

(
大
正
一
五
年
)
に
出
た
『
英
文
学
覚
帳
』
(
大
岡
山
書
店
)
の
中
に
「
サ
ア
・
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
こ
と
」
と
題
す
る
ラ
ジ
オ
講
演
に
も
と
づ

く
記
録
が
あ
る
。
ま
た
一
九
四
O
年
(
昭
和
一
五
年
)
に
は
研
究
社
か
ら
ロ
ビ
ン
ソ
ン
訳
・
英
文d
E
M
U
-
田
(
英
米
文
学
叢
書
4

〉
が
出
版
さ

れ
る
が
、
戸
川
は
こ
れ
に
六
0
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
詳
細
な
序
文
(
モ
ア
評
伝
〉
を
寄
せ
て
い
る
。ロ
l

パ
ー
そ
の
他
イ
ギ
リ
ス
の
諸
文
献
を

ふ
ま
え
て
書
か
れ
た
こ
の
論
文
に
は
、
社
会
科
学
者
と
は
違
っ
た
味
わ
い
と
重
厚
さ
が
あ
る
。
こ
れ
よ
り
早
く
小
日
向
定
次
郎
は
、

九

二
三
年
(
大
正
一
二
年
〉
に
出
版
さ
れ
た
『
英
文
学
史
』
の
な
か
で
そ
ア
と
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
取
り
上
げ
、
昭
和
に
入
っ
て
新
潮
社
の

に
も
「
十
八
世
紀
以
前
の
物
語
文
学
」
と
い
う
テ
1

マ
で
執
筆
し
て
い
る
。
ま
た
岩
波
講
座
世
界
文

『
世
界
文
学
講
座
』
(
一
九
三
O
年
〉
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学
第
一
四
輯
(
一
九
三
三
年
)
に
は
松
浦
嘉
一
が
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
」
を
載
せ
て
い
る
。

こ
の
系
譜
に
ぞ
く
す
る
先
駆
的
研
究
者
と
し
て
は
井
箆
節
三
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
は
す
で
に
一
九
一
九
年
(
大
正
八
年
〉

の
中
央
公
論
紙
上
に
四
回
に
わ
た
っ
て
諸
外
国
の
有
名
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
文
学
を
抄
訳
し
て
紹
介
し
、
翌
年
こ
れ
を
ま
と
め
て
『
ユ
ウ
ト
オ

(
こ
の
改
訂
版
が
戦
後
『
理
想
国
家
物
語
』
と
い
う
題
名
で
出
て
い
る
。
)

ピ
ア
物
語
』
と
し
て
公
刊
し
て
い
る
。

さ
ら
に
井
箆
は
前
出

春
秋
社
版
『
社
会
思
想
』
の
第
二
論
文
と
し
て
「
ユ
ウ
ト
ピ
ア
社
会
主
義
」
を
担
当
執
筆
し
て
い
る
。
土
田
・
杏
村
に
も
同
名
の
著
述
〈
日
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一
九
ニ
九
年
)
が
あ
る
。
こ
の
時
期
の
も
う
一
つ
の
文
献
と
し
て
は
、
平
凡
社
版
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
訳
者
守
問
有
秋
が
編
集

し
た
、
雑
誌
解
放
(
一
九
一
九
|
二
九
年
〉
の
別
冊
付
録
「
蛸
夏
特
輯
・
世
界
各
国
理
想
郷
夢
物
語
集
号
|
四
六
解
放
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
全
集

本
評
論
社
、

---



号
」
(
一
九
二
七
年
八
月
、
約
二
五
0
ペ
ー
ジ
〉
が
あ
り
九
こ
れ
に
は
関
裕
三
郎
の
コ
メ

γ

ト
(
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
」
第
三
号
、
昭
一
九
七
ニ
年
》
，

が
あ
る
。
ま
た
沖
野
岩
三
郎
は
子
併
た
ち
の
た
め
の
読
み
物
と
し
て
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
物
語
』
(
婦
人
の
を
、
一
九
ロ

δ
年
)
を
書
い
た
。

(
戦
後
一
九
四
七
年
に
、
同
名
の
書
物
が
村
山
勇
三
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
)

さ
い
ご
に
、
最
も
古
い
と
こ
ろ
で
は
、

一
九
一
七

年
(
大
正
六
年
)
末
に
発
行
さ
れ
た
「
ト
マ
ス
・
モ
l

ア
『
ユ
ト
ピ
ヤ
国
』
は
日
本
津
軽
」
〈
日
本
民
族
研
究
叢
書
六
、
日
本
民
族
協
会
〉
と
い

う
奇
披
な
文
献
が
あ
る
。
著
者
は
当
時
哲
学
、
文
学
、
歴
史
学
に
関
す
る
著
述
の
あ
っ
た
木
村
鷹
太
郎
で
、
主
と
し
て
地
理
的
条
件
や
地

名
の
類
似
か
ら
題
名
の
よ
う
な
推
理
を
お
こ
な
い
、
ア
マ
ウ
ロ
ッ
ト
市
は
弘
前
市
、
ア
ユ
デ
ル
川
は
岩
木
川
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
半

(
こ
の
四0
ペ
ー
ジ
ば
か
り
の
珍
本
は
先
年
杉
原
四
郎
会
員
か

に
は
『
イ
リ
ア
v

ド
』
と
源
平
盛
衰
記
な
ど
と
の
異
同
を
論
じ
て
い
る
。

ら
筆
者
が
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
)

昭
和
二
十
年
代
|
戦
後
の
基
礎
づ
く
り

昭
和
二
0
年
代
は
お
お
ま
か
に
戦
後
諸
学
問
復
興
の
た
め
の
土
台
づ
く
り
の
時
期
と
い
え
る
。

モ
ア
・

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
研
究
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
れ
を
主
題
と
し
た
独
立
の
論
文
は
十
指
を
越
え
る
が
、
こ
こ
に
は
重
要
と
思
わ
れ

る
三
編
を
と
り
あ
げ
る
。
ま
ず
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
示
せ
ば
、
第
一
は
雑
誌
思
想
に
発
表
さ
れ
た
竹
内
幹
敏
の
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
に
お
け

る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
ハ
一
九
五
O
年
二
月
号
〉
、
第
二
は
水
田
洋
に
よ
る
総
合
的
研
究
「
サ
I

・
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
社

会
主
義
」
(
経
済
科
学
四
号
、一
九
五
一
年
〉
、
第
三
は
田
村
秀
夫
の
力
作
「
モ
ア
『
ユ
l
ト
ウ
ピ
ア
』
研
究
序
説
山
、
凶
」(経
商
論
纂
四
九

-
五
八
号
、
一
九
五
一
ニ
|
五
四
年
)
で
あ
る
。

ま
ず
竹
内
論
文
は
、
戦
前
の
イ
ギ
リ
ス
文
献
(
チ
ェ
イ
ン
パ
1

ズ
、
ホ
リ
ス
な
ど
)
に
依
拠
し
て
モ
ア
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
優

位
を
論
じ
カ
ウ
ツ
キ
l

説
を
批
判
し
た
、
鋭
利
で
格
調
高
い
労
作
で
あ
る
。
な
お
民
に
は
ウ
イ
シ
ス
タ
ン
リ
と
モ
ア
と
を
比
較
し
た
論
説

(
社
会
思
想
研
究
四
巻
九
号
、
一
九
五
二
年
)
が
あ
る
。
そ
の
翌
年
に
出
た
水
田
論
文
は
、
竹
内
説
を
包
摂
し
な
が
ら
よ
り
広
汎
な
社
会
思
想



史
的
視
座
か
ら
内
外
の
研
究
動
向
を
整
理
し
つ
つ
、

イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
と
商
業
資
本
と
の
矛
盾
と
い
う
分
析
視
角
を
提
示
し
、
か
つ
今

後
の
問
題
点
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
詳
し
い
内
容
紹
介
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
の
研
究
が
高
橋
論
文
か
ら

出
発
し
た
と
す
れ
ば
、
戦
後
の
そ
ア
研
究
は
こ
の
水
田
論
文
に
起
点
を
も
っ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
氏
の
諸
著
述
に
お
い
て
も
、

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
た
ち
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。
二

0
年
代
の
お
わ
り
に
出
る
田
村
論
文
は
、
わ
が
国
で
は
じ
め
て
『
ユ

ー
ト
ピ
ア
』
を
体
系
的
に
整
序
づ
け
た
も
の
と
し
て
、
質
・
量
と
も
に
最
も
評
価
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
序
説

ω
に
お
い
て
は
豊
富
な

諸
外
国
の
文
献
を
駆
使
し
て
一
般
的
な
理
論
の
構
成
を
こ
こ
ろ
み
、
い
わ
ゆ
る
過
渡
期
説
を
結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
序
説
仰
に
お
い
て
は

と
く
に
エ
イ
ム
ズ
の
新
主
張
を
摂
取
し
つ
つ
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
商
業
資
本
と
の
関
連
に
お
い
て
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
解
釈
し
、
歴
史
実

証
的
に
過
渡
期
説
の
正
統
性
を
跡
，
つ
け
て
い
る
。
な
お
氏
は
後
年
『
イ
ギ
リ
ス
・
ユ1
ト
ウ
ピ
ア
の
原
型
』
(
中
央
大
学
出
版
部
、

モ
ア
・

一
九
六
八

年

に
お
い
て
、

ウ
ィ
ン
ス
タ
シ
リ
と
対
比
し
つ
つ
再
度
モ
ア
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
水
田
論
文
の
テ
l
マ
は
そ
ア
と
社
会
主
義
で
あ
っ
た
が
、
二

0
年
代
に
は
社
会
主
読
を
主
題
と
し
た
著
述
の
中
で
モ
ア
を
扱

っ
た
例
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
伊
部
政

『
社
会
主
義
発
展
史
』
(
一
九
四
七
年
〉
、
ス
ク
イ
ー
ジ
ー
『
社
会
主
義
』
(
野
々
村
一
雄
訳
、
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九
五
一
年
)
、
糸
曽
義
夫
『
社
会
主
義
|
社
会
思
想
発
達
の
歴
史
的
背
景
』
ハ
一
九
五
三
年
〉
な
ど
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
す
ぐ
れ
た
社
会
思

想
史
の
著
述
が
多
く
出
て
い
る
が
、
モ
ア
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
お
な
じ
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
著
者
と
出
版
年
を
示
せ
ば
、

住
谷
悦
治
一
九
四
九
年
、
矢
島
悦
太
郎
一
九
四
九
年
、
披
多
野
鼎
一
九
五O年
、
本
田
喜
代
治
一
九
五
一
年
、
マ
v

ク
ス
・
ベ
ア
l

西

雅
雄
訳
)
一
九
五
一
年
、
大
河
内
一
男
一
九
五
四
年

か
れ
の
著
書
が
西
村
貞
二
に
よ
っ
て
翻
訳
出
版
さ
れ
る
の
は
一
九
五
三
年
で
あ
る
(
『
権
力
恩

な
ど
で
あ
る
。
な
お
、

モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
帝
国
主
義
の
視
座
か
ら
と
ら

え
た
リ
ッ
タ
ー
の
見
解
は
独
特
で
あ
る
が
、

想
史
』
み
す
ず
書
房
)
。
西
村
に
は
数
編
の
モ
ア
関
連
論
文
が
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
有
名
な
ト
レ
グ

z
p

ア

γ

の
『
英
国
社
会
史
』
が
林

177 

龍
太
郎
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
(
一
九
四
九
|
五O
年
)
、
今
井
登
志
喜
の
同
名
の
著
書
は
一
九
五
三
|
五
四
年
に
出
て
い
るι

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
初
訳
(
鈴
木
二
郎
〉
は
ニ
0
年
代
の
終
り
に
出
る
。
『
"
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
邦
訳
者
た
ち
(
村
山
勇
三

A

マ
ン
ハ
イ
ム
の

，ノ
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本
多
顕
彰
、
平
井
正
穂
)
も
多
く
の
解
説
や
論
説
を
書
い
て
い
る
。
と
く
に
平
井
は
昭
和
四
0
年
代
に
も
『
ル
ネ
サ
シ
ス
の
人
間
像
』

1
2

(
八
潮
出
版
社
、
一
九
六
六
年
)
、
『
イ
ギ
リ
ス
文
学
史
』
(
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
年
〉
な
ど
の
著
述
で
そ
ア
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

昭
和
三
十
年
以
降
|
研
究
の
深
化
と
多
様
化戦
後
一
0
年
間
の
土
台
づ
く
り
の
時
期
を
経
て
、
三
0
年
代
以
降
モ
ア
・
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

研
究
は
発
展
す
る
。
高
橋
誠
一
郎
、
水
田
洋
、
田
村
秀
夫
、
平
井
正
穂
ら
は
引
き
続
き
こ
の
テ
l
マ
を
扱
っ
て
い
る
が
、
昭
和
三

O
|
四

0
年
代
に
は
多
く
の
新
し
い
研
究
者
が
登
場
す
る
。
そ
の
主
た
る
も
の
を
ひ
ろ
え
ば
、
社
会
科
学
系
列
で
は
松
田
寛
、
岩
松
紫
俊
、
伊
達

功
、
中
野
泰
雄
、
鈴
木
宜
則
な
ど
、
人
文
科
学
系
列
で
は
沢
回
昭
夫
、
斉
藤
美
州
、
小
川
五
郎
、
渡
辺
一
夫
、
松
川
昇
太
郎
、
植
村
雅
彦
、

ピ
l

タ
l

・
ミ
ル
ワ
l

ド
な
ど
。
い
ま
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
細
目
に
た
も
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
主
た
る
論
文
名
と
特
徴
な
ど
を

略
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

ま
ず
概
括
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
社
会
科
学
系
の
研
究
論
文
は
お
し
な
べ
て
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
分
析
、
解
釈
、
評
価
に
重
点
が
お
か

れ
て
い
る
に
対
し
て
、
人
文
科
学
系
の
も
の
は
他
の
局
面
に
も
観
察
の
視
点
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
0
年
代
以
降
こ

の
系
列
の
研
究
が
増
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

モ
ア
研
究
じ
た
い
の
ワ
グ
が
拡
大
し
、
そ
の
内
容
が
多
様
化
し
た
こ
と
が
い
え
る
。

松
田
一
一
一
一
編
の
論
文
が
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
早
稲
田
・
学
術
研
究
一
二

l
l

一
四
(
一
九
六
三
|
六
五
年
〉
に
分
載
さ
れ
た
「
モ
ア
・

ユ
ー
ト
ピ
ア
島
の
分
析
的
素
描
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
般
密
な
分
析
の
手
法
は
現
在
に
至
る
ま
で
類
例
を
み
な
い
。
な
お
民
は
最
近
「
ト
マ

ス
・
モ
ア
研
究
」
第
四
号
(
一
九
七
三
年
)
に
「
モ
ア
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
一
六
世
紀
英
訳
版
考
」
と
い
う
興
味
深
い
論
文
を
寄
せ
て
い
る
。

(
経
済
と
経
営
八
O
|
八
一
号
、
一
九
五
九
|
六
O
年
〉
。

モ
ア
の
分
析
能
力
を
消
極
的

岩
松
一

「
経
済
分
析
の
視
角
か
ら
み
た
ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
上
・
下
」

岩
松
論
文
は
こ
の
一
編
の
み
で
あ
る
が
、
学
史
的
考
察
と
し
て
は
最
も
精
般
か
つ
客
観
的
な
労
作
で
あ
る
。

に
と
ら
え
て
い
る
。

伊
達
一
論
文
数
は
最
も
多
い
が
、
『
近
代
社
会
思
想
の
源
流
・
増
補
版
』
?
、
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
三
年
)
が
い
わ
ば
そ
れ
ら
の
総
ま
と

め
で
あ
る
。
カ
ウ
ツ
キ
l
、

チ
ェ
イ
シ
パ
l

ズ
、

エ
イ
ム
ズ
、
ヘ
ク
ス
タ
l
、

サ
l

ッ
、

レ
イ
ノ
ル
ズ
な
ど
の
代
表
的
外
国
文
献
に
対
し



て
一
定
の
批
判
と
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
本
(
初
版
)に
つ
い
て
は
、
沢
田
昭
夫
の
懇
切
な
書
評
(
史
学
雑
誌
九
号
、
一
九
七
一
年
〉
が

あ
る
。

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
思
想
構
造
山
|
問
」
(
経
済
学
紀
要
二
|
四
、

は
、
岩
波
・
大
航
海
時
代
叢
書
第
一
巻
を
典
拠
と
し
た
分
析
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
く
に
プ
ラ
ト
ン
の
考
察
、
さ
ら
に
そ
ア
の
著
作
『
p

チ

中
野

一
九
六
七
l

六
八
年
三
社
会
思
想
史
の
視
座
に
た
っ
こ
の
論
文
で

ヤ
ー
ド
三
世
』
へ
の
配
慮
な
ど
が
あ
り
、

は
ば
広
い
研
究
で
あ
る
。

(
の
ち
に
『
社
会
思
想
史
入
門
』
新
光
閤
書
店
、一
九
七
三
年
中
に
収
録
。
〉

鈴
木
一
こ
れ
ま
で
四
編
の
論
文
が
あ
る
が
、
「
最
善
国
家
と
し
て
の
『
ウl
ト
ピ
ア
』
」
(
経
済
学
三
五
巻
一
号
、
一
九
七
三
年
〉
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
異
教
徒
の
島
と
み
な
す
見
解
、

お
よ
び
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
戯
作
性
を
述
べ
る
見
解
が
批
判
さ
れ
、

れ

を
最
善
(
理
想
で
は
な
い
)
国
家
と
し
て
結
論
づ
け
る
、
精
撤
な
論
文
で
あ
る
。

沢
田

「
モ
ア
の
ロ
ン
ド
ン
を
訪
ね
て
」
(
世
紀
七
四
号
、一
九
五
六
年
)
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
に
は
じ
ま
る
沢
田
の
モ
ア
研
究
は
、
歴
史
、

宗
教
、
文
学
な
ど
多
角
的
な
視
座
か
ら
二
O
年
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
、
卓
抜
な
語
学
力
を
駆
使
し
て
の
精
力
的
な
活
動
を
通
し
て
、
わ

が
国
の
研
究
を
指
導
す
る
地
位
に
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
三
つ
の
労
作
の
ほ
か
、
主
な
業
績
に
は
「
エ
ラ
ス
ム
ス
の
そ
ア
伝
に
つ
い
て
山
、

(
ア
カ
デ
ミ
ア
七
0
・
七
六
号
、
一
九
六
九
|
七
O
年
)
、
お
よ
び
沢
田
監
修
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
|
歴
史
・
文
学
・
社
会
思
想
|
(
荒
竹
出
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暁 (2)
L 

Jレ

不
':; 

サ
ン

ス
双
書
四

一
九
七
六
・
年
〉
が
あ
り
、
後
者
に
は
新
し
い
論
文
三
編
と
翻
訳
一
編
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
六
九
年
末

一
九
七
O
年
以
来
年
報
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
」
を
発
行
、

日
本
ト
マ
ス
・
モ
ア
協
会
を
設
立
、

か
つ
モ
ア
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
に
か
か

わ
る
研
究
報
告
を
主
内
容
と
す
る
年
次
総
会
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
沢
田
は
従
来
の
今
中
心
的
な
モ
ア
・
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
解
釈
と
社
会

主
義
的
評
価
に
対
し
て
は
、
サ
l
ツ
見
解
を
軸
と
し
た
再
解
釈
、
再
評
価
を
提
唱
し
て
い
る
。

斉
藤
二
ニ
0
年
代
前
半
に
二
つ
の
論
文
が
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
四

0
年
代
に
書
か
れ
た
『
英
国
近
代
精
神
の
胎
動
』
(
研
究
社
、

179 

一
九
六
八
年
)
で
あ
る
。
そ
の
第
五
章
に
お
い
て
「
典
型
的
人
物
ト
マ
ス
・
モ
ア
」
を
と
り
あ
げ
、

ル
ネ
サ
γ

ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し

て
の
そ
ア
お
よ
び
そ
の
著
述
に
関
し
て
、
新
鮮
な
観
察
眼
と
率
直
な
手
法
で
論
評
さ
れ
て
い
る
。

...-
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『
英
米
文
学
史
講
座
、
二
』
(
研
究
社
、一九
六O
年
〉
の
な
か
で
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
ヒ
ュl
マ
ユ
ス
ト
の
群
れ
」
と
題
し
て
グ

ロ
1

シ
ン
、

コ
レ
v
ト
な
ど
と
と
も
に
そ
ア
の
生
涯
を
記
述
し
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
つ
い
て
解
説
、
論
評
し
て
い
る
。
ま
た
高
杉
一
郎
の

ベ
シ
ネ
l

ム
で
、

モ
ア
の
肖
像
を
描
い
た
ホ
ル
バ
イ
シ
を
論
じ
た
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
肖
像
画
家
」
(
静
岡
大
学
紀
要
一
一
一
一
号
、

一
九
六
二
年
〉

が
あ
る
。

渡
辺
一
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
渡
辺
は
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
フ
ラ
γ

ソ
ワ
・
ラ
プ
レ
l
」
(
明
治
学
院
論
議
一
三
八
号
、
九

六
七
年
〉
に
お
い
て
両
者
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
前
出
中
央
公
論
社
版
『
エ
ラ
ス
ム
ス
、

モ
ア
』
の
巻
頭
に
「
ル
ネ
サ
シ

ス
の
二
つ
の
巨
星
」
と
題
す
る
序
文
を
寄
せ
、
詳
細
な
解
説
と
批
評
を
試
み
て
い
る
。

松
川
一
松
川
の
研
究
は
英
語
学
の
領
域
か
ら
の
稀
な
例
で
あ
る
。
「m
o
v百
朗
自
訳
口
同
0
1胆
|
文
法
覚
書
」
〈
人
文
研
究
ニ
六
築
、

六
四
年
)
、
お
よ
び
「
エ
ラ
ス
ム
ス
の
描
い
た
寸
同
H
o
g
g

冨
0
2

像
」
〈
同
上
回
一
築
、

一
九

一
九
六
八
年
〉
な
ど
が
あ
る
。
後
者
は
か
の
有
名
な

エ
ラ
ス
ム
ス
の
フ

v

テ
γ
宛
書
簡
の
抄
訳
と
そ
の
文
献
学
的
考
察
で
あ
る
。
な
お
松
川
訳
・
ロ
1

パ
l
の
「
モ
ア
伝
」
は
、
近
刊
の
『
モ

ア
と
そ
の
時
代
』
(
研
究
社
)
中
に
収
録
さ
れ
る
。

植
村

『
テ
ュ
l

ダ
l

・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
序
説
』
(
創
文
社
、一
九
六
七
年
〉
。い
わ
ゆ
る
北
方
ル
ネ
ザ
シ
ス
研
究
の
成
果
た
る
本

書
で
主
要
な
柱
と
な
る
の
は
や
は
り
エ
ラ
ス
ム
ス
と
モ
ア
で
あ
る
。

ル
ネ
サ
γ
ス
・
ヒ
ュ

1

マ
ユ
ス
ト
の
近
代
性
と
限
界
を
論
じ
、
そ
の

典
型
と
し
て
の
ふ
た
り
に
つ
い
て
は
、
前
者
を
冥
想
的
生
活
者
、
後
者
を
活
動
的
生
活
者
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。

ミ
ル
ワ
1

ド
一
上
智
大
学
で
英
文
学
を
講
ず
る
ミ
ル
ワ
l

ド
は
沢
田
と
と
も
に
日
本
ト
マ
ス
・
モ
ア
協
会
の
主
要
メ
シ
バ
ー
で
あ
り
、

モ
ア
を
心
か
ら
愛
す
る
人
で
あ
る
。
前
出
・
沢
田
監
修
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
中
に
は
と
く
に
文
学
の
視
座
か
ら
の
論
文
を
寄
せ
、
「
ユ
ー
ト
ピ

ア
研
究
」
創
刊
号
に
は
シ
z

イ
ク
ス
ピ
ア
と
の
比
較
論
を
、
ま
た
第
三
号
に
は
多
く
の
美
し
い
紹
介
地
図
入
り
で
「
モ
ア
の
ロ
γ
ド
γ
」

を
執
筆
し
て
い
る
。
な
お
一
九
七
七
年
夏
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
跡
を
訪
ね
る
一
カ
月
半
の
イ
ギ
リ
ス
団
体
旅
行
を
計
画
中
で
あ
る
。

わ
が
国
の
モ
ア
研
究
に
一
つ
の
刺
激
を
与
え
た
の
は
昭
和
四
二
年
に
上
映
さ
れ
た
そ
ア
史
劇
「
わ
が
命
尽
き
る
と
も
」
で
あ
っ
た
。
こ



れ
は
ロ
パ
l

ト
・
ボ
ル
ト
原
作
=
〉
冨
S
F
H

〉
ロ
∞
m
g
g
m
u
u
(
一
九
六O
年
)
の
映
画
化
で
あ
り
、
当
時
沢
田
に
よ
る
解
説
(
世
紀
ニO

七
号
)
が
出
、
つ
づ
い
て
二
つ
の
翻
訳
(
小
田
島
、
松
原
)
が
現
わ
れ
、
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
」
創
刊
号
に
は
的
場
淳
子
と
沢
田
の
論
説

が
載
っ
た
。
こ
の
と
き
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
は
一
応
は
な
れ
て
、
歴
史
・
宗
教
・
文
学
な
ど
の
視
座
か
ら
モ
ア
が
眺
め
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
早
く
昭
和
一
ニ
0
年
代
後
半
に
は
、
社
会
科
学
系
列
の
諸
研
究
、
た
と
え
ば
平
井
俊
彦
〈
中
公
新
書
『
世
界
の
名
著
・
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ

か
ら
サ
ル
ト
ル
ま
で
』
河
野
健
二
編

中
の
論
文
、

一
九
六
三
年
)
、
森
健
一
(
東
北
学
院
大
学
論
集
四
四
号
、
同
年
)
、
市
川
泰
次
郎
(
拓
植
大
学
論
集

三
八
閉
す
、一
九
六
四
年
)
な
ど
が
現
わ
れ
、
四

0
年
代
前
半
に
は
モ
l

ト
シ

(
上
田
和
夫
訳
)
と
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
(
関
裕
三
郎
訳
)
が
訳
出

さ
れ
て
い
る
。
越
智
武
臣
の
『
近
代
英
国
の
起
源
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、一
九
六
六
年
)
が
出
る
の
も
四
0
年
代
の
初
め
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
年
代
の
社
会
思
想
史
の
著
述
で
は
、
城
塚
登
(
一
九
六O
年
)
、
出
口
勇
蔵
(
一
九
六
七
年
)
、
な
ど
が
詳
細
に
モ
ア
を
扱
っ
て
い
る
。

最
近
(
五
十
年
代
)
の
研
究

前
出
沢
田
監
修
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
出
版
は
昭
和
五
一
年
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
沢
田
論
文
「
歴

史
と
文
学
と
社
会
」
お
よ
び
「
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
構
造
と
そ
ア
の
執
筆
意
図
」
は
、
民
の
解
釈
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
年
代

の
新
し
い
研
究
者
と
し
て
は
塚
田
富
治
、
菊
池
理
夫
が
あ
り
、
い
ず
わ
も
政
治
学
、
法
学
な
ど
の
領
域
か
ら
あ
ら
た
な
分
析
を
試
み
て
い

る
。
塚
田
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
」
は
東
京
都
立
大
学
博
士
論
文
で
あ
る
。

研究展望:トマス・モア研究

ま
た
、
最
近
わ
が
国
の
モ
ア
研
究
者
を
総
動
員
し
た
形
で
二
つ
の
著
書
の
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

お
よ
そ
一
九
名
に
よ
っ
て
分
担
執
筆
さ
れ
る
研
究
社
の
『
モ
ア
と
そ
の
時
代
』
、
い
ま
一
つ
は
田
村
秀
夫
責
任
編

一
つ
は
沢
田
・
田
村
・
ミ
ル
ワ

ー
ド
が
編
集
者
と
な
り
、

集
で
、
お
よ
そ
九
名
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
る
御
茶
の
水
書
房
の
『
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
』
ハ
イ
ギ
リ
ス
思
想
研
究
叢
書
一
)
、い
ず
れ
も
特
定

の
視
野
に
局
限
さ
れ
な
い
多
角
的
な
内
容
を
誇
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
刊
行
物
は
そ
ア
生
誕
五
O
O
年
を
記
念
す
る
意
味
を
含
ん
で
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
出
版
を
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
、
わ
が
国
の
研
究
が
い
っ
そ
う
前
進
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
際
日
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本
ト
マ
ス
・
モ
ア
協
会
と
年
報
「
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
」
が
注
目
さ
れ
る
。

.," 
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四

展

望

お
し
な
べ
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
そ
ア
が
有
名
で
あ
っ
た
の
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
た
め
で
あ
り
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
が
注
目

さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
萌
芽
期
に
書
か
れ
た
こ
の
小
冊
子
の
う
ち
に
す
で
に
共
産
主
義
的
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
事
情
に
よ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
社
会
主
義
の
研
究
、
し
た
が
っ
て
直
接
に
は
経
済
学
お
よ
び
社
会
思
想
史
の
学
問
領
域
に
ぞ
く
す
る
事

項
で
あ
り
、
あ
た
か
も
よ
く
こ
の
視
座
に
た
つ
カ
ウ
ツ
キ
l

の
研
究
が
一
九
世
紀
末
に
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
著
述
だ
け
が
早
く
邦
訳
さ
れ
た

事
情
も
あ
っ
て
、
わ
が
国
で
は
こ
の
路
線
に
し
た
が
う
研
究
が
早
く
か
ら
定
着
し
た
。
こ
れ
と
関
連
の
あ
る
い
ま
一
つ
の
学
問
領
域
は
広

義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
は
社
会
思
想
史
と
文
学
と
の
複
合
形
態
と
し
て
ほ
ぼ
前
者
と
同
時
期
に
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
後
者
の
研
究
領
域
で
近
代
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
場
合
、
モ
ア
の
著
述
は
そ
の
最
初
の
輝
け
る
遺
産
と
し
て

の
地
位
が
確
立
し
て
い
る
。
し
か
し
社
会
主
義
の
視
座
か
ら
の
研
究
の
推
移
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
著
述
を
近
代
社
会
主
義
の
視
角
で

評
価
し
た
カ
ウ
ツ
キ
1

的
見
解
は
次
第
に
影
を
う
す
め
て
お
り
、
英
国
経
済
史
の
史
料
と
し
て
と
く
に
囲
い
込
み
運
動
の
記
述
に
注
目
す

る
立
場
も
、
今
や
制
限
つ
き
で
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
文
学
・
歴
史
・
宗
教
の
視
座
か
ら
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
諸

問
題
と
く
に
宗
教
的
寛
容
に
か
か
わ
る
記
述
と
、

に
つ
い
て
分
析
、
批
判
を
試
み
る
諸
研
究
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ギ
ヤ

V

プ
を
ど
う
埋
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
最
終
的

モ
ア
の
諸
経
歴
と
く
に
そ
の
後
半
生
に
お
け
る
宗
教
的
実
践
活
動
と
の
聞
の
ギ
ヤ

V

プ

結
論
は
で
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
何
も
共
産
主
義
と
囲
い
込
み
に
つ
い
て
だ
け
書
か
れ
た
本
で
は
な
く
、
国
家
社
会
と
人
聞
に
係
わ

る
ほ
と
ん
ど
総
て
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
、

い
う
な
ら
ば
一
六
世
紀
の
「
国
家
社
会
人
生
読
本
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
今
後
こ
の
書
物
は

と
く
に
人
文
科
学
の
領
域
か
ら
新
た
な
分
析
評
価
を
試
み
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
領
域
か
ら
の
研
究

は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
ワ
ク
を
越
え
て
よ
り
広
汎
な
視
座
か
ら
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
全
体
像
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
最



近
の
研
究
の
動
き
は
あ
き
ら
か
に
こ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。

い
う
な
ら
ば
モ
ア
研
究
に
お
け
る
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
ば
な
れ
の
傾
向
で
あ

る
。
イ
ェ
l

ル
大
学
版
モ
ア
全
集
の
進
行
に
と
も
な
い
、

モ
ア
の
全
著
述
と
の
関
連
に
お
い
て
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
見
直
し
位
置
づ
け
る
と

い
う
大
事
業
も
や
が
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

モ
ア
の
後
期
の
著
述
は
宗
教
に
関
す
る
も
の
が
多
い
か
ら
、
比
重
の
ア
ソ
バ
ラ
ン
ス
と

い
う
問
題
も
や
が
て
生
ず
る
だ
ろ
う
が
、

こ
う
し
た
研
究
が
十
分
行
な
わ
れ
た
の
ち
に
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
客
観
的
評
価
も
定
ま
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
モ
ア
研
究
に
お
け
る
拡
散
現
象
が
、
全
体
と
し
て
の
ト
マ
ス
・
モ
ア
評
価
を
ど
の
よ
う
に
変
え
る
か
変
え
な
い
か
は
、

ま
さ
し
く
未
来
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
だ
け
を
一
時
的
天
才
の
所
産
と
し
て
特
に
高
く
評
価
し
た
ヘ
ク

ス
タ
l

の
見
解
、
お
よ
び
、
も
し
も
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
が
書
か
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

ジ
ャ
l

司
教
と
な
ら
ぶ
く
ら
い
で
終
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
、

モ
ア
は
か
れ
と
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た
フ
ィ
ッ

カ
ウ
ツ
キ

1

の
予
言
に
対
し
て
も
、
最
後
の
審
判
が
く
だ
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
だ
社
会
科
学
と
い
う
固
ま
っ
た
学
問
領
域
の
な
い
時
代
に
、

ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
知
識
の
冴
え
と
、

キ
リ
ス
ト
者
の

き
び
し
い
倫
理
観
と
を
二
つ
の
支
柱
と
し
て
、
国
家
社
会
に
つ
い
て
考
え
か
っ
行
動
し
た
人
聞
の
軌
跡
を
精
密
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
研
究
者
聞
の
協
同
・
協
力
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
従
来
の
個
人
研
究
で
は
無
用
な
繰
り
返
し
ゃ
堂
々
め
ぐ

り
が
余
り
に
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
自
然
科
学
で
も
研
究
の
仕
方
や
結
論
の
違
い
は
ま
ま
生
ず
る
の
だ
か
ら
、
人
文
、
社
会

研究展望:トマス・モア研究

の
両
分
野
に
ま
た
が
る
こ
の
複
雑
多
彩
な
研
究
対
象
に
立
ち
向
う
場
合
は
、
協
同
と
同
時
に
個
々
の
研
究
者
の
独
自
性
の
尊
重
と
い
う
観

点
も
擁
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

モ
ア
研
究
は
将
来
に
お
い
て
も
多
様
性
の
う
ち
に
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
い
ご
に
、

ト
マ
ス
・
モ
ア
と
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
と
は
一
六
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
研
究
に
当
っ
て
は
イ
ギ
リ

ス
を
中
心
と
す
る
外
国
文
献
の
重
要
性
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ
れ
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
横
文
字

の
も
の
な
ら
何
で
も
直
ち
に
信
用
し
う
飲
み
に
し
追
随
し
て
し
ま
う
、
明
治
以
来
の
悪
弊
が
、

こ
の
研
究
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
し

183 

か
に
カ
ウ
ツ
キ

l
、

チ
ェ
イ
ン
パ
1

ズ
、

サ
l

ツ
な
ど
は
、
こ
の
研
究
領
域
に
多
大
な
貢
献

エ
イ
ム
ズ
、
ヘ
ク
ス
タ
I
、

レ
イ
ノ
ル
ズ
、

を
な
し
た
け
れ
ど
も
ー
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
偏
頗
性
と
偽
踊
性
を
持
た
な
く
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
客
観
的
第
三
者
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
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第
二
次
大
戦
に
到
る
歴
史
的
経
験
は
H

・
ミ
ッ
タ
イ
ス
を
し
て
法
史
学

の
生
存
価
値
を
改
め
て
聞
い
直
さ
せ
し
め
る
訳
で
あ
る
が
、
我
国
に
お
い

て
は
そ
う
し
た
法
史
学
の
学
問
的
性
格
を
巡
る
議
論
は
周
知
の
如
く
「
法

史
学
方
法
論
」
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
故
に
、
我
国
の
近

代
法
史
研
究
を
特
徴
づ
け
る
歴
史
的
社
会
的
問
題
関
心l
l

説
中
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
法
学
に
関
す
る
そ
れ
ー
ー
を
基
底
に
据
え
た
複
合
的
研
究
方
法

の
定
着
化
も
、
社
会
科
学
と
し
て
の
法
史
学
の
確
立
と
い
う
そ
う
し
た
研

究
動
向
の
一
環
と
し
て
理
解
し
得
る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
対
象
そ
れ
自
体
が
示
す
直
接
的
具
体
性
・
構
造
的
全
体
性
は
、
近
代

法
学
史
研
究
が
抽
象
次
元
で
の
方
法
論
議
に
終
始
し
た
り
、
況
ん
や
法
ド

グ
7
7
テ
ィ
ク
に
奉
仕
す
る
為
の
l
l

他
の
経
験
諸
科
学
か
ら
切
断
さ
れ

た
l

「
自
己
完
結
的
存
在
」
に
停
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
を
元
よ
り
不
可
能

と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
加
う
る
に
ナ
チ
ズ
ム
の
拾
頭
と
破
局
の

経
験
を
深
刻
に
踏
ま
え
た
「
歴
史
主
義
の
彼
方
の
歴
史
学
」(
W
・
I

・
モ

ム
ゼ
ン
)
、
「
社
会
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
」
(
H
1
U
・
ヴ
ェ
1

ラ

l
v
等
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に
見
ら
れ
る
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
一
般
史
に
お
け
る
新
し
い
潮
流
|
|
「
社

会
構
造
史
」
派
|
|
の
出
現
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
同
時
代
史
的
現
象

を
共
有
し
た
我
国
の
近
代
法
史
研
究
に
も
自
己
変
革
を
決
定
的
に
迫
る
も

の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
社
会
科
学
と
し
て
の
法
史

(
近
代
法
史
)
学
の
確
立
へ
の
志
向
は
必
然
的
に
研
究
対
象
の
拡
大
を
賓

ら
し
、
そ
し
て
か
か
る
「
聞
か
れ
た
法
史
学
」
へ
の
努
力
は
、
差
し
当
っ

て
は
、
従
来
の
系
譜
論
的
な
学
説
史
を
洗
い
直
し
、
更
に
時
代
の
社
会
構

造
と
リ
ン
ク
し
た
う
え
で
、
社
会
思
想
の
一
環
と
し
て
捉
え
直
す
傾
向
を

顕
著
に
示
す
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
様
な
近
代
法
史
の
再
生
運
動
の
動
向
を
最
も
集
中
的
に
表
現
す
る
も

の
と
し
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
上
山
安
敏
『
憲
法
社
会
史
』
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
元
々
・
本
書
の
原
形
は
、
『
法
律
時
報
』
に
一
九
七
三
年
五
月
か

ら
一
九
七
五
年
三
月
に
到
る
ま
で
一
一
一
一
回
に
渡
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
近
代

ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
状
況
と
司
法
の
構
造
」
と
題
す
る
論
稿
の
中
に
あ

る
の
で
あ
る
が
、
今
回
一
書
に
組
め
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
か
な
り
大
巾
な

銘
が
振
る
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
結
果
、
完
成
し
、
固
定
化
し
た
ド
イ
ツ
の

法
制
度
の
静
態
的
叙
述
で
は
な
く
、
西
欧
の
制
度
と
思
想
を
受
容
し
、
か

っ
そ
れ
を
伝
統
社
会
と
結
合
し
つ
つ
、
法
ト
レl
ガ
ー
が
如
何
に
ド
イ
ツ

型
の
資
本
主
義
的
法
制
度
を
形
成
し
あ
げ
た
か
に
つ
い
て
の
動
態
的
過
程

分
析
と
、
考
察
視
角
の
世
界
史
的
H

同
時
代
史
的
拡
大
に
基
づ
く
我
国
の

天
皇
機
関
説
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
君
主
機
関
説
と
の
|
|
学
説
系
譜
関
係

の
枠
を
超
え
た
|
|
社
会
史
的
視
座
か
ら
の
再
検
討
と
い
う
初
期
の
執
筆
・

意
図
と
そ
の
成
果
が
よ
り
一
層
鮮
明
な
形
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

と
言
え
よ
う
。
特
に
、
憲
法
理
論
と
政
治
H

法
構
造
と
の
接
点
を
探
る
こ

l
l
l
J
l

川
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と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
体
制
が
当
初
そ
こ
に
範
を
求
め
た
は
ず
の

西
欧
l
l

就
中
、
イ
ギ
リ
ス
|
|
の
議
会
制
民
主
主
義
か
ら
訣
別
し
て
行

く
構
造
的
意
味
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
努
力
(
こ
れ
は
同
時
に
我
国
の

憲
法
体
制
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
努
力
と
も
結
合
す
る
)
が
、
政
治
史
の
分

野
で
は
既
に
あ
る
程
度
定
着
化
し
て
い
る
「
君
主
主
義
と
議
会
主
義
」
と

い
う
考
察
紬
の
採
用
と
結
合
し
た
時
、
本
書
は
従
来
の
伝
統
的
「
ド
イ
ツ

憲
法
史
」
に
対
し
決
定
的
な
質
的
転
換
を
迫
る
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
第
一
に
、
ド
イ
ツ
国
法
学
の
伝
統
に
依
拠
し
た
所
謂
立
憲
君
主
制

的
枠
組
の
克
服
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
講
壇
以
外
の
ジ
ャ

l

ナ
リ
ス
テ
ィ

ッ
シ
ュ
な
世
論
指
導
者
(
グ
ェ
l

パ
i

、
ナ
ウ
マ
ン
、
等
々
)
の
説
を
も

視
野
に
収
め
る
と
い
う
研
究
・
取
扱
い
対
象
の
拡
大
、
が
鷲
ら
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
制
度
的
発
想
に
基
づ
く
旧
来
の
法

制
史
か
ら
の
脱
却
の
宣
言
で
あ
り
、
貴
族

(
H大
土
地
所
有
者
)
階
級
と

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
併
存
す
る
名
望
家
支
配
期
の
憲
法
体
制
と
、
各
積
利

益
団
体
が
輩
出
し
、
貴
族
階
級
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
三
極
構
造
が
現
出
し
た
大
衆
社
会
期
の
そ
れ
と
の
構
造
的
差
異
を
問

う
こ
と
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
に
、
斯
様
な
方
向
は
、
当
然
な

が
ら
、
従
来
我
国
で
定
説
化
し
て
い
た
ド
イ
ツ
憲
法
史
の
「
三
段
階
把

握
」
、
つ
ま
り
「
政
治
的
な
る
も
の
」
へ
の
傾
斜
と
排
除
の
振
幅
に
よ
っ
て
、

山
三
月
革
命
前
後
の
政
策
学
と
の
結
合
し
た
自
・
自
主
義
憲
法
学(
L
・

v

・
シ
ュ
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
)
、
間
六0
年
代
以
降
・
ピ
ス
マ
ル
ク
に
よ

る
権
力
安
定
期
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
・
私
法
学
を
範
型
と
す
る
公
法
実

証
主
義
(
ゲ
ル
パ
1

、
ラ

l

パ
ン
ト
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
、
ケ
ル
ゼ
ン
)
、
間

二
O
世
紀
以
降
の
、
ワ
イ
マ
l

ル
共
和
国
の
墓
穴
を
準
備
し
た
「
政
治
的

憲
法
学
」(
U
Fユミ
ッ
ト
ー
ス
メ
ン
ト
、
・
そ
し
て
H
-
h
ラ

1
7
e
》
と
段

階
規
定
す
る
そ
れ
の
「
歴
史
実
体
の
把
握
へ
の
無
感
覚
」
の
告
鎚
へ
と
発

展
す
る
〈
こ
れ
ま
で
の
我
国
の
天
皇
機
関
税
論
争
の
意
味
理
解
も
同
様
の

視
角
か
ら
批
判
さ
れ
る
)
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
三
段
階

把
握
」
の
図
式
は
元
々
は
ワ
イ
マ
1

ル
期
の
公
法
実
証
主
義
(
ア
シ
ジ
ι

ツ
ツ
、
ケ
ル
ゼ
ン
)
を
批
判
す
る
為
に
「
政
治
的
憲
法
学
」
の
側
が
持
ち

出
し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
体
制
選
択
の
原
理
〈
議
会
制
か
権
威

的
独
裁
か
〉
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
に
対
し
、
我
国
の
「
三
段
階
把
握
」

の
受
容
者
逮
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
目
的
と
し
つ
つ
も
、
.

そ
の
用
語
や
段
階
規
定
に
お
い
て
む
し
ろ
こ
れ
に
依
拠
す
る
と
い
う
弱
点

を
有
し
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
問
題
は
、
そ
う
し
た
コ
ニ
段
階
抱
握
」

の
よ
り
一
層
の
深
化
H

構
造
的
把
握
を
達
成
し
得
る
や
否
ゃ
に
係
わ
っ
て

来
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
時
代
の
状
況
に
よ
り
、
支
配
的
潮
流
た
る
か

少
数
異
端
派
で
あ
っ
た
か
は
各
々
異
な
る
が
、
方
法
論
的
に
は
、
ゲ
ル
パ

1
1

ラ
l

パ
ン
ト
|
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
|
ケ
ル
ゼ
ン
等
の
実
証
主
義
派
と
グ

ナ
イ
ス
ト
|
ギ
1

ル
ケ
|
プ
ロ
イ
ス
、

E

・
カ
ウ
フ
マ
ン
l

ワ
イ
マ
!
ル

期
の
「
政
治
的
憲
法
学
」
グ
ル
ー
プ
と
に
大
別
で
き
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
や
ヘ
ラ
ー
を
見
れ
ば
直
ち
に
明
ら
か
な
如
く
、

方
法
論
上
の
類
似
性
が
そ
の
学
説
等
の
政
治
的
性
格
・
機
能
と
常
に
一
致

す
る
と
は
限
ら
な
い
ー
ー
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
必
ず
し
も
一
致
し
な
い

と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
時
代
の
社
会
構
造
の
変
化
は
憲
法
理

論
の
意
味
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
如
き
基
本
的
問
題
関
心
を
踏
ま
え
た
う
え
で
本
書
の
構

成
を
見
れ
ば
、
そ
こ
で
標
題
と
も
さ
れ
た
憲
法
社
会
史
の
構
築
へ
の
意
志
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が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
海
易
に
看
取
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
構

成
は
以
下
の
如
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
序
章
社
会
史
と
し
て
の
立
憲

制
と
議
会
側
、
第
一
章
法
治
悶
家
論
の
史
的
構
造
、
第
二
掌
公
法
実

証
主
義
と
官
僚
制
、
第
三
章
天
皇
機
関
説
と
国
家
法
人
説
の
社
会
史
的

視
座
、
第
四
章
議
会
制
民
主
主
議
と
窓
法
学
、
終
章
ド
イ
ツ
議
会
制

悲
劇
へ
の
途
、
と
。
そ
し
て
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
は
、
所
調
「
リ
ベ
ラ

ル
な
法
治
岡
山
本
論
」
と
君
主
と
議
会
の
問
題
が
取
り
挙
げ
ら
れ
、
大
審
院

の
政
治
的
保
守
性
(
特
に
そ
の
司
法
行
政
に
現
わ
れ
た
そ
れ
〉
に
対
す
る

下
級
得
の
岩
手
裁
判
官
庖
の
不
満
H

議
会
へ
の
親
近
性
が
指
摘
さ
れ
、
こ

の
象
徴
と
し
て
若
き
グ
ナ
イ
ス
ト
に
光
が
当
て
ら
れ
る
ハ
ち
な
み
に
、
彼

は
改
革
派
裁
判
官
と
し
て
は
大
審
院
と
対
立
し
〔
司
法
行
政
〕
、
大
学
教
授

と
し
て
保
守
派
シ
ュ
タ
ー
ル
と
対
決
し
〔
文
部
行
政
〕
、
リ
ベ
ラ
ル
派
議
員

と
し
て
も
活
躍
し
た
と
い
う
典
型
的
経
歴
を
有
し
て
い
る
)
。
一
口
に
言

っ
て
、
議
会
、
自
治
、
行
政
裁
判
に
代
表
さ
れ
る
グ
ナ
イ
ス
ト
の
理
論
は

「
イ
ギ
リ
ス
型
の
E
F
t
-

同
省
」
の
導
入
を
計
る
も
の
で
あ
り
、
ピ
ス

マ
ル
ク
の
「
力
の
論
理
」
に
「
法
の
論
理
」
を
対
置
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
大
臣
責
任
制l
!

大
臣
訴
追
|
|
違
憲
審
査
権
の

一
連
の
議
論
は
法
に
な
い
予
算
執
行
を
な
し
た
ピ
ス
マ
ル
ク
が
念
頭
に
置

か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
背
後
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
問
争
に
見
ら

れ
る
政
治
の
構
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
六
八
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン

の
勝
利
に
よ
っ
て
、
「
欽
と
血
に
よ
る
統
一
ド
イ
ツ
」
の
前
に
リ
ベ
ラ
ル
派

が
大
挙
し
て
膝
を
屈
し
た
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
ラ
l

パ
ン
ト
憲
法
学
が

成
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
「
事
後
承
諾
法
」

と
の
関
連
で
、
既
存
の
事
実
の
「
純
学
問
的
処
理
」(
1結
果
的
に
は
ピ
ス

書187 

マ
ル
ク
の
正
当
化
〉
の
仕
事
に
取
り
組
み
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
決
を
回

避
し
よ
う
と
す
る
(
政
治
を
法
・
統
治
上
の
本
質
的
問
題
か
ら
は
ず
そ
う

と
す
る
)
-
ア
ー
バ
ン
ト
的
公
法
実
証
主
義
と
こ
れ
を
制
度
的
に
表
現
し
た

君
主
主
義
的
官
僚
制
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が

そ
の
際
留
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
次
の
知
き
指
摘
が
併
せ
て
な
さ
れ
る
。

即
ち
、
ラ
l

パ
ン
ト
の
依
拠
し
た
ピ
ス
マ
ル
ク
体
制
が
軍
事
官
僚
制
と
君

主
主
義
原
理
の
一
方
的
勝
利
で
な
く
、
ま
さ
に
労
働
者
階
級
の
拾
頭
を
眼

に
し
た
市
民
思
想
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
君
主
制
支
配

原
理
と
行
政
の
法
律
に
よ
る
拘
束
と
い
う
形
式
原
理
が
併
存
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
こ
う
し
た
妥
協
H

併
存
は
先
の
グ
ナ
イ
ス
ト
を
含
む
リ
ベ
ラ
ル

派
に
よ
っ
て
も
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
「
法
律
学
的
方
法
」
は
、
サ
ヴ

ィ
ニ
1

以
来
法
律
学
の
埠
外
に
置
か
れ
て
来
た
官
房
学
を
法
律
化
す
る
途

を
切
り
開
い
た
グ
ナ
イ
ス
ト
憲
法
学
を
、
直
接
的
継
承
関
係
は
な
い
に
せ

よ
、
明
ら
か
に
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ロ

イ
セ
シ
勝
利
後
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
テ
ン
の
転
向
に
見
ら
れ
る
知
く
歴
然
た
る

方
法
論
的
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ピ
ス
マ
ル
ク
体
制
の
下
で
実
定
的
な

国
家
法
の
索
材
を
体
系
的
に
構
築
す
る
際
、
国
家
・
支
配
の
中
心
的
諸
契

機
を
後
景
に
返
り
ぞ
か
せ
て
、
特
に
権
力
の
問
題
を
中
性
化
し
て
し
ま
う

こ
と
を
目
指
す
と
い
う
点
で
、
ラ
l

パ
ン
ト
は
グ
ナ
イ
ス
ト
の
政
治
的
基

本
姿
勢
を
継
承
し
つ
つ
、
ポ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
的
支
配
構
造
に
法
学
的
表

現
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
帝
国
主
義
段
階
の
到
来
と
社
会
民
主
党

の
政
治
的
飛
躍
に
よ
る
ピ
ス
マ
ル
ク
体
制
の
変
質
は
、
ラ
!
パ
ン
ト
流
の

「
回
避
の
法
律
蛍
ふ
刀
法
」
を
も
色
槌
せ
た
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
左
右
の

政
治
的
亀
裂
の
進
行
の
中
か
ら
、
「
政
治
的
憲
法
学
」
グ
ル
ー
プ
の
公
法
実

--
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証
主
義
へ
の
攻
撃
が
こ
こ
に
準
備
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書
の
第
・

2
一
章
並
び
に
第
四
章
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
、
皇
帝
位
と
議
会
と
の
憲
法
学

的
取
扱
を
巡
る
公
法
実
証
主
義
の
破
綻
と
左
右
|
|
就
中
、
右
(
「
新
絶
対

主
義
b
ー
ー
か
ら
の
攻
撃
は
、
そ
の
形
式
的
一
面
性
の
克
服
と
い
う
形
を

取
り
な
が
ら
、
実
は
「
国
家
法
人
説
」
「
君
主
機
関
説
」
等
に
託
さ
れ
た

「
妥
協
の
構
造
」
を
君
主
主
義
原
理
に
基
づ
き
、
再
編
す
る
と
い
う
機
能

を
果
そ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
会
法
実
証
主
哉
の
名

の
下
で
推
進
さ
れ
て
き
た
議
会
主
義
的
君
主
制
化
を
明
確
に
拒
否
し
た
一

群
の
保
守
的
憲
法
学
グ
ル
ー
プ
ハ
ボ
ル
ン
ハ
ッ
ク
、
レl
ム
、
ア
ル
ン
ト
、

ツ
ォ
ル
ン
)
は
、
ピ
ス
マ
ル
ク
末
期
か
ら
ず
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
期
に
お
け

る
「
合
法
的
ク
ー
デ
タ
ー
思
想
」
の
延
長
線
上
で
、
法
治
国
家
論
の
基
礎

を
皇
帝
の
側
か
ら
動
揺
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
様
な
攻
撃
の
矢
面

に
立
ち
、
こ
れ
に
議
会
主
義
の
側
か
ら
反
撃
し
、
公
法
実
証
主
義
の
も
つ

近
代
的
・
市
民
的
性
格
を
積
極
的
に
認
め
た
の
が
ア
ン
ジ
ユ
ツ
ツ
、
イ
品

リ
ネ
ッ
ク
、
そ
し
て
ナ
ウ
マ
ン
、
ヴ
ェ

l

パ
!
、
等
の
世
論
指
導
者
に
外

な
ら
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
ラ

l

パ

ン
ト
憲
法
学
の
権
力
的
基
盤
は
喪
わ
れ
、
そ
れ
を
方
法
論
的
に
継
承
し
た

人
々
は
、
純
粋
の
談
会
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
配

構
造
の
変
質
と
と
も
に
ド
イ
ツ
議
会
主
義
の
旗
手
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
細
部
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
例
え
ば
イ

ェ
リ
ネ
ッ
ク

H

ヴ
ェ
l

パ
!
の
描
い
た
議
会
化
の
処
方
築
は
、
|
|
イ
ギ

リ
ス
型
の
議
院
内
閣
制
と
は
異
っ
た
|
|
帝
国
議
会
で
は
な
く
連
邦
参
議

院
の
議
会
化
で
あ
り
、
更
に
後
者
が
議
会
制
に
求
め
た
も
の
は
「
指
導
者

選
択
」
「
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
で
あ
っ
た
。
ピ
ス
マ
ル
ク
憲
法
下
の
逮 邦

参
議
院
の
プ
ロ
イ
セ
シ
首
長
ハ
皇
帝
》
と
い
う
構
造
が
、
後
の
ワ
イ
マ
‘

l

ル
の
人
民
投
票
に
よ
る
帝
国
大
統
領
の
そ
れ
と
し
て
再
生
さ
れ
る
途
が

こ
の
処
方
箆
に
は
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
。

以
上
、
い
さ
さ
か
恋
意
的
に
、
本
舎
の
基
本
的
構
成
を
概
観
し
て
み
た

訳
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
「
君
主
主
義
と
議
会
主
義
」
を
考
察
軸

と
し
て
、
憲
法
学
説
の
社
会
構
造
的
意
味
を
探
る
と
い
う
試
み
は
十
分
に

成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
所
調
コ
一
一
段
階
把
握
」
と
の
兼
合

い
で
言
う
と
、
例
え
ば
法
実
証
主
義
と
い
う
方
法
で
一
致
し
て
い
て
も
ピ

ス
マ
ル
ク
憲
法
の
段
階
の
ラ
l

パ
ン
ト
学
説
と
、
帝
国
主
義
段
階
の
イ
ェ

リ
ネ
ッ
ク
学
説
と
で
は
、
・
そ
の
政
治
的
機
能
を
決
定
的
に
異
に
し
て
い
る

し
、
更
に
ウ
ニ
タ
リ
ス
ム
ス
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
初
期
に
は
諸
侯
連
合

た
る
連
邦
参
議
院
を
押
え
る
為
に
リ
ベ
ラ
ル
派
が
主
張
し
て
い
た
も
の
が
、

後
に
は
「
新
絶
対
主
義
」
グ
ル
ー
プ
が
社
会
民
主
党
の
優
位
す
る
帝
国
議

会
に
対
抗
す
る
皇
帝
位
の
強
化
の
観
点
か
ら
強
調
す
る
所
と
な
っ
た
と
い

う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
系
譜
論
的
学
説
把
握
で
は
到
達
し
得
ぬ
深
部
に
ま
で

光
を
当
て
、
照
ら
し
出
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
「
あ
と
が

き
」
に
も
印
さ
れ
て
い
る
が
、
「
社
会
史
」
は
未
だ
方
法
論
的
に
揺
鑑
期
を

出
で
ず
、
ま
た
社
会
科
学
と
し
て
の
法
史
(
近
代
法
史
〉
学
も
同
様
で
あ

る
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
丹
念
な
実
証
と
広
い
視
野
を
持
っ
こ
の
パ
イ
オ

ニ
ア
・
ワ
ー
ク
に
法
史
学
を
志
ざ
す
者
の
一
人
と
し
て
心
か
ら
拍
手
を
送

り
た
い
。
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岸
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松

嶺

滞

高

評

十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
運
動
の
指
導
者
ジ
ョ
ン
・
ウ
品

ス
リ
ー
を
研
究
対
象
と
す
る
著
作
が
、
最
近
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
矢
崎
正
徳
『
十
八
世
紀
宗
教
復
興
の
研
究
|
|
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ

ス
レ
!
の
思
想
と
運
動
l
l

』
(
福
村
出
版
、
一
九
七
三
年
)
、
野
呂
芳
男

『
ウ
ェ
ス
レ
l

の
生
涯
と
神
学
』
(
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
五

年
)
、
そ
し
て
岸
田
氏
の
本
著
で
あ
る
。
ま
た
雑
誌
論
文
で
は
あ
る
が
、
鈴

木
良
隆
「
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
の
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
運
動
」
(
『
途
上
』
第

5

号
、
一
九
七
四
年
)
、
「
向
上
(
続
)
」
(
『
途
上
』
第

6

号
、
一
九
七
五

年
〉
も
、
完
成
が
待
た
れ
る
新
研
究
と
言
え
よ
う
。
ウ
ェ
ス
リ
!
な
い
し

は
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
運
動
が
最
近
の
内
外
の
学
界
に
お
い
て
新
た
な
関
心
を

呼
び
お
こ
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
社
会
史
・
民
衆
運
動
史
研
究
な
ど
の
活
発

な
展
開
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
と
く
に
前
記
の
矢
崎
・
鈴
木
両
氏

の
労
作
は
そ
の
よ
う
な
動
向
の
現
わ
れ
と
み
な
し
得
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

岸
田
氏
の
『
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
研
究
』
も
、
公
刊
さ
れ
た
現
時
点
に

お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
今
目
的
な
問
題
意
識
の
脈
絡
の
中
で
評
価
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
本
著
が
完
成
さ
れ
る
過
程
は
、
「
ま
え
が
き
」
に
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
学
卒
業
論
文
ハ
一
九
五
三
年
)
以
来
の
著

書189 

者
の
四
半
世
紀
に
わ
た
る
一
貫
し
た
問
い
か
け
の
集
積
以
外
の
何
物
で
も

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
本
著
は
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
ウ

エ
ス
リ
1

研
究
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
著
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
編
問
題
の
提
起

第
一
章
ウ
ェ
!
パ
l

の
引
用
典
拠
へ
の
疑
問

第
二
章
ウ
テ
l

パ
l

の
ウ
ェ
ズ
リ
解
釈
へ
の
疑
問

第
二
編
ウ
ェ
ズ
リ
の
高
教
会
主
義
の
系
譜

第
一
章
ウ
ェ
ズ
リ
の
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
の
系
譜

第
二
章
ウ
ェ
ズ
リ
の
ト
l

リ

l

高
教
会
主
義
の
起
源

第
三
編
ウ
ェ
ズ
リ
の
「
慈
善
」
倫
理
の
系
譜
と
構
造

第
一
章
高
教
会
派
の
「
慈
善
」
倫
理
と
ウ
ェ
ズ
リ

第
二
章
ウ
ェ
ズ
リ
の
「
慈
善
」
倫
理
の
構
造
と
ウ
ェ
l

パ
l

の
論

理
的
矛
盾

以
上
の
構
成
の
大
半
は
、
一
九
五
七
年
以
来
の
既
発
表
論
文
を
土
台
に

し
な
が
ら
、
大
幅
に
加
筆
・
修
正
さ
れ
、
一
巻
の
書
と
し
て
そ
の
論
旨
は

首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
ま
ず
「
問
題
の
提
起
」
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
l

パ
ー
が
か
の
古
典
的
論
文
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と

資
本
主
義
の
精
神
」
(
一
九
二O
年
改
訂
版
)
の
最
終
章
で
行
な
っ
た
ウ
品

ス
リ
l

の
文
章
か
ら
の
引
用
を
め
ぐ
り
、
重
大
な
異
議
申
し
立
て
が
試
み

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
l

パ
ー
は
そ
こ
で
、
禁
欲
と
資
本
主
義
精
神

と
の
一
見
逆
説
的
な
関
連
を
同
時
代
の
禁
欲
的
信
仰
の
指
導
者
自
身
が
、

ウ
ェ
l

パ
ー
が
説
明
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
、
十
分
に
家
知
し

て
い
た
と
い
う
事
実
を
示
す
典
型
的
事
例
と
し
て
、
ウ
品
ス
リ
ー
が
一
七

/ 
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八
六
年
に
執
筆
し
た
小
論
「
メ
ソ
デ
イ
ズ
ム
論
」
の
一
部
を
引
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
全
体
の
標
語
と
す
る
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
」
と
い
う
程
に
ウ
ェ
1

パ
1

が
重
視
し
て
引
用
じ
た
問
題

の
箇
所
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
:
:
:
・
:
ど
こ
で
も
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
派
の
信
徒
は
勤
勉
に
な
り
、
質
素

に
な
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
の
財
産
は
増
加
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
応
じ

て
、
彼
ら
の
高
慢
や
激
情
、
ま
た
肉
に
つ
け
る
現
世
の
欲
望
や
生
活
の
著

り
も
増
大
す
る
。
こ
う
し
て
宗
教
の
形
は
残
る
け
れ
ど
も
、
精
神
は
し
だ

い
に
消
え
て
い
く
。
純
粋
な
宗
教
の
こ
う
し
た
絶
え
間
な
い
腐
朽
を
防
ぎ

う
る
途
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
が
勤
勉
で
あ
り
、
質
素
で
あ
る
の
を

妨
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
、
で
き

る
か
ぎ
り
利
得
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
節
約
す
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
結
果
に
お
い
て
富
裕
に
な
る
こ
と
を
勧
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
梶

山
・
大
塚
訳
、
岩
波
文
庫
版
、
下
巻
、
二
三
三
頁J

岸
田
氏
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
1

パ
l

は
ウ
ェ
ス
リ
l

の
原
文
か
ら
以
上
の

部
分
を
間
接
的
に
引
用
す
る
に
当
っ
て
、
意
図
的
な
改
変
を
ニ
箇
所
に
わ

た
っ
て
行
な
っ
た
。
夫
々
の
箇
所
は
、
ウ
ェ
ス
リl
の
原
文
で
は
次
の
通

り
で
あ
る
。
第
一
は
、
「
宗
教
の
形
は
残
る
け
れ
ど
も
、
精
神
は
州
制
叫
叫

消
え
て
い
く
。
」
第
二
は
、
「
で
き
る
か
ぎ
り
利
得
す
る
と
と
も
に
、
で
き

る
か
ぎ
り
節
約
す
る
こ
と
剖
釧
制
刺
同
制
引
制
リ
l

刑
制
州
制
可
制
割
削

判
川
叫
制
倒
叫
出
刷
出
副
司
刻
刻
。
」
(
傍
線
は
松
浦
。
)

こ
の
ウ
ェ
l

パ
l

の
「
原
文
改
変
」
に
対
す
る
不
信
の
念
が
岸
田
氏
を

駆
り
立
て
て
、
実
に
四
半
世
紀
に
わ
た
る
同
氏
の
た
ゆ
ま
ざ
る
ウ
ェ
ス
リ

ー
研
究
を
炭
閉
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
終
的
な
成
果
を
本
著
の
結

論
却
叩
分
か
ら
引
用
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
ウ
ェ
!
パ
1

は
、
ゥ
ι
ズ
リ
の
『
慈
善
』
倫
理
に
お
け
る
職
業
観
念

の
倫
理
的
特
徴
を
も
っ
と
も
よ
く
表
明
し
た
こ
箇
所
の
語
句
を
、
，
自
己
の

構
成
し
た
、
ヵ
ル
グ
ィ
ニ
ス
ト
の
『
職
業
』
倫
理
の
理
念
型
に
遜
A品
な

語
句
に
改
変
し
た
上
で
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
同
文
章
を
引
用L、
こ
の
引
用
文

章
に
よ
っ
て
自
己
の
理
念
型
の
妥
当
性
が
『
争
い
が
た
い
』
事
実
と
し
て

証
明
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
認
識
の
『
手

段
』
で
あ
る
理
念
型
が
、
も
は
や
自
己
目
的
化
し
て
い
る
、
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ウ
ェ
1

パ
l

自
身
、
理
念
型
理
論
に
お
い
て
、
現
実
が
『
理

論
の
召
使
』
と
な
る
危
険
、
理
論
が
『
現
実
に
暴
力
を
加
え
て
』
そ
の
理

論
的
構
成
の
現
実
に
お
け
る
妥
当
性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
誘
感
を
、
密

告
し
た
が
、
こ
の
理
念
型
理
論
の
代
表
作
で
あ
る
『
倫
理
』
の
改
訂
版
の

築
を
執
っ
た
時
、
ウ
ェ
i

パ
l

み
ず
か
ら
、
ま
ず
、
こ
の
落
と
し
穴
に
お

ち
こ
ん
だ
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
:
:
:
・
:
」
ハ
一
一
一
六
五
|
三
六
六

頁
。
〉

問
題
の
提
起
と
結
論
に
お
い
て
、
本
著
は
以
上
の
如
く
ま
こ
と
に
ポ
レ

ミ

l

ク
で
あ
る
が
、
カ
ル
グ
ィ
ニ
ス
ト
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
「
職
業
」
倫

理
と
根
本
的
に
対
比
さ
れ
る
べ
き
ウ
ェ
ス
リ
i

の
「
慈
善
」
倫
理
の
系
譜

を
十
六
l

十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
宗
教
思
想
史
上
の
高
教
会
主
義
の
流
れ
の

中
に
探
察
し
、
か
か
る
「
慈
善
」
倫
理
の
と
く
に
職
業
観
念
に
お
け
る
構

造
的
特
質
を
析
出
す
る
実
証
的
作
業
は
、
ま
こ
と
に
慎
重
・
細
心
、
か
っ

徹
底
的
で
あ
る
。
第
二
繍
に
お
け
る
ウ
ェ
ス
リ
l

家
の
ト
l
リ

l

高
教
会

主
義
的
背
景
の
記
述
も
興
味
深
い
が
、
本
著
の
圧
巻
は
頁
数
で
も
全
体
の

半
ば
を
占
め
る
第
三
編
第
一
章
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
ウ
ェ



評

ス
リ

l

の
「
慈
善
」
倫
理
体
系
の
形
成
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
を
与
え

た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
以
来
の
高
教
会
派
宗
教
思
想
家
と
し
て
、
ジ
ェ

レ
ミ

l

・
テ
ー
ラ
ー
、
ロ
パ
l

ト
・
ネ
ル
ソ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ヒ
ッ
ク
ス
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
!
の
四
名
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
六
五0
年
代
の
王
党

派
、
あ
る
い
は
名
誉
革
命
体
制
下
の
臣
従
宣
誓
拒
否
者
と
い
う
彼
ら
の
政

治
的
保
守
主
義
に
対
応
す
る
伝
統
主
義
的
社
会
倫
理
観
が
詳
細
に
分
析
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
十
七
l

十
八
世
紀
高
教
会
派
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の

思
想
史
的
研
究
は
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
未
開
拓
の
領
域
で

あ
り
、
山
一
作
同
氏
独
自
の
ウ
ェ
ス
リ
l

研
究
の
視
座
か
ら
は
じ
め
て
照
明
を

当
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
著
の
最
大
の
価
値
は
、
ウ
ェ
ス
リl
の
社

会
倫
理
に
根
強
く
尾
を
引
い
て
い
る
ト

l

リ

l

高
教
会
派
的
な
政
治
・
宗

教
思
想
の
系
譜
を
以
上
の
知
く
克
明
に
追
究
し
、
そ
の
点
で
の
ウ
ェl
パ

ー
の
ウ
ェ
ス
リ

l

理
解
の
不
備
を
衝
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
本
著
は
「
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
研
究
」
と
題
し
な
が
ら
、
ウ

ェ
l

パ
l

宗
教
社
会
学
の
「
理
念
型
的
理
論
構
成
」
に
対
し
て
一
つ
の

「
反
証
」
を
提
示
す
る
と
い
う
、
ネ
ガ
テ
ィ
ず
な
分
析
意
図
を
以
て
貫
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
理
論
が
「
現
実
に
暴
力
を
加
え
て
」
は
な
ら
な
い

と
の
、
潔
癖
と
も
い
う
べ
き
学
問
的
信
条
に
も
と
づ
い
て
、
岸
田
氏
の
反

証
の
試
み
は
、
史
実
を
以
て
の
み
諮
ら
し
め
る
と
い
う
ま
こ
と
に
実
証
的

な
研
究
と
し
て
、
上
述
の
如
き
貴
重
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ネ
ガ
テ
ィ
ず
な
分
析
意
図
は
、
ウ
ェ
l

パ
l

批
判
と
し
て
も
、
ウ
ェ
ス
リ
l

研
究
と
し
て
も
、
本
著
に
一
定
の
制
約
を

課
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
は
、
資
本
主
義
の
精
神
の
形
成
に

対
し
て
適
合
的
な
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
「
職
業
」
倫
理
を
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め
ぐ
っ
て
。
こ
の
「
職
業
」
倫
理
の
彼
特
有
な
把
握
こ
そ
が
ウ
ェ
!
パ
l

の
壮
大
か
つ
精
密
な
理
論
体
系
の
核
心
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ウ

ェ
!
パ
ー
を
根
抵
的
に
批
判
す
る
以
上
は
、
究
極
的
に
は
こ
の
核
心
部
分

を
問
い
返
す
こ
と
に
な
り
得
ベ
き
筈
の
も
の
が
、
岸
田
氏
の
反
証
提
示
の

試
み
は
、
か
か
る
「
職
業
」
倫
理
と
ウ
ェ
ス
リ
l

の
「
慈
善
」
倫
理
を
並

置
し
、
両
者
の
異
聞
を
論
ず
る
と
い
う
形
で
展
開
す
る
た
め
に
、
反
証
が

反
証
と
し
て
成
立
す
る
前
提
条
件
の
中
に
、
ウ
ェ
l

パ
l

の
「
職
業
」
倫

理
観
の
そ
れ
自
体
と
し
て
の
妥
当
性
が
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
デ

ィ
レ
ン

7
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
「
た
。
そ
の
た
め
に
、
折
角
の
重

厚
な
高
教
会
派
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
研
究
に
支
え
ら
れ
た
ウ
ェl
パ
l

批

判
が
、
ウ
ェ
l

パ
l

の
ウ
ェ
ス
リ

l

引
用
に
お
け
る
局
部
的
過
誤
を
過
大

に
論
難
し
て
い
る
と
の
印
象
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
遺

憾
で
あ
る
。

第
こ
に
は
、
ウ
ェ
ス
リ
ー
に
お
け
る
ト
l
リ

l

高
教
会
派
的
な
政
治
・

宗
教
思
想
と
い
う
側
面
を
め
ぐ
っ
て
。
ウ
ェ
ス
リ
ー
の
か
か
る
側
面
が
十

八
世
紀
末
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
メ
ソ
デ
イ
ズ
ム
返
勤
の
特
質
に
与
え

た
影
響
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
ト
ム
ソ
ン
の
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級

の
形
成
』
に
お
い
て
も
、
注
目
に
値
す
る
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
わ

が
国
で
も
、
前
記
の
矢
崎
正
徳
氏
の
著
作
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
産
業
革
命
と
の
内
外
の
滋

動
の
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
を
革
命
か
ら
救
っ
た
の
は
メ
ソ
デ
イ
ズ
ム
で
あ
っ

た
、
と
み
る
レ
ッ
キ

l
(
『
十
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
〉
や
ア
レ
グ
ィ
l

(
『
十
九
世
紀
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
人
民
の
歴
史
』
〉
の
見
解
を
ど
う
受
け
止
め
る

べ
き
か
。
あ
る
い
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
系
の
オ
ー
ル
ド
・
デ
ィ
セ
ン
タ
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ー
ズ
に
代
っ
て
メ
ソ
デ
イ
ズ
ム
運
動
が
産
業
革
命
期
の
イ
ギ
リ
ス
民
衆
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
原
因
を
、
ウ
ェ
ス
リ
1

独
自
の
教
理
論
、
教
会
組

織
論
の
中
に
い
か
に
究
明
す
べ
き
か
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ウ
ェ
ス

リ
ー
に
お
け
る
ト
l

リ

l

高
教
会
派
的
な
側
面
を
問
い
返
す
意
義
は
き
わ

め
て
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
岸
田
氏
の
ウ
ェ
ス
リ
ー

研
究
が
そ
う
い
っ
た
方
向
へ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ず
な
展
望
を
十
分
に
苧
み
得
な

か
っ
た
点
が
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
同
氏
の
今
後

の
研
究
に
、
そ
れ
を
期
待
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
回
村
秀
夫
著

…
イ
ギPス
草
命
と
ユ1ト
ク
ピ
ア

年!

A
s
・
三
回
O
買
、
三
八
O
O
円

浜

正

夫

林

イ
ギ
リ
ス
人
の
書
い
た
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
物
語
と
い
え
ば
、
ま
ず
ふ
つ
う

思
い
つ
く
の
は
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
』
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ペ

イ
コ
ン
の
『
ニ
ュ
l

・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の

『
無
可
有
郷
便
り
』
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
革
命
期
の
思
怨
史

に
も
う
す
こ
し
詳
し
い
人
な
ら
、
こ
れ
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハl
ト
リ
プ
の

『
マ
カ
リ
ア
』
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
、
ヲ
エ
ラ
ー

ド
・
ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
リ
の
『
自
由
の
法
』
な
ど
が
つ
け
加
わ
る
か
も
し
れ

な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
だ
い
た
い
そ
の
あ
た
り
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
上
と
な
る
と
文
献
の
入
手
さ
え
困
難
に
な
っ
て
く
る
の
が
実
情
で
あ

る
。田

村
秀
夫
氏
の
『
イ
ギ
リ
ス
草
命
と
ユl
ト
ウ
ピ
ア
』
を
手
に
し
て
、

も
っ
と
も
率
直
な
第
一
印
象
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
期
に
こ
ん
な
に
多
く
の

ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
物
語
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は

い
ち
い
ち
紹
介
し
き
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
著
者
と
タ
イ
ト
ル
だ
け
あ
げ
て

も
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
一
七
の
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
ハ

ー
ト
リ
プ
『
マ
カ
リ
ア
王
国
』
〈
二
ハ
四
一
年
〉
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ゴ
ッ
ト

『
ノ
ワ
・
ソ
リ
マ
』
三
六
四
八
年
〉
、
匿
名
の
『
タ
イ
ラ
ニ
ポ
ク
リ
ト
』
(
一
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六
四
九
年
)
(
こ
れ
は
テ
ィ
ラ
ニ
ポ
ク
リ
ト
と
発
音
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
)
、
ヒ
ュl
・
ピ
l

タ

1

『
よ
き
為
政
者
の
善
政
』
(
二
ハ
五
一
年
)
、
ジ
エ

イ
ム
ズ
・
ハ
ウ
エ
ル
『
物
言
う
森
』
(
一
六
四O
年
、
第
二
部
一
六
五
O

年
)
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
キ
ャ
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
『
き
ら
め
く
新
世
界
』

ご
六
六
八
年
)
、
ハ
リ
ン
ト
ン
『
オ
シ
ア
ナ
』2
六
五
六
年
)
、
匿
名
の
唱

『
ケ
イ
オ
ス
』
(
一
六
五
九
年
)
、
ピ

l

タ

l

・
プ
ロ
ッ
タ
ホ
イ
『
貧
民
を
幸

福
に
す
る
方
法
の
提
案
』
(
一
六
五
九
年
)
、
リ
チ
ャ
l

ド
・
パ
ク
ス
タ
ー

『
聖
な
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
2

六
五
九
年
〉
、
ジ
ョ
ン
・
エ
リ
オ
ッ
ト

『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
(
一
六
五
九
年
)
、
匿
名
の
『
オ
ル

ピ
ア
』
三
六
六
O
年
)
、R
-
H

『
続
ニ
ュ1

・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』
(
二
ハ

六
O
年
)
、
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
『
続
ニ
ュl
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ

ス
』
(
一
六
七
六
年
)
、
ヘ
ン
リ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
『
パ
イ
ン
の
島
』
三
六
六
八

年
)
、
匿
名
の
『
六
日
間
の
官
険
、
ま
た
は
新
し
い
ユl
ト
ウ
ピ
ア
』
〈
二
ハ

七
一
年
)
、
匿
名
の
『
フ
ォ
ン
セ
カ
島
航
海
記
』
(
一
七
O
七
年
)
。
し
か
も

本
書
は
こ
れ
ら
の
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
物
語
を
分
析
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
の
思
想
状
況
を
し
め
す
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
を
数
多
く
援
用
し
て
お

り
、
巻
末
に
は
二
八
九
点
に
の
ぼ
る
文
献
の
目
録
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
大
部
分
は
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
未
利
用
の
文
献
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
、
著
者
は
こ
れ

ら
の
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
を
た
ん
に
羅
列
す
る
の
で
は
な
く
、
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア

思
想
と
い
う
特
殊
な
視
角
か
ら
イ
ギ
リ
ス
革
命
思
想
の
全
体
像
を
え
が
き

だ
そ
う
と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
的
全
体
像
を
え
が

く
こ
と
は
、
著
者
も
「
は
し
が
き
」
で
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
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ま
だ
誰
も
な
し
え
て
い
な
い
仕
事
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ど
う
い
う
視
角
か

ら
え
が
く
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
議
論
の
つ
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
著
者
が
こ
れ
を
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
思
想
と
い
う
局
面
で
え
が
こ
う
と
し

た
の
は
「
ト
ー
タ
ル
な
変
革
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
包
括
的
な
未
来
社
会
の
構

図
を
示
す
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
が
草
命
期
の
思
想
の
特
質
を
も
っ
と
も
よ
く
表

現
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
」
(
は
し
が
き
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ユ
ー

ト
ウ
ピ
ア
が
「
ト
ー
タ
ル
な
変
革
の
ず
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
し
め
ず
か
ど
う
か
、

わ
た
く
し
に
は
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
は
、
変
革
ぬ
き
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
か
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
社
会
の
思
想
は
反
映
さ
れ
る
の
だ
か

ら
、
す
く
な
く
と
も
本
書
は
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
主
い
う
鏡
に
う
つ
し
だ
さ
れ

た
イ
ギ
リ
ス
草
命
の
思
想
的
全
体
像
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
著
者
が
こ
の
思
想
的
全
体
像
の
く
み
た
て
を
、
わ
た
く
し
が

旧
著
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
構
造
』
の
な
か
で
提
出
し
た
思
想
の
類
型

論
を
批
判
し
、
こ
れ
に
「
段
階
と
状
況
」
と
い
う
視
点
を
加
え
て
考
え
て

い
る
こ
と
は
、
分
析
方
法
の
い
っ
そ
う
の
高
度
化
と
し
て
注
目
し
て
お
き

R
-

、
。

ふ
れ
しそ

こ
で
著
者
に
し
た
が
っ
て
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
思
想
に
う
っ
し
だ
さ
れ
た

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
像
を
お
い
か
け
て
ゆ
く
と
す
る
と
、
ま
ず
第
一
段

階
と
し
て
汎
議
会
的
統
一
戦
線
の
時
期
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
『
マ
カ

リ
ア
』
に
み
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
第
二

段
階
で
は
革
命
に
勝
利
し
た
の
ち
、
革
命
左
派
の
民
衆
運
動
を
抑
え
て
権

威
と
秩
序
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
・
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
(
『
ノ

ワ
・
ソ
リ
マ
』
な
ど
)
が
あ
ら
わ
れ
る
。
他
方
、
国
王
派
か
ら
は
そ
の
敗

--' 
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北
の
挫
折
感
を
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
に
託
し
た
『
物
言
う
森
』
や
『
き
ら
め
く

新
世
界
』
が
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
の
支
配
に
抵
抗
す
る
民
衆

運
動
の
な
か
か
ら
は
『
タ
イ
ラ
ニ
ポ
ク
リ
ト
』
(
専
制
者
と
偽
善
者
と
を
結

び
つ
け
た
造
語
〉
や
、
本
書
で
は
あ
っ
か
わ
れ
て
い
な
い
が
著
者
の
旧
著

『
イ
ギ
リ
ス
・
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
の
原
型
』
で
分
析
さ
れ
た
ウ
ィ
シ
ス
タ
ン

リ
の
『
自
由
の
法
』
が
あ
ら
わ
れ
る
。
勝
利
を
お
さ
め
た
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ

ズ
ム
は
一
六
五
0
年
代
に
は
い
る
と
解
体
し
は
じ
め
る
が
お
そ
れ
に
代
わ

っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
経
験
論
と
神
秘
主
義
で
あ
り
、
こ
の
前
者
の

立
場
は
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
と
し
て
は
『
オ
シ
ア
ナ
』
に
表
現
さ
れ
、
こ
の
後

者
は
ま
と
ま
っ
た
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
と
し
て
は
構
想
さ
れ
ず
、
千
年
王
国
論

的
願
望
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
革
命
は
ほ
ぼ
終
結
す
る
こ
と

と
な
る
が
、
そ
の
最
後
の
段
階
で
、
ま
さ
に
潰
え
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
革

命
へ
の
愛
着
を
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
の
形
で
表
現
し
た
の
が
『
ケ
イ
オ
ス
』
や

プ
ロ
ッ
ク
ホ
イ
の
ユ

l

ト
ウ
ピ
ア
で
あ
っ
た
。
パ
ク
ス
タ
l

の
『
聖
な
る

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
や
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
』
も
、
内
容
的
に
は
い
く
ら
か
の
差
を
も
ち
な
が
ら
、
「
ピ
ュ
ウ
リ
タ

ン
・
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
の
復
活
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
と
、
著
者
は
考

え
て
い
る
。

こ
れ
以
後
は
一
六
六
O
年
の
王
政
復
古
以
降
の
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
千
年
王
国
論
的
期
待
の
挫
折
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
『
オ
ル
ピ
ア
』
を
除
い
て
は
、
王
政
復
古
を
支
持
し
、
そ
の
も
と
で

の
生
産
力
の
飛
躍
的
発
展
を
え
が
き
だ
す
べ
イ
コ
ン
的
ユl
ト
ウ
ピ
ア
で

あ
り
、
や
が
て
『
パ
イ
ン
の
島
』
や
『
フ
ォ
ン
セ
カ
島
航
海
記
』
の
よ
う

に
、
若
者
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
脱
政
治
的
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
」
(
二
九O
ぺ
l

ジ
〉
と
い
う
崎
き
も
の
や
、
理
想
郷
で
は
な
く
逆
に
き
わ
め
て
醜
悪
な
架
\

空
の
社
会
を
え
が
い
川
向
寸
逆
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
」
埼
あ
均
わ
れ
ナr
t
る
?
そ
ー

れ
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
l

ソ
1

』
や
『
ガ
リ
グ
ァ
1

旅
行
記
』
の
先

駆
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
一
八
世
紀
へ
の
展
望
が
み
い

だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
本
書
の
概
略
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ユ
1

ト
ウ
ピ
ア
を
つ
う
じ

て
著
者
か
も
う
ひ
と
つ
追
求
し
て
い
る
の
は
、
著
者
の
い
わ
ゆ
る
「
生
産

力
的
視
点
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
『
マ
カ
リ
ア
』
に
は
じ
ま
り
、
独
立
派
の

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
・
ュ

l

ト
ウ
ピ
ア
を
経
て
、
『
ケ
イ
オ
ス
』
に
い
た
り
」

(
「
は
し
が
きb

さ
ら
に
王
政
復
古
後
の
『
続
ニ
ュ
l

・
ア
ト
ラ
ン
ヂ
ィ

ス
』
へ
継
承
さ
れ
る
と
、
著
者
は
み
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
ブ
ル
ジ

ョ
ア
階
級
の
思
想
の
本
流
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の

点
で
は
『
オ
シ
ア
ナ
』
が
こ
の
本
流
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
ど

う
か
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
ま
た
パ
ク
ス
タ
ー
に
生
産
力
視
点
が
欠
如
し

て
い
る
こ
と
を
ど
う
説
明
す
る
か
な
ど
い
く
つ
か
の
疑
問
が
残
っ
た
こ
と

を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

個
々
の
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
本
書
に
あ
た
っ

て
も
ら
う
以
外
に
組
介
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
多

彩
で
あ
っ
て
た
と
え
ば
教
育
思
想
史
に
関
心
を
も
っ
人
は
、
『
ノ
ワ
・
ソ
リ

マ
』
や
『
ケ
イ
オ
ス
』
な
ど
の
な
か
に
興
味
ふ
か
い
教
育
論
を
み
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
貧
民
雇
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
『
マ
カ
リ

ア
』
や
『
よ
き
為
政
者
の
善
政
』
を
は
じ
め
多
く
ユl
ト
ウ
ピ
ア
が
言
及

し
て
い
る
。
プ
ロ
ッ
ク
ホ
イ
の
ユ

l

ト
ウ
ピ
ア
に
は
協
同
組
合
論
の
先
駆

形
態
を
よ
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
ク
リ
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ス
チ
ャ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
で
は
独
占
と
営
業
の
自
由
の
問
題
や
司

桧
制
度
の
改
革
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
、
そ
の
他
、
『
ケ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る

土
地
図
込
み
奨
励
論
や
銀
行
設
立
の
提
案
な
ど
.
法
制
史
や
経
済
史
の
う

え
で
の
興
味
を
そ
そ
る
指
摘
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
宗
教
思
想
史
や
科

学
思
想
史
に
関
わ
る
発
言
も
い
た
る
と
こ
ろ
に
み
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
窓
味
で
は
本
書
は
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
思
想
史
を
あ
っ
か
い
な
が
ら
、

き
わ
め
て
多
面
的
に
思
想
史
の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

思
想
史
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
ユl
ト

ウ
ピ
ア
思
想
を
丹
念
に
発
狙
し
、
そ
れ
を
革
命
と
い
う
動
乱
の
思
想
状
況

の
な
か
で
革
命
の
諸
段
階
に
か
か
わ
ら
せ
て
克
明
に
分
析
し
た
こ
の
書
物

は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
像
に
大
き
な
厚
み
を
加
え
た
も
の
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
れ
と
同
時
に
本
書
は
イ
ギ
リ
ス
の
ユl
ト
ウ
ピ
ア
思
想
史
の
な

か
で
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
が
や
は
り
ひ
と
つ
の
蘭
期
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
、

示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
草
命
の
思
想
的
全
体
像
を
し
め

す
と
い
う
仕
事
と
と
も
に
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
か
ら
(
あ
る
い
は
ジ
ョ
ン
・

ポ
l

ル
か
ら
)
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
に
い
た
る
ま
で
〈
あ
る
い
は
日
・

G

・
ウ
ェ
ル
ズ
に
い
た
る
ま
で
)
の
イ
ギ
リ
ス
・
ュ
!
ト
ウ
ピ
ア
恩
恕
史

の
流
れ
を
と
ら
え
る
仕
事
を
も
、
こ
ん
ど
の
著
者
に
は
期
待
し
て
お
き
た

い
の
だ
が
、
そ
の
さ
い
、
人
は
な
ぜ
ユl
ト
ウ
ピ
ア
を
構
想
す
る
の
か
と

い
う
主
体
的
契
機
の
問
題
を
一
一
層
ふ
か
め
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
著
者
が
「
は
し
が
き
」
に
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ユ

1

ト
ウ
ピ
ア
の
消
滅
と
い
う
危
機
意
識
を
生
み
だ
す
現
代
の
思
想
状
況
」

の
な
か
で
「
ユ
l

ト
ウ
ピ
ア
の
現
代
的
意
味
を
問
う
こ
と
」
に
た
い
す
る

示
唆
は
、
一
一
周
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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図
説
・
西
洋
哲
学
思
想
史
山

B
・
ラ
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セ
ル
/
東
宮
隆
訳
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表
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西
洋
哲
学
史
』
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消
化
し
、
従

米
一
一
け
繋
で
し
か
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
析
学
思
想
を
図
形
に
翻
訳
し
て
、

簡
淑
明
快
な
表
現
に
よ
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哲
学
の
而
白
さ
を
綴
る
。
。
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木

光

々

読
後
の
印
象
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
気
鋭
の
大
作
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
大
作
と
い
う
意
味
は
ま
さ
に
著
者
の
多
年
の
努
力
の
集
大
成
、
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
本
書
の
筋
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
序
章
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
現
代
」

で
は
、
著
者
の
古
典
に
た
い
す
る
み
か
た
が
示
さ
れ
、
古
典
の
も
つ
現
代

的
性
格
を
み
す
ご
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
「
重
要
な
こ
と
は
、

当
の
社
会
理
論
を
生
み
だ
し
た
客
観
的
社
会
的
状
況
と
知
的
状
況
の
う
ち

に
現
代
に
ま
で
つ
な
が
り
を
も
つ
よ
う
な
共
通
的
契
機
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ

と
」
(
四
頁
)
で
あ
る
と
の
べ
る
。
そ
し
て
本
書
で
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
著
作

の
う
ち
で
も
産
業
化
、
産
業
社
会
の
再
組
織
化
の
構
想
(
十
二
頁
〉
に
ね

ら
い
を
お
い
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
章
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お

け
る
八
秩
序
〉
と
〈
変
動
〉
の
問
題
」
で
は
、
嘉
準
』
対
『
社
会
分
業

論
』
と
い
う
か
た
ち
で
、
か
れ
の
「
秩
序
」
と
「
変
動
」
と
い
う
テ
l

マ

の
展
開
(
一
一
一
五
|
三
七
頁
)
を
開
始
し
、
「
青
年
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
現
実
と
向

き
合
う
姿
勢
が
、
あ
る
面
か
ら
み
る
と
、
世
紀
初
頭
の
実
証
主
義
へ
の
先

祖
返
り
」
(
三
九
|
四O
頁
)
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ン
H

シ
モ
ン
、

コ
ン
ト
が
か
つ
て
直
面
し
た
社
会
的
再
組
織
の
課
題
(
四O
頁
)
と
似
た

状
況
と
み
た
こ
と
は
卓
見
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
一
般
に

は
保
守
的
と
い
わ
れ
る
が
、
現
実
へ
の
経
験
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
す
る2

か
ぎ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
変
動
を
含
ん
だ
漸
進
的
進
化
と
い
い
う
る
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
か
れ
の
「
秩
序
」
は
、
た
ん
な
る
事
実
的
秩
序
と
い
う

よ
り
、
パ
ー
ス
ン
ズ
の
規
範
的
秩
序
に
あ
た
り
公
ハ
一
耳
、
し
か
も
こ
れ

を
め
ざ
し
な
が
ら
「
無
規
制
」
(
ア
ノ
ミ1
)
の
危
機
を
発
見
す
る
。
し
か

も
そ
こ
で
め
正
常
l

異
常
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
著
者
の
問
い
か

け
は
鋭
い
。
第
二
章
「
社
会
と
個
人
」
で
は
か
れ
の
理
論
が
反
個
人
主
義

で
も
あ
る
と
同
時
に
個
人
主
義
で
も
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
と
の
関
連
で
、

同
じ
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
派
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
そ
こ
か
ら
M
・
ウ
ェ
!
パ

ー
は
「
価
値
自
由
」
を
ひ
き
だ
し
た
の
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
経
済
学
の
倫

理
目
的
を
重
視
〈
八
八
頁
)
し
、
社
会
化
さ
れ
た
個
人
主
義
の
立
場
を
と

る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
指
摘
は
注
目
に
価
す
る
。
第
三
章
「
デ
ュ

ル
ケ
ム
に
お
け
る
経
済
と
社
会
」
で
は
、
か
れ
は
「
自
由
主
義
的
な
経
済

の
原
理
は
、
自
由
競
争
目
私
利
の
自
由
な
追
求
を
称
揚
し
、
こ
れ
を
自
由

な
契
約
の
名
の
も
と
に
正
当
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
決
し
て
公
正
・

平
等
な
秩
序
の
誕
生
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
」
(
一
二
三
頁
〉
と
の
ベ
、

「
こ
の
認
識
の
延
長
線
上
に
、
当
然
、
階
級
的
不
平
等
の
問
題
も
浮
か
び

上
っ
て
く
る
」
〈
一
二
四
頁
)
と
し
て
か
れ
の
資
本
主
義
批
判
の
姿
勢
を
明

白
に
す
る
。
ま
た
か
れ
は
社
会
主
義
を
も
批
判
す
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を

検
討
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
階
級
的
主
体
の
論
理
に
く
み
せ
ず
、
さ
ら
に
社

会
主
義
が
実
現
さ
れ
た
場
合
そ
れ
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
倫
理
的

規
範
が
み
す
ご
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
(
一
一
ニ
九
頁
)
と
指
摘
し
て
い

る
。
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第
四
章
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
政
治
社
会
学
」
で
は
『
自
殺
論
』
の
な
か
で

え
が
か
れ
て
い
る
巨
大
化
さ
れ
た
国
家
と
原
子
化
さ
れ
た
個
人
の
対
抗
構

図
と
『
社
会
分
業
論
』
の
な
か
で
の
両
者
を
媒
介
す
る
二
次
的
集
団
の
機

能
(
一
四
六
頁
)
の
重
要
性
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
論
理
、
な
ら
び
に
、

国
家
の
官
僚
制
化
と
世
論
の
支
配
の
デ
ィ
レ
ン
マ
さ
ら
に
か
れ
の
民
主
主

義
観
に
関
す
る
著
者
の
鍛
は
さ
え
て
い
る
。
第
五
章
「
ア
ノ
ミl
論
へ
の

現
代
的
視
角
」
で
は
、
ア
ノ
ミ
ー
は
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
社
会
学
の
キ
1

概
念

の
ひ
と
つ
」
(
一
九
三
1

四
頁
)
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
「
欲
求
の
無
規
制

状
態
」
(
一
九
四
頁
)
で
あ
り
、
社
会
心
理
学
と
の
関
連
で
み
る
と
、
動
物

と
は
こ
と
な
り
、
人
間
で
は
歴
史
上
そ
の
欲
求
が
も
っ
ぱ
ら
拡
大
の
一
途

を
た
ど
っ
て
き
た
事
実
(
二
O
一
頁
)
、
さ
ら
に
欲
求
そ
の
も
の
が
産
業
化

の
な
か
で
他
律
的
に
決
定
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ

は
疎
外
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
綿
密
に
説
か
れ
て
い
る
。
最
後
の
付
論

「
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
」
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
一
大
尉
の
軍
事
機

密
通
報
な
る
問
題
に
関
連
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
社
会
学
者
と
し
て
の
良

心
か
ら
、
そ
の
人
権
を
擁
護
し
、
軍
と
対
決
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
れ
の
個
人
主
義
者
と
し
て
の
一
面
を
の
べ
て
い

る
|
|
と
要
約
し
う
る
。

本
書
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
『
自
殺
論
』
(
抄
訳
〉
、

『
社
会
学
講
義
』
(
共
訳
)
を
は
じ
め
『
社
会
学
評
論
』
『
思
想
』
に
お
け
る

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
関
す
る
多
大
の
研
究
業
績
の
う
え
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
そ
の
テ
!
?
に
関
す
る
広
汎
な
海
外
文
献
を
丹
念

に
参
照
し
、
も
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
だ
が
、
私
は
最
初
、

大
作
と
は
書
い
た
が
、
力
作
と
い
う
言
葉
は
あ
え
て
控
え
た
。
そ
れ
は
著

書197 

者
の
努
力
に
た
い
し
て
ま
こ
と
に
礼
を
失
し
た
い
い
か
た
で
は
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ω
著
者
の
博
学
多
識
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ

て
全
体
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
と
い
う
感
じ
が
薄
い
。
と
に
か
く
内

容
の
繰
返
し
が
目
立
つ
(
ア
ノ
ミ
l

の
説
明
だ
け
で
も
何
回
も
で
で
き
て

い
る
〉
。
序
章
が
く
わ
し
す
ぎ
(
結
び
、
ま
で
あ
る
)
、
こ
こ
だ
け
読
め
ば

ほ
と
ん
ど
全
体
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
印
象
は
興
味
を
そ
ぐ
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

間
本
書
の
ね
ら
い
を
で
き
る
だ
け
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
に
し
よ
う
と

い
う
企
図
は
わ
か
る
の
だ
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を
あ
ま
り
に
も
現
代
に
ひ
き

つ
け
、
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ
と
同
時
代
人
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
は
、

果
し
て
正
当
な
評
価
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
こ
れ
ま
で
の
デ
ュ
ル

ケ
ム
研
究
者
が
、
か
れ
を
過
去
の
人
物
と
し
て
扱
っ
て
ば
か
り
い
た
か
ら
、

あ
え
て
現
代
人
(
/
〉
と
し
て
と
り
上
げ
た
の
だ
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
ど
ん

な
偉
大
な
学
者
、
思
想
家
で
も
時
代
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
免
れ
え

な
い
ハ
た
だ
し
学
説
、
思
想
内
容
を
み
ず
か
ら
継
承
し
、
発
展
、
展
開
さ

せ
る
|
|
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
に
関
す
る
数
々
の
す
ぐ
れ
た
業
績
の
よ
う

に
ー
ー
な
ら
べ
つ
で
あ
る
が
)
。
そ
の
例
と
し
て
著
者
は
さ
か
ん
に
産
業

化
、
産
業
社
会
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
る
が
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
サ

ン
H

ジ
モ
ン
、
コ
ン
ト
、
ス
ペ
ン
サ
l

、
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ

タ
イ
ン
と
い
っ
た
英
・
独
・
仏
の
社
会
学
の
創
始
者
た
ち
は
使
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
ス
ペ
ン
サ
l

、
シ
ュ
タ
イ
ン
と
同
時
代
人
で

あ
り
な
が
ら
、
か
れ
を
と
り
ま
く
知
的
ふ
ん
い
気
の
な
か
で
は
、
む
し
ろ
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資
本
主
義
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
優
勢
で
、
産
業
化
、
産
業
社
会
と
い
う

言
葉
は
む
し
ろ
学
界
で
は
第
二
次
大
戦
後
と
く
に
一
九
六0年
代
に
な
っ

て
復
活
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
い
き
な
り
つ
な
げ

る
の
は
い
さ
さ
か
ズ
レ
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。

間
デ
ュ
ル
ケ
ム
さ
ら
に
そ
の
社
会
学
主
義
の
、
最
大
の
論
敵
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
現
象
学
派
に
関
す
る
叙
述
と
検
討
が
少
し
し
か
で
て
こ
な
い
の
は

ど
う
い
う
わ
け
か
。
メ
ル
ロ
l

・
ポ
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
ジ

ュ
ー
ル
・
モ
ヌ
ロ
の
有
名
な
『
社
会
的
事
実
は
も
の
で
は
な
い
』
に
関
し

て
は
四
七
頁
に
ち
ょ
っ
と
で
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。

G
'

ギ
ュ
ル
ゲ
イ
ツ

チ
(
か
れ
自
身
は
現
象
学
派
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
〉
に
関
す
る
叙

述
も
少
な
い
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
『
自
殺
論
』
で
示
し
た
よ
う
に
一
地
方
、

一
時
期
を
と
っ
た
時
に
、
人
々
を
自
殺
に
駆
り
た
て
る
社
会
的
潮
流
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
他
方
で
は
こ
う
し
た
「
死
神
の

誘
惑
」
に
抗
す
る
主
体
的
人
聞
が
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
う

し
た
主
体
性
の
回
復
を
め
ざ
し
た
と
こ
ろ
に
メ
ル
ロl

・
ポ
シ
テ
ィ
、
モ

ネ
ロ
、
ギ
ュ
ル
ヴ
イ
ツ
チ
の
よ
う
な
現
象
学
派
が
あ
ら
わ
れ
た
。
(
以
上
、

阿
閉
・
内
藤
編
『
社
会
学
史
概
論
』
勤
草
書
房
、
一
九
五
七
年
、
一O
五

頁
、
お
よ
び
拙
稿
「
現
象
学
派
|
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
の
場
合1
1

」
国
際
社

会
科
学
協
会
編
『
現
代
社
会
科
学
の
思
想
と
方
法
』
コ
ロ
ナ
社
、
一
九
六

二
年
、
所
収
、
五
一l
l

五
二
頁
参
照
)
。
と
こ
ろ
が
著
者
が
さ
か
ん
に
主

張
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
理
論
の
個
人
主
義
的
側
面
、
近
代
的
個
人
の
自
立
へ

の
要
求
(
九
六
頁
)
つ
ま
り
主
体
性
の
確
立
の
面
を
つ
レ
て
ゆ
け
ば
、
主

体
性
の
回
復
を
め
.
さ
し
た
現
象
学
派
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
デ
ュ
ル
ケ
ム
お
よ
び
ソ
ジ
オ
ロ
ジ
ス
ム
は
そ
の
最
大
の
論

敵
と
八
同
じ
穴
の
ム
ジ
ナ
V
に
な
っ
て
し
ま
う
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
叙
述
も
少
な
い
白
九
葛
。
し

も
の

か
も
そ
こ
で
は
著
者
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
的
事
実
の
「
事
物
」
性
と
、

マ
ル
ク
ス
の
「
自
然
史
的
過
程
」
と
の
類
似
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
み
う

け
ら
れ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
が
唯
物
論
の
立
場
に
た
つ
の
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム

理
論
は
本
質
的
に
は
観
念
論
で
あ
る
こ
と
の
対
比
こ
そ
室
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
マ
ル
ク
ス
が
実
践
に
よ
っ
て
社
会
の
可
変
性
を
と
い
た
の
に
た
い

し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
「
社
会
的
事
実
の
不
可
変
性
の
感
覚
」
(
五O
一
息

と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
も
う
一
歩
突
込
ん
で
ほ
し
か
っ
た
。

著
者
の
広
い
学
識
と
そ
の
労
作
に
た
い
し
て
、
非
礼
を
も
か
え
り
み
ず
、

苦
言
を
呈
し
た
が
、
本
書
の
価
値
を
隠
し
め
る
気
持
は
毛
頭
な
い
の
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
い
さ
さ
か
形
式
め
い
た
デ
ュ
ル
ケ
ム

研
究
に
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
風
を
吹
き
込
ま
れ
た
こ
と
を
慶
び
、
著
者
の
真
撃

な
労
を
多
と
し
た
い
。

第
5

回

啓
蒙
息
想
国
際
会
議

右
記
の
国
際
会
議
が
一
九
七
九
年
八
月
二
七
日
か
ら
九
月
二
日

ま
で
、
イ
タ
リ
ア
の
ピ
ザ
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

サ
l

キ
ュ
ラ
l

ご
入
用
の
会
員
は
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
。
な
お
、
こ
の
会
議
出
席
の
た
め
に
団
体
旅
行
を
ご
希
望
の
か

た
が
あ
れ
ば
、
事
務
局
で
検
討
し
て
み
ま
す
の
で
、
ご
照
会
下
さ



土
居
光
知
著
作
集

品
読
書
店
、
一
九
七
七
年
一

•• 

』

日

高

八

良R

評

土
居
光
知
著
作
集
は
、
今
春
三
月
下
旬
に
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
が
開
始

さ
れ
、
七
月
下
旬
に
予
定
通
り
全
五
巻
の
完
結
を
み
た
。

土
居
光
知
先
生
(
と
い
う
呼
称
で
お
許
し
を
乞
う
〉
は
、
著
作
集
第
一

巻
『
英
文
学
の
感
覚
』
の
「
は
し
が
き
」
の
官
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
懐

さ
れ
て
い
る
。

私
は
こ
の
八
月
に
九
十
歳
に
な
っ
て
、
も
う
新
ら
し
い
著
作
も
で
き

ぬ
よ
う
に
な
り
か
け
て
い
る
が
、
こ
の
際
私
の
若
い
学
友
た
ち
が
相
談

し
て
、
著
作
集
を
編
集
し
て
あ
げ
よ
う
と
言
わ
れ
、
岩
波
書
店
は
そ
れ

を
出
版
す
る
こ
と
を
快
諾
し
て
下
さ
っ
た
。
私
の
感
激
何
か
こ
れ
に
す

ぎ
ん
や
で
あ
る
。
私
は
半
世
紀
問
書
き
た
め
た
中
か
ら
、
H
英
文
学
の

感
覚
、
同
古
代
伝
説
と
文
学
、
国
文
学
と
伝
説
の
伝
播
・
交
流
、
同
言

葉
と
リ
ズ
ム
、
国
文
学
序
説
、
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。

こ
の
「
は
し
が
き
」
の
末
尾
に
は
、
一
九
七
六
年
秋
と
し
る
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
年
譜
に
よ
る
と
、
土
居
先
生
は
一
八
八
六
(
明
治
十
九
〉
年
八

月
二
十
九
日
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
は
し
が
き
」
は
満
九
十

歳
を
迎
え
ら
れ
て
か
ら
じ
き
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
九
十
歳
と
い
う

年
輸
は
、
還
暦
を
数
年
後
に
控
え
て
い
る
私
に
と
っ
丈
も
、
ち
ょ
っ
と
想
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像
の
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
読
者
は
ま
ず
こ
の
一
事
に
圧
倒
さ
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
私
は
、
教
え
子
た
ち
の
発
意
で
こ
の
著
作
集

が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
版
元
が
、
土
居
氏
に

と
っ
て
は
『
文
学
序
説
』
の
出
版
以
来
最
も
縁
の
深
い
岩
波
書
店
で
あ
る

こ
と
を
、
先
生
は
天
真
畑
漫
、
そ
れ
こ
そ
ブ
レ
イ
ク
の
歌
っ
た
子
供
の
よ

う
に
、
ほ
と
ん
ど
手
放
し
で
、
「
私
の
感
激
何
か
こ
れ
に
す
ぎ
ん
や
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
接
し
、
う
ま
く
表
現
は
で
き
な
い
が
、
こ

の
著
作
集
に
或
る
た
つ
と
さ
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
感
動
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

著
作
集
の
編
集
は
、
「
は
し
が
き
」
か
ら
推
し
て
、
大
方
著
者
自
身
の
手

で
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば
自
作
選
と
い
う
形
式
か
ら
、

先
生
の
尊
敬
さ
れ
て
い
る
藤
村
が
、
晩
年
に
近
い
昭
和
十
年
代
に
、
藤
村

文
庫
と
称
す
る
十
巻
ば
か
り
の
自
選
集
を
新
潮
社
か
ら
出
版
し
た
こ
と
を

私
は
思
い
出
す
。
も
と
も
と
凝
り
性
の
藤
村
は
こ
の
選
集
を
編
む
に
あ
た

っ
て
、
編
集
の
形
式
的
な
面
だ
け
で
な
く
、
全
面
的
な
修
正
も
施
し
た
た

め
、
文
章
は
妙
に
角
が
と
れ
て
し
ま
い
、
改
訂
の
評
判
は
か
ん
ば
し
く
な

か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
今
回
の
著
作
集
に
そ
の
よ
う
な
弊
害
が

見
当
ら
な
い
の
は
な
り
よ
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
巻
所
収
の
「
ソ
ロ

モ
ン
の
歌
」
に
し
て
も
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
今
回
文
体
を
改
め
よ
う
と
し

た
が
、
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
古
風
な
訳
文
の
ま
ま
に
し
た
」
よ
し
で
あ
る

が
、
む
し
ろ
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
、
著
作
集
の
全
体
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
そ
の
整
理
の
仕
方
が

ま
こ
と
に
あ
か
ぬ
け
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
著
者
自
身
が
勇
断
を
も
っ
て

再
編
集
に
当
た
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
単
行
本
で
一
度
出
版
さ
れ
た
も
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の
を
解
体
し
て
新
し
い
編
成
に
組
み
変
え
る
こ
と
は
、
著
者
に
と
っ
て
か

な
り
決
断
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
に
お
い
て
は
、
巨

大
に
し
て
多
岐
に
わ
た
る
土
居
文
学
の
山
系
が
、
装
い
を
あ
ら
た
に
、
新

鮮
な
姿
を
読
者
の
前
に
再
現
し
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
私
た
ち
は
、
当
然
初
巻
を
飾
る
と
恩
わ
れ
た
『
文
学
序
説
』
が
最

終
巻
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
土
居
文
学
の
源
泉
と
も
い
う
べ
き

「
序
説
」
が
、
こ
の
著
作
集
で
は
有
終
の
美
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
虚

を
突
か
れ
る
感
が
深
い
が
、
ま
こ
と
に
鮮
や
か
で
、
か
り
に
こ
れ
が
出
版

社
の
商
策
の
結
果
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
つ
の
見
識
と
し
て
む
し
ろ
敬

服
し
た
い
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
み
に
、
土
居
先
生
の
全
業
績
と
、
先
生
の
喜
寿
〈
一
九
六
三
〉

を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
『
土
居
光
知
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
・
英
文

学
試
論
』
(
一
九
六
四
・
研
究
社
刊
)
の
巻
末
の
著
作
目
録
に
よ
っ
て
検
討

し
て
み
た
。
そ
の
目
録
に
は
私
の
み
た
限
り
で
も
若
干
の
誤
り
や
洩
れ
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
一
応
目
を
つ
む
る
と
し
て
、
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
六

三
年
の
聞
に
、
著
書
ニ
O
点
、
論
文
六
七
篇
が
発
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

著
書
と
論
文
は
、
A
H

一
般
文
学
論
、
B
i
犬
文
学
に
関
す
る
も
の
、

C
H

言
葉
・
音
声
に
関
す
る
も
の
、
D
H
H
そ
の
他
の
エ
ッ
セ
イ
類
、
の
四

種
に
分
類
で
き
よ
う
。
今
回
の
著
作
集
で
い
う
と
、
第
二
、
三
、
五
巻
が

A
、
第
一
巻
が
B

、
第
四
巻
が
C

に
相
当
す
る
。

ま
ず
論
文
六
七
筋
を
右
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
分
け
る
と
、A
ニ
七
箱
、

B

一
一
第
、
C
一
九
錦
、
D
一O
箱
と
な
る
。

次
に
著
書
ニO
点
を
同
様
に
分
け
る
と
、
A

・
『
文
学
序
説
』
、
『
古
代

伝
説
と
文
学
』
(
そ
れ
に
前
記
期
間
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
文
学
の
伝
統
と

交
流
』
、
『
神
話
・
伝
説
の
研
究
』
が
加
わ
る
〉
、
B

・
『
英
文
学
の
感
覚
』

評
伝
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
』
、
同
『
ロ
レ
ン
ス
』
、
翻
訳
『
夏
の
夜
の
夢
』
、

同
『
ブ
レ
イ
ク
詩
選
』
、
編
註
カl
ラ
イ
ル
、
同
ア
l

ノ
ル
ド
ニ
点
、
同
シ

エ
リ

l

、
同
ロ
レ
ン
ス
、
他
に
『
ウ
ェ
ル
ズ
と
世
界
主
義
』
、c
・
『
ペ
イ

シ
ッ
ク
・
ジ
ャ
パ
ニ
l

ズ
』
(
英
文
)
、
『
日
本
語
の
姿
』
、
『
日
本
音
声
の
実

験
的
研
究
』
|
l

以
上
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
先
生
の
英
文
学
に
関
す
る
業
績
の
質
の

高
さ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
量
に
お
い
て
も
決
し
て
僅
少
で
は
な
い
が
、

先
生
の
金
業
績
の
主
軸
は
A

の
範
噂
に
属
す
る
部
分
と
恩
わ
れ
る
。
思
え

ば
三
十
六
才
に
満
た
な
い
氏
の
処
女
作
『
文
学
序
説
』
は
、
す
で
に
氏
が

一
民
族
文
学
研
究
の
枠
を
は
る
か
に
越
え
て
、
文
学
と
い
う
無
限
の
大
洋

に
船
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
著
述
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
「
日
本
文

学
の
展
開
」
お
よ
び
「
文
学
の
様
式
の
展
開
に
就
い
て
」
の
独
創
的
な
分

析
の
結
果
が
論
述
さ
れ
て
お
り
、
他
方
比
較
文
学
の
先
駆
的
研
究
と
も
い

う
べ
き
「
原
始
時
代
の
文
学
」
に
関
す
る
研
究
ゃ
、
「
国
民
文
学
と
世
界
的

文
学
」
に
つ
い
て
の
独
自
の
洞
察
は
、
わ
れ
わ
れ
に
消
え
る
こ
と
の
な
い

鮮
明
な
印
象
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。

『
文
学
序
説
』
以
後
の
著
書
の
い
ち
い
ち
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
能
力

の
及
ば
な
い
こ
と
は
お
く
と
し
て
も
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
は
到
底
不
可
能

で
あ
る
。
で
、
以
下
余
白
の
許
す
範
囲
で
、
盲
蛇
に
怖
じ
ず
で
あ
る
が
、

私
な
り
に
先
生
の
文
学
研
究
乃
至
研
究
姿
勢
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
と
思

わ
れ
る
若
干
の
点
を
掲
げ
、
責
の
一
端
を
塞
ぎ
た
い
と
恩
う
。

ま
ず
基
本
的
に
土
居
先
生
が
、
ま
れ
に
み
る
文
学
へ
の
深
い
怒
解

1. 
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者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
|
|
私
は
、
先
生
は
文
学
を
た
し
な
ま
れ
究
ま

れ
る
た
め
に
生
を
亨
け
ら
れ
た
方
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

文
学
を
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
は
難
問
題
に
違
い
な
い
が
、
先

生
は
文
学
の
わ
か
る
|
|
そ
れ
も
本
当
に
真
底
か
ら
わ
か
る
ま
れ
な
方
で

あ
ろ
う
。

先
生
が
文
学
を
深
く
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
生
が
書
か
れ
た
も

の
の
す
み
ず
み
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
ブ
レ
イ

ク
や
プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
そ
の
他
の
た
ぐ
い
の
、
難
解
と
さ
れ
て
い
る
詩
も
、

い
っ
た
ん
先
生
が
手
が
け
ら
れ
る
と
、
う
そ
の
よ
う
に
平
明
な
も
の
に
変

容
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
原
詩
を
充
分
理
解
さ
れ
て
い
る
な
に
よ
り
の
し

る
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
解
釈
は
す
こ
ぶ
る
強
い
説
得
力
を
持
っ

て
い
る
。
理
由
の
一
つ
は
、
先
生
は
対
象
に
対
し
て
あ
く
ま
で
虚
心
に
対

崎
さ
れ
、
決
し
て
予
見
や
偏
見
を
も
っ
て
は
臨
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
先
生
の
心
は
ほ
と
ん
ど
赤
子
の
よ
う
に
滑
ら
か
で
、
わ
れ

わ
れ
の
限
に
は
と
き
に
愚
直
と
映
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

い
さ
さ
か
宗
教
巳
み
た
言
い
方
を
す
る
と
、
文
学
や
思
想
に
深
ノ
ヘ
参
入
す

る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
無
色
無
垢
の
心
が
不
可
欠
で
は

あ
る
ま
い
か
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
真
理
の
探
究
に
は
、
情
熱
的
主
観
的
な
心
情
よ
り

も
、
理
性
的
客
観
的
な
心
情
こ
そ
、
持
た
ま
ほ
し
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

詩
の
解
釈
の
あ
や
ま
ち
は
、
多
く
の
ば
あ
い
、
解
釈
者
が
怒
意
的
独
善
的

な
想
像
に
依
存
す
る
ば
あ
い
に
生
ず
る
。
人
も
い
う
こ
と
だ
が
、
私
も
先

生
の
詩
の
翻
訳
に
敬
服
す
る
こ
と
が
あ
る
。
先
生
の
よ
う
に
、
深
く
対
象

に
感
情
移
入
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
し
か
し
そ
れ
な
く
し
て
は
詩
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を
解
し
、
文
学
を
解
す
る
こ
と
も
句
か
た
い
の
で
あ
る
。

韻
文
の
み
で
は
な
く
、
散
文
に
つ
い
て
も
、
先
生
は
鋭
い
感
受
性
を
有

せ
ら
れ
る
。
一
例
は
ジ
ョ
イ
ス
の
「
ユ
リ
シ
イ
ズ
」
の
部
分
訳
で
あ
る
。

原
作
が
刊
行
さ
れ
て
七
年
後
の
昭
和
四
年
と
い
う
、
ジ
ョ
イ
ス
研
究
が
皆

無
の
時
点
で
、
あ
の
難
解
を
も
っ
て
鳴
る
作
品
を
、
明
快
に
、
か
つ
瑞
々

し
い
ま
で
に
見
事
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
一
事
を
み
て
も
、
英
詩
の
翻
訳
と

同
様
、
文
学
の
達
人
に
し
て
は
じ
め
て
で
き
る
業
と
し
か
い
え
な
い
の
で

あ
る
。

Z

先
生
は
詩
に
最
も
深
い
関
心
を
払
わ
れ
て
こ
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、

し
か
し
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
決
し
て
無
関
心
で
は
な
い
。
ジ
ョ
イ
ス
も
そ

の
例
だ
が
、
ゴ
ー
ル
ズ
ワ
l

ジ
l
、

H
-
G

・
ウ
ェ
ル
ズ
、
さ
ら
に
は
ロ

レ
ン
ス
や
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
等
の
、
(
当
時
の
)
新
し
い
文
学
・
思
想
の
動
向

に
も
絶
え
ず
注
意
を
払
わ
れ
て
い
る
。
私
は
新
旧
を
問
わ
ず
、
ま
た
ジ
ャ

ン
ル
を
間
わ
な
い
先
生
の
よ
う
な
あ
り
方
こ
そ
、
文
学
者
と
し
て
の
あ
る

せ
曾

ベ
き
姿
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
作
家
一
詩
人
に
腕
時
し
が
ち
な
文
学
研

究
家
に
無
言
の
手
本
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
至
難
の
こ
と
な
が
ら
、

時
代
や
民
族
や
形
態
を
越
え
て
、
よ
り
普
遍
的
な
次
元
に
お
い
て
、
文
学

を
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

a

先
生
の
研
究
態
度
乃
至
方
法
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
シ
ス

そ
の
他
の
学
界
の
影
響
も
う
け
ら
れ
て
、
基
本
的
に
は
科
学
的
で
あ
る
が
、

論
理
と
論
理
を
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
で
す
ぐ
れ
た
想
像
力
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
こ
そ
、
文
学
者
独
自
の
自
由
澗
逮
な
想
像
の
世
界
が
展
か
れ
る
の

で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
歴
史
家
に
は
許
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
所
有
さ

れ
な
い
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
喚
起
と
応
用
の
作
業
が
遂
行
さ
れ
て
い
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る
の
で
あ
る
。

&
蛇
足
で
あ
る
が
、
先
生
は
、
天
性
、
野
道
に
咲
く
一
一
輸
の
花
へ
の

こ
よ
な
き
愛
情
(
あ
え
て
女
性
的
感
受
性
と
い
お
う
)
と
、
天
馬
空
を
征

〈
ご
と
き
壮
大
な
活
動
力
(
あ
え
て
男
性
的
能
動
性
と
い
お
う
〉
と
を
兼

ね
備
え
て
お
ら
れ
る
と
思
う
。
の
み
な
ら
ず
、
先
生
は
文
学
の
研
究
方
法

に
、
社
会
科
学
的
方
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
点
に

ふ
れ
る
余
裕
が
な
い
の
は
遺
憾
千
万
だ
が
、
先
生
は
常
に
、
前
記
の
ニ
つ

の
強
力
な
感
覚
に
よ
っ
て
文
学
の
内
面
に
迫
り
、
神
話
・
伝
説
・
歴
史
・

風
俗
等
に
関
す
る
諸
大
な
知
識
か
ら
文
学
の
外
面
を
探
究
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
東
西
を
問
わ
ず
学
者
に
「
|
|
ム
序
説
」
と
題
す
る
書
物
を
世
に
問

う
者
は
多
い
が
、
そ
の
一
巻
で
終
わ
る
場
合
が
ほ
と
ん
で
あ
る
。
土
居
先

生
は
こ
の
点
で
も
ま
れ
な
例
外
で
、
「
文
学
序
説
」
を
扇
の
要
と
し
て
、
数

々
の
見
事
な
展
開
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
先
生
へ
の
讃
美
と
新
編
紹
介
に
終
始
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後

日
機
会
が
あ
れ
ば
、
私
の
多
少
の
疑
問
等
を
も
あ
わ
せ
、
非
力
な
り
に
い

ま
少
し
突
っ
込
ん
だ
批
評
を
試
み
た
い
と
思
う
。

r-...._....一....-

-
4
u
 

木
崎
喜
代
治
著
未
来
日
建
-
九
七
六
年
一

フ
ラ
ン
ス
政
治
経
済
学
の
生
成
一

A
S

・
四
七
三
頁
、
玄
八n
δ
円
-

平

井

俊

彦

こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
の
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
時
代
の
政
治
・
経
済

思
想
史
の
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
個
々
の
思
想
家
を
中
心
と
し
て
・
.

描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
、
未
開
拓
で
あ
っ

た
ミ
ラ
ポ
!
と
ポ
l

ド
!
の
経
済
思
想
に
ま
で
立
ち
い
り
、
モ
ン
テ
ス
キ

ュ
ー
か
ら
ケ
ネ
l

、
ミ
ラ
ボ
l

、
ポ
l

ド
l

、
チ
ュ
ル
ゴ
ー
を
へ
て
ル
ソ

ー
に
い
た
る
ま
で
の
思
想
の
流
れ
を
描
こ
う
と
し
た
、
わ
が
国
で
の
最
初

の
本
格
的
な
包
括
的
研
究
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
著
者
の
と
る
基
本
的
視

点
は
、
サ
プ
・
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
ポ
リ

テ
ィ
l

ク
」
宗
n
g
o
s
-
m宮
】
広
告
白
た
る
政
治
体
H

国
家
の
総
体
的
秩

序
の
分
析
で
あ
っ
て
、
「
政
治
学
と
経
済
学
を
未
分
化
の
状
態
で
包
み
こ
む

社
会
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
著
者
の
主
要
な

関
心
で
あ
る
財
政
学
に
よ
っ
て
、
富
の
再
生
産
分
析
た
る
経
済
学
と
政
治

体
の
秩
序
の
分
析
た
る
政
治
学
と
の
関
連
を
媒
介
す
る
と
こ
ろ
に
、
本
書

の
著
し
い
特
色
が
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
エ
コ
ノ
ミ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ

l

ク
の
視
点
に
立
て
ば
、
こ
れ
ま

で
比
較
的
軽
視
さ
れ
が
ち
な
国
防
や
教
育
な
ど
と
い
っ
た
国
家
の
役
割
が
、

経
済
的
再
生
産
の
分
析
の
な
か
で
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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と
と
も
に
、
著
者
は
こ
れ
を
明
示
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
啓
蒙

思
想
史
が
人
間
性
の
解
放
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
の
に
対
し
、
体

制
や
秩
序
の
側
面
か
ら
光
を
当
て
よ
う
と
し
た
著
者
の
意
図
が
う
か
が
え

る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
三
者
の
関
述
の
な
か
で
、
政
治
体
の
主
体
が
統
治

者
か
ら
人
民
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
・
ポ
リ
テ
ィl
ク
が

統
治
の
学
か
ら
宮
の
再
生
産
分
析
へ
転
換
す
る
移
り
行
きl
|

ム
白
典
経
済

学
的
地
平
へ
の
接
近
ー
ー
が
、
間
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

木
蓄
の
惰
成
は
、
フ
ィ
グ
オ
ク
ラ
l

ト
の
四
人
を
は
さ
ん
で
、
前
に
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
後
に
ル
ソ
ー
を
配
し
い
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
た
し

か
に
一
面
で
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
経
験
法
則
を
重
視
し
、
専
制
政
を
攻
撃
し
て
、

政
治
的
自
由
を
主
張
し
た
。
だ
が
、
他
面
で
こ
の
政
治
的
自
由
は
共
和
政

に
で
は
な
く
、
穏
和
な
政
体
た
る
君
主
政
に
あ
る
、
し
か
も
こ
の
君
主
制

の
専
制
を
防
止
す
る
の
は
貴
族
権
力
の
強
化
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。

と
い
う
の
も
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
文
明
観
の
特
色
は
奪
修
の
増
大
に
あ

り
、
こ
れ
は
君
主
政
の
名
誉
の
感
情
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
れ
は
土
地
ρ
集
中
H

富
の
形
成
を
審
修
H

文
明
と
み
、
こ
れ
は
他
面
で

土
地
の
喪
失
H

貧
困
の
増
大
を
伴
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
体
た
る

「
穏
和
な
君
主
制
」
の
基
盤
の
う
え
で
は
じ
め
て
可
能
と
考
え
る
。
こ
こ

で
は
こ
の
統
治
体
秩
序
の
維
持
か
ら
租
税
政
策
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
貴
族
の
軍
事
的
負
担
の
軽
減
の
た
め
に
植
民
地
争
奪
戦
争
が
批

判
さ
れ
た
り
、
貴
族
階
級
を
弱
め
る
土
地
税
が
退
け
ら
れ
、
市
民
一
般
の

富
裕
化
と
の
か
か
わ
り
で
、
租
税
利
益
説
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
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つ
い
で
、
君
主
政
の
統
治
原
理
を
基
軸
と
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
は

ち
が
っ
て
、
フ
ィ
ゾ
オ
ク
ラ
シ
l

の
創
始
者
ケ
ネ
l

は
、
人
聞
の
本
性
を

幸
福
の
増
大
に
あ
る
と
考
え
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
一
国
の
富
を
い
か
に

増
大
さ
せ
る
か
を
、
富
の
再
生
産
構
造
日
経
済
表
の
分
析
を
通
じ
て
描
い

た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
方
法
の
特
色
は
、
自
然
科
学
的
方
法
を
政

治
社
会
の
自
然
的
秩
序
の
総
体
的
分
析
に
適
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
自
然
的
秩
序
の
分
析
は
、
い
わ
ば
社
会
秩
序
の
客
観
的
自
然
法
則
の

分
析
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ス
ミ
ス
の
主
体
的
自
然
法
の
よ
う
な
、
自
由

な
人
聞
の
主
体
的
活
動
の
結
果
と
し
て
自
然
秩
序
が
構
恕
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
ケ
ネ
l

の
秩
序
は
、
人
聞
が
服
従
す
べ
き
既
存
の
秩
序
で
し

か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ケ
ネ
ー
が
神
の
意
志
を
君
主
の
理
性
に
よ
っ
て

の
み
認
め
、
人
民
に
は
受
動
的
に
服
従
す
る
自
由
し
か
み
と
め
て
い
な
い

姿
勢
と
、
照
応
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
著
者
が
ケ
ネl

の
「
人
間
解

放
」
的
側
面
を
主
張
す
る
立
場
に
対
し
て
一
面
的
で
あ
る
と
つ
い
て
い
る

点
は
、
興
味
ぷ
か
い
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
田
中
真
晴
氏
の
本
書
へ
の
書

評
「
日
本
読
売
新
聞
」
五
十
二
牛
七
年
十
九
日
号
を
参
照
)
。
の
み
な
ら

ず
、
ヶ
、
不
!
の
経
済
表
は
む
し
ろ
主
権
者
の
側
が
積
極
的
に
介
入
す
べ
き

自
然
秩
序
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
、
著
者
は
ル
ソ
!
と
ケ
ネ
l

の
対
決
点

を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ミ
ラ
ポ
l

は
初
期
に
あ
っ
た
封
建
的
要
素
を
自
ら
清
算
し
て
、
後
期
の

『
租
税
の
理
論
へ
の
補
論
』
|
|
『
国
富
論
』
と
同
じ
一
七
七
六
年
の
出

版
ー
ー
の
な
か
で
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ジ
l

の
財
政
理
論
を
純
化
し
た
。
た

し
か
に
、
ミ
ラ
ボ
!
の
人
間
像
は
、
近
代
的
個
人
で
は
な
く
、
君
主
の
立

場
か
ら
人
民
の
意
志
を
な
が
め
た
も
の
に
す
・
き
な
い
。
だ
が
、
国
家
収
入

を
全
生
産
物
の
一
一
一
分
の
一
と
す
る
通
説
に
対
し
、
十
分
の
一
に
削
減
す
ベ
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き
だ
と
す
る
ミ
ラ
ポ
1

の
提
案
の
背
景
に
は
、
自
然
秩
序
の
完
成
に
よ
っ

て
、
公
的
活
動
の
領
域
よ
り
も
私
的
活
動
の
領
域
の
拡
大
を
み
と
め
よ
う

と
す
る
近
代
財
政
論
へ
の
蔚
芽
が
よ
み
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ミ
ラ
ボ
!

と
並
ん
で
、
ポ
l

ド

l

も
ま
た
、
ケ
ネ
!
の
経
済
表
を
前
提
と
し
た
上
で
、

近
代
財
政
論
へ
道
を
聞
い
た
。
も
っ
と
も
、
ポl
ド

l

の
『
経
済
哲
学
第

一
序
説
』
に
は
、
そ
の
五
年
後
の
『
国
富
論
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
国

家
論
の
具
体
的
規
定
は
な
い
。
だ
が
、
ポl
ド

l

の
国
家
職
務
論
が
、
耕

作
主
H

資
本
家
の
生
産
的
技
術
と
主
権
者
の
社
会
的
技
術
を
区
分
し
、
後

者
の
内
容
を
教
育
、
保
護
、
公
共
施
設
の
三
つ
に
つ
い
て
具
体
的
に
展
開

し
た
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
財
政
論
の
先
駆
的
形
態
の
一
っ
と
評
価
し
う
る
で

あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
チ
ュ
ル
ゴ
1

の
思
想
的
個
性
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
あ

き
ら
か
に
、
文
明
化
を
人
間
精
神
の
進
歩
に
あ
る
と
捉
え
、
そ
の
原
動
力

を
生
産
力
の
発
展
に
求
め
た
点
に
あ
る
。
チ
ュ
ル
ゴ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間

の
能
力
は
自
然
的
に
不
平
等
で
あ
り
、
世
襲
財
産
と
戦
争
、
欲
求
満
足
の

た
め
の
耕
作
、
さ
ら
に
社
会
的
分
業
に
よ
っ
て
、
こ
の
不
平
等
は
拡
大
す

る
。
だ
が
、
そ
の
反
面
で
不
平
等
は
余
暇
を
生
み
出
し
、
こ
の
余
限
を
利

用
し
う
る
階
層
の
み
が
人
間
精
神
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
で
、
ル
ソ

ー
の
よ
う
な
自
由
で
平
等
な
個
人
を
基
盤
と
す
る
社
会
契
約
論
と
対
立
す

る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
部
分
的
に
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
ル
ソl
の
人
民

主
権
論
に
同
感
を
示
し
て
お
り
、
『
エ
ミ
l

ル
』
に
み
ら
れ
る
自
然
教
育
の

宜
姿
性
を
も
強
調
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
チ
ュ
ル
ゴl
の
思
想

は
基
本
的
に
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ジl
の
わ
く
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
つ

ま
り

A
e
余
限
と
教
育
に
恵
ま
れ
た
・
開
明
さ
れ
た
地
主
に
よ
っ
て
、
国
民

全
体
の
福
祉
を
表
現
し
う
る
政
治
に
期
待
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
人
民
主
権
論
者
ル
ソ
ー
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
ま
で
、

ル
ソ
ド
は
政
治
論
か
経
済
論
か
い
ず
れ
か
の
地
平
で
っ
か
ま
れ
て
お
り
、

両
者
の
複
合
し
た
形
で
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
著
者
は

経
済
論
と
政
治
論
と
の
重
層
性
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ル
ソ
l

の
反
文
明
や

反
生
産
力
の
立
場
を
捉
え
直
す
の
で
あ
る
か
。
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
自
由
で
孤
立
し
た
自
然
人
は
生
産
力
増
大
を
通
じ
て
、
富
を
他
者

と
交
換
し
て
社
会
関
係
に
入
る
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
ス
ミ
ス
の

よ
う
な
一
般
的
富
裕
の
実
現
で
は
な
くι
剰
余
H

若
修
と
貧
困
を
発
生
さ

せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
経
済
H

文
明
の
発
展
過
程
は
、

ル
ソ
l

に
と
っ
て
政
治
的
に
は
、
土
地
を
独
占
し
た
文
明
社
会
の
支
配
者

が
貧
困
な
弱
者
を
支
配
す
る
専
制
政
の
成
立
過
程
と
重
な
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
明
観
を
単
に
自
然
と
社
会
と
の
対
立
と
し
て
描
く
こ

と
に
、
著
者
の
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
著
者
の
ユ
ニ
ー
ク

な
点
は
、
こ
の
対
立
を
後
期
の
ル
ソ
l

の
特
色
で
あ
る
政
治
体
の
比
較
分

析
と
結
び
つ
け
、
初
期
国
家
と
文
明
国
家
と
の
対
決
と
し
て
描
こ
う
と
す

る
点
に
あ
る
。
初
期
国
家
に
は
、
貧
困
な
生
活
水
準
と
普
遍
意
志
の
実
現

た
る
民
主
政
が
み
ら
れ
る
の
に
、
文
明
国
家
で
は
杏
修
と
君
主
政
が
支
配

す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ぼ
あ
い
、
著
者
は
ル
ソ
ー
の
な
か
に
、

現
実
的
妥
協
の
中
位
の
政
体
と
し
て
貴
族
制
を
承
認
し
て
い
る
点
を
見
出

し
て
い
る
点
は
、
き
わ
め
て
興
味
ぷ
か
い
。

以
上
で
、
私
は
こ
の
大
著
を
要
約
し
て
み
た
が
、
二
つ
ほ
ど
論
点
を
提

示
し
た
い
。
一
つ
に
は
、
著
者
は
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
や
ル
ソ
ー
を
お
い
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な
が
ら
、
つ
ね
に
そ
の
思
想
の
発
展
の
程
度
を
、
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
、

と
き
に
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
ホ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
を
基
準
と
し
て

い
る
。
た
し
か
に
、
こ
と
に
『
国
富
論
』
の
な
か
に
近
代
市
民
社
会
理
論

の
原
型
が
あ
る
か
ら
に
は
、
思
想
史
研
究
と
し
て
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
む
し
ろ
ロ
ッ
ク
型
の
自
然
、
論
、
つ
ま
り
労
働
に
よ
る
生
命

権
や
財
産
権
の
確
定
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
特
色
が

あ
っ
た
の
だ
し
、
ル
ソ
!
の
自
然
法
の
性
格
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
文
明
化
は
生
産
力
の
発
展
と
捉
え
な
が
ら
も
、

思
想
の
前
面
に
は
著
作
汐
(
ま
た
は
余
暇
)
と
貧
困
の
増
大
と
い
う
過
程
が

で
て
く
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ル
ソ

l

は
階
級
的
な
視

点
を
ち
が
え
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
共
通
の
思
想
的
風
土
に
あ
る
と
み
ら

れ
よ
う
。
こ
の
点
で
は
、
ル
ソ
!
の
人
権
論
と
ロ
ッ
ク
の
人
権
論
と
も
ち

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
フ
ラ
γ

ス
の
啓
蒙
思
想
や
ル
ソ
ー

の
自
然
法
思
想
が
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
的
市
民
社
会
論
に
解
消
し
つ
く
さ
れ

ぬ
個
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
・
一
つ
は
、
ル
ソl
に
つ
い
て
。
ル
ソ
l

の
反
文
明
の
思
想
に
つ
い

て
、
著
者
が
政
体
論
か
ら
捉
え
て
、
興
味
あ
る
論
点
を
提
示
し
た
点
に
つ

い
て
は
す
で
に
の
ベ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
著
者
の
理
解
の
背
景
に
は
、
や

は
り
人
聞
の
自
然
の
側
面
か
ら
ル
ソ
ー
を
捉
え
て
き
た
従
来
の
考
え
方
へ

の
挑
戦
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
制
度
的
要
素
を
重

視
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
だ
が
、
ル
ソ
ー
に
は
ニ
つ
の

魂
が
あ
る
。
余
り
政
体
論
的
に
よ
む
と
、
こ
と
に
初
期
の
ル
ソl
、
た
と

え
ば
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
の
ル
ソ
ー
が
消
え
て
し
ま
う
と
思
う
が
、

ど
う
だ
ろ
う
か
。

|現代知識の焦点文庫クセジユ叫￥!!l!l.

書205 

実
存
主
義
…u削
除h・
国
島
義

マ
ル
ク
ス
主
義
貯
前
町

自
由
思
想
の
歴
史
む
b・
二
宮
フ
サ
訳

現
象
学
都
新
伽

ユ
ダ
ヤ
思
想
主
都
訳

構
造
主
義
鮮
民
・
佐
々
木
説

忽
以
後
の
忽
主
義

h
u
u
u
M
b

ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム

w
r
r択

ギ
リ
シ
ア
の
政
治
思
想
信
保
義

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
郡
都
ン

フ
ラ
ン
ス
の
左
翼
結
肺
門

フ
ラ
ン
ス
の
急
進
主
義
長
官
・
千
葉
通
夫
訳

フ
ラ
ン
ス
の
右
翼
軒
軒
町

デ
カ
ル
ト
と
合
理
主
義
臨
ん
限
ん
イ
ス

ム
ッ
ソ
リI
=
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
影
山
一
一
昭
訳

法
社
会
学
齢
叫
朕
む

革
命
と
反
革
命
一
斜
配

---

振替東京 9-33228101 東京都千代田区神田小川町 3 -24 白水社



2侃

《
海
外
研
究
動
向
》

第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
史
の
旅
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
館
・
図
書
館

西

正

雄

l
 
i
 

-
-
E
J
 

今
回
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
機
会
に
、
第
二
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
足
跡
を
訪
ね
る
と
共
に
、
各
地
の
文
書
館
・
図
書
館
で
少

し
ば
か
り
関
係
史
料
・
文
献
を
集
め
て
み
た
。

実
は
数
年
前
に
も
一
八
八
九
|
一
九
一
O
年
の
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
ジ
ヨ

ナ
ル
大
会
の
開
催
地
を
訪
ね
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
あ
と
短
文
を
書

い
て
、
当
時
の
大
会
会
場
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
全
部
で
九
カ
所
の
う
ち
、

チ
ュ
l

リ
ヒ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
パ
l

ゼ
ル
め
一
ニ
カ
所
だ
、
と
述
べ
た
。

し
か
し
、
一
点
だ
け
訂
正
が
必
要
に
な
っ
た
。
コ
ペ
ン
ハ

l

ゲ
ン
の
労
働

運
動
史
文
書
館
に
は
、
一
九
一
O
年
の
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
ジ
ョ
ナ
ル
・
コ

ペ
ン
ハ
1

ゲ
ン
大
会
に
関
す
る
史
料
が
一
O
箱
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
う
ち
ニ

箱
は
、
大
会
参
加
者
の
ホ
テ
ル
の
予
約
関
係
の
通
信
や
帳
簿
で
あ
り
、
別

の
一
箱
は
会
場
で
歌
わ
れ
た
大
会
歌
の
楽
譜
で
一
杯
だ
っ
た
。
だ
か
ら
一

O
箱
と
い
う
量
に
驚
く
こ
と
は
な
い
。
と
も
か
く
そ
の
中
に
参
加
者
に
配

っ
た
市
内
案
内
書
が
あ
り
、
う
か
つ
に
も
そ
れ
を
見
て
初
め
て
気
付
い
た

こ
と
に
は
、
大
会
会
場
の
関

g
s
S

色
目
神
は
、
コ
ン
ゲ
y
ス
ド

P

ユ
ト

ル
(
旧
市
街
の
中
心
を
な
す
広
場
〉
に
歩
い
て
行
け
る
所
に
あ
っ
た
。
こ

れ
は
筆
者
が
そ
れ
ま
で
想
定
し
て
い
た
、
テ
ィ
グ
ォ
リ
の
中
の
現
在
、
音

楽
堂
が
建
っ
て
い
る
場
所
と
は
全
く
違
う
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
別
の
資

料
で
調
べ
た
所
番
地
を
頼
り
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
問
題
の
建
物
が

一
九
一O
年
当
時
そ
の
ま
ま
の
姿
で
建
っ
て
い
た
。
訂
正
す
る
所
以
で
あ

"
。
。一

九
一
四
年
八
月
の
第
一O
回
大
会
は
、
招
待
状
・
報
告
書
・
記
念
小

冊
子
な
ど
す
べ
て
印
刷
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
で

杭
れ
て
し
ま
っ
た
。
会
場
に
予
定
さ
れ
て
い
た
ウ
ィ
ー
ン
の
音
楽
協
会
の

グ
ロ
l

サ
l

・
ザ
!
ル
も
現
存
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
労
働
党

の
記
録
(
ウ
ィ
ー
ン
、
労
働
運
動
史
協
会
文
書
館
)
に
よ
る
と
、
借
賃
は

一
日
五O
O
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
っ
た
。

第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
ジ
ョ
ナ
ル
が
「
崩
壊
」
し
て
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦

を
経
て
、
そ
れ
が
社
会
主
義
労
働
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
再
建

さ
れ
た
り
、
他
方
で
共
産
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
創
立
さ
れ
た
り

す
る
ま
で
の
五
t

九
年
の
聞
に
も
、
社
会
主
義
者
の
国
際
会
議
は
い
く
つ

も
聞
か
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
だ
け
拾
え
ば
、

一
九
一
四
年
九
月
ル
ガ
l

ノ
(
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
)

一
九
一
五
年
一
月
コ
ペ
ン
ハ
l

ゲ
ン
(
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ

ィ
ア
一
-
一
国
)

ロ
ン
ド
ン
(
同
盟
諸
国
)

ウ
ィ
ー
ン
(
中
欧
列
強
)

ツ
イ
ン
マ
1

グ
ア
ル
ト

九四二
月月月



一
九
一
六
年
四
月

キ
ー
ン
タ
ー
ル
ハ
第
二
回
ツ
イ
ン
マ
l

グ
ア
ル
ト
会

海外研究動向

議
)

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
(
ロ
シ
ア
l

オ
ラ
ン
ダ
ー
ス
カ
ン

デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
委
員
会
の
招
請
|
|
流
産
)

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
(
第
三
回
ツ
イ
ン
マl
グ
ア
ル
ト

会
議
)

ロ
ン
ド
ン
(
同
盟
国
)

ベ
ル
ン

レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
l

モ
ス
ク
ワ
(
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
創

立
)

四
月
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

八
月
ル
ツ
ェ
ル
ン

一
九
二
O
年
七
/
八
月
モ
ス
ク
ワ
(
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
二
回
世
界
大

会
)

七
/
八
月
ジ
ュ
ネ
!
ヴ
(
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

「
第
一O
回
」
大
会
)

一
九
一
二
年
二
月
ウ
ィ
ー
ン
〈
い
わ
ゆ
る
第
二
半
イ
ン
タ
ー
ナ
ジ
ョ
ナ

ル
)

六
/
七
月
モ
ス
ク
ワ
ハ
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
三
回
世
界
大

会
〉

一
九
二
二
年
四
月
ベ
ル
リ
ン
(
三
つ
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
執
行
委

員
会
会
議
)

二
/
一
二
月

大
会
)

一
九
一
七
年
八
月

九
月

一
九
一
八
年
二
月

一
九
一
九
年
二
月

三
月
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モ
ス
ク
ワ
〈
コ
ミ
ソ
テ
ル
ン
第
四
回
世
界

ハ
ン
ブ
ル
ク
(
社
会
主
義
労
働
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
創
立
〉

こ
の
中
で
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
諸
大
会
を
別
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
有

名
な
の
は
、
ツ
イ
ン
マ
1

ヴ
ア
ル
ト
と
キ
l

ン
タ
ー
ル
の
会
議
で
あ
ろ
う
。

目
g
E

宵
宮
岳
民
で
は
な
い
)
は
、
ベ
ル
ン
の
東
南
約
四

O
畑
、
ト

ゥ

l

ナ
l

・
ゼ
l

湖
畔
の
シ
ュ
ピ
l

ツ
か
ら
更
に
一
O
M
ほ
ど
入
っ
た
所

に
あ
る
。
奥
多
摩
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
道
を
臭
へ
奥
へ
と
進
む
感

じ
で
四
五
O
m
ほ
ど
昇
っ
た
先
に
、
ホ
テ
ル
・
ベ
l

レ
シ
(
出O
H
m
-岡山
町
四
与

が
建
っ
て
い
た
。
そ
の
近
辺
は
保
養
地
で
、
小
じ
ん
ま
り
と
し
た
、
し
ゃ

れ
た
ホ
テ
ル
だ
っ
た
。
六
O
年
前
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
社
会
主
義
者
た

ち
が
泊
っ
た
の
が
こ
の
ホ
テ
ル
で
あ
る
。
求
め
に
応
じ
て
見
せ
て
く
れ
た

当
時
の
宿
帖
に
は
、
誰
か
が
一
括
し
て
記
し
た
四
O
人
の
名
が
あ
り
、
そ

の
中
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
綴
り
の
レ
l

ニ
ン
の
名
前
も
あ
っ
た
。
そ
の
ペ
ー

ジ
の
複
写
が
用
意
さ
れ
て
い
て
頒
け
て
く
れ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
ん

な
も
の
に
興
味
を
示
す
物
好
き
は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。

ツ
イ
ン
マ
1

グ
ア
ル
ト
も
ベ
ル
ン
の
近
く
で
あ
る
。
南
方
約
一0
・
畑
、

幹
道
か
ら
外
れ
て
高
原
に
通
ず
る
道
沿
い
に
あ
り
、
一
九
世
紀
後
半
に
は

多
少
知
ら
れ
た
保
養
地
だ
っ
た
と
言
う
が
、
現
在
の
人
口
は
一
八
五
O
年

当
時
よ
り
少
く
七O
O
人
、
か
な
り
詳
し
い
地
図
で
な
い
と
載
っ
て
も
い

な
い
小
さ
な
農
村
で
あ
る
。
役
場
で
も
ら
っ
た
『
村
の
変
親
』
と
い
う
小

冊
子
(
青
年
た
ち
が
作
成
し
た
も
の
〉
に
よ
る
と
、
こ
の
静
か
な
村
の
歴

史
で
特
筆
す
べ
き
「
事
件
」
は
、
や
は
り
一
九
一
五
年
の
社
会
主
義
者
た

ち
の
集
会
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
村
人
た
ち
に
は
、
取
り
入
れ
の

季
節
に
、
鳥
類
研
究
の
た
め
と
称
し
て
や
っ
て
き
た
こ
の
四O人
ほ
ど
の

一
九
二
三
年
五
月
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集
団
が
何
者
で
あ
る
か
、
全
く
見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
社
会
主

義
者
た
ち
は
、
午
後
に
な
る
と
「
鳥
類
の
観
察
」
に
で
か
け
、
夜
は
応
急

の
宿
泊
天
幕
の
中
で
何
事
か
議
論
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
今
の
役
場
の
裏

あ
た
り
だ
っ
た
の
は
確
か
だ
が
、
近
辺
の
建
物
は
す
っ
か
り
新
し
く
な
っ

て
い
る
。
変
ら
な
い
の
は
、
当
時
も
現
在
も
、
巡
査
の
い
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
ソ
連
邦
の
各
地
か
ら
写
真
や
資
料
を
求
め
る
照
会
が
相
次
ぎ
、

一
九
六
一
年
に
は
撮
影
斑
が
モ
ス
ク
ワ
か
ら
来
た
と
言
う
。
し
か
し
、
村

は
、
政
治
的
配
慮
か
ら
か
、
記
念
碑
の
類
を
建
て
る
こ
と
を
意
識
的
に
一

切
避
け
て
い
る
よ
う
だ
。

な
お
、
ツ
イ
ン

7
1
ヴ
ア
ル
ト
会
議
の
準
備
会
議
や
一
九
一
九
年
の
ベ

ル
ン
会
議
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
、
ベ
ル
ン
の
「
人
民
の
家
」
2
0界
各
国
回
目
)

は
現
存
し
、
ホ
テ
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
は
要
す
る
に
観
光
旅
行
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
。
次
に
史
料
に
つ

い
て
多
少
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
ジ
ヨ
ナ
ル
の
史
料
の
出

所
は
大
き
く
言
っ
て
三
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
山
書
記
局
、
凶
加
盟

各
政
党
、
聞
と
く
に
国
際
舞
台
で
活
躍
し
た
個
人
。

第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
ジ
ョ
ナ
か
の
書
記
局
は
一
九

O
O
年
に
設
置
さ
れ
、

五
年
後
カ
ミ
l

ュ
・
ユ
イ
ス
マ
1

ン
ス
が
書
記
長
に
な
っ
て
か
ら
、
唯
一

の
常
設
機
関
と
し
て
活
発
に
活
動
し
た
。
書
記
局
の
所
在
地
は
一
九
一
四

年
一
二
月
ま
で
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル
の
「
人
民
の
家
」
(
富
田
町
g
E
j
M
M
2
1叩
)

1

現
存
し
な
い
l

、
以
後
一
九
ニO
年
ま
で
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
(
関a
N
m
g
a

m
門
店
官
三
円
そ
こ
の
、
現
在
、
健
康
保
険
会
社
の
入
っ
て
い
る
建
物
が

当
時
の
ま
ま
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
て
そ
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
移
っ
た
。

こ
の
書
記
局
の
記
録
が
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
「
カ

ミ
1

ユ
・
ユ
イ
ス
マ
1

ン
ス
文
庫
」
で
あ
ろ
う
。
己
の
文
庫
は
一
時
期
1
4

A公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
ア
ジ
ト
ウ
ェ
ル
ペ
シ
の
カ
ミ

1

ュ
・
ハ
イ

ス
マ
ン
ス
財
団
管
轄
下
に
置
か
れ
、
そ
こ
で
編
纂
中
の
資
料
集
『
カ
ミ

1

ハ1
v

ユ
・
ハ
イ
ス
マ
ン
ス
』
(
金
九
巻
)
が
完
成
す
る
ま
で
は
第
三
者
に
は
一
切

閲
覧
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
頑
固
さ
は
既
に
関
係
者
の
聞
で
批
判
の

的
と
な
っ
て
い
た
が
、
筆
者
の
場
合
も
「
聞
け
ご
ま
」
は
適
用
し
な
か
っ

た
。た

だ
、
同
文
庫
が
れ
公
開
さ
れ
て
い
た
頃
、
そ
の
一
部
が
写
真
版
に
取
ら

れ
、
ミ
ラ
メ
の
フ
ェ
ル
ト
リ
ネ
ッ
リ
研
究
所
の
保
管
す
る
所
と
な
っ
て
い

る
。
ま
だ
整
理
作
業
中
(
ト
リ
l

ノ
大
学
の
G
・

M
-
プ
ラ
1

グ
ォ
ら
が

中
心
)
で
全
部
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
部
分
が
各
党
m指

導
者
〉
と
書
記
局
の
往
復
書
簡
で
、
地
域
と
し
て
は
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン

ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
ロ
ジ
ア
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。

加
盟
各
政
党
の
文
書
と
個
人
の
文
書
と
は
必
ず
し
も
明
確
に
分
け
ら
れ

な
い
場
合
も
多
い
。
例
え
ば
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
労
働
運
動
史
文
書
館
に

は
「
ヤ
ル
マ
ル
・
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
グ
岱
出
島
E

同
国
自
国
民
国
岡
山
文
庫
」
は

あ
る
が
、
そ
れ
と
別
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
民
主
党
の
同
種
の
文
書
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
労
働
党
文
書
館
で
は
、
ヘ
ン
ダl
ソ

γ
文
書
で
は
な
く
社
会
主
義
労
働
者
イ
シ
タ1
ナ
ジ
ョ
ナ
ル
の
文
書
の
方

に
関
連
文
書
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
社
会
史
国
際
研

究
所
に
は
、
「
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
(
U
m
4
4
4
3
r
F
g
g
T

位
。
ロ
色
町
)
」
と
題
し
た
、
か
な
り
の
量
の
綴
り
が
あ
る
。
公
刊
さ
れ
た
議

事
録
・
小
冊
子
な
ど
は
別
に
図
書
館
の
方
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

の
掘
り
に
あ
る
の
は
、
回
状
・
会
議
資
料
・
通
信
・
そ
の
他
薄
い
印
刷
物



海外研究動向

な
ど
で
あ
る
。
筆
者
が
目
を
返
し
た
の
は
一
八
八
九
年
か
ら
一
九
二O
年

頃
ま
で
の
分
だ
が
、
数
年
前
に
は
確
か
に
あ
っ
た
一
九

O
四
|
一
九
O
七

年
の
綴
り
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
の
に
は
驚
い
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、

「
社
会
主
義
労
働
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ
ン
ド
ン
事
務
局
文
庫
」

な
る
綴
り
が
あ
り
、
こ
れ
は
前
記
ロ
ン
ド
ン
の
労
働
党
文
書
館
の
文
書
と

相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
。
個
人
文
書
で
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
関
係
の

記
録
を
多
く
含
ん
で
い
る
の
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ゲ
l

ド
、
カ
ウ
ツ
キ
!
、

ト
ル
ー
ル
ス
ト
ラ
匂
・
一
『
・
寸
同
o
m
】2
g
)
な
ど
の
文
庫
で
あ
る
。

社
会
史
国
際
研
究
所
で
は
、
と
く
に
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
史
料
を
探

し
た
が
、
そ
の
観
点
か
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
社
会
民
主
労
働
者
党(
ω
-
U・〉


H
Y
)の
文
書
、
フ
ァ
ン
・
コ
ル
(
出
g

弘

4
8

関
0
0・
ウ
ィ
I

デ
イ
ク

{
E
a
a
d司U
h
g
r
)らの
文
庫
が
重
要
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
筆
者
が
関
心

を
も
っ
て
い
た
問
題
に
、
わ
が
平
民
社
時
代
の
社
会
主
義
者
か
海
外
の
同

志
に
送
っ
て
い
た
機
関
誌
紙
の
行
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
見
る
べ

き
成
果
は
な
か
っ
た
が
、
発
見
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
同
じ
社

会
史
国
際
研
究
所
に
今
世
紀
初
頭
か
ら
ニ
0
・
三
0
年
代
に
か
け
て
の
日

本
・
朝
鮮
・
中
閣
の
ア
ナ
キ
ス
ト
、
社
会
主
義
者
の
新
聞
雑
誌
の
収
集
が

あ
る
。
主
要
部
分
は
、
マ
ク
ス
・
ネ
ト
ラ
ウ
文
書
に
由
来
す
る
と
言
う
が
、

詳
し
い
こ
と
は
も
は
や
所
員
は
誰
も
覚
え
て
い
な
い
。
約
七O
種
、
な
か

に
は
一
号
の
み
と
い
う
場
合
も
あ
り
、
完
全
な
揃
い
は
一
つ
も
な
い
。
従

っ
て
、
日
本
に
お
け
る
臼
本
・
中
国
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
社
会
主
義
研
究
者

内2
〉

に
と
っ
て
は
さ
し
て
興
味
を
惹
く
収
集
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
の

中
に
一
九
O
五
年
二
J

四
月
の
『
直
言
』
が
五
部
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二

部
に
は
「
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
、
図
書
館
・
文
書
館
」
と
い
う
ゴ
ム
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印
が
押
し
で
あ
っ
た
。
字
体
か
ら
察
し
て
当
時
の
も
の
に
間
違
い
な
い
。

「
奥
露
国
社
合
黛
害
」
を
書
い
た
わ
が
社
会
主
義
者
た
ち
が
せ
っ
せ
と
送

っ
た
機
関
紙
は
、
確
か
に
ロ
シ
ア
の
同
志
の
手
に
届
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

話
を
戻
す
と
、
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
関
係
の
史
料
の
う
ち
、
未

刊
行
文
書
は
、
一
九
一
四
年
以
前
の
も
の
は
あ
ま
り
な
く
、
一
九
一
五
年
、

と
く
に
一
九
一
七
年
以
降
に
な
る
と
ふ
え
て
く
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

一
一
一
l

四
年
に
一
度
の
い
わ
ば
定
期
的
大
会
で
、
準
備
も
後
始
末
も
組
織
的

に
行
な
わ
れ
て
い
た
一
九
一
四
年
ま
で
と
、
戦
中
・
戦
後
の
困
難
の
中
で
、

各
グ
ル
ー
プ
、
個
人
が
必
要
に
迫
ら
れ
、
お
互
い
に
相
談
し
つ
つ
国
際
集

会
を
組
織
し
た
一
九
一
五
年
か
ら
と
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
う
。
文

書
の
保
存
状
況
の
違
い
も
作
用
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
。

と
も
か
く
、
戦
中
・
戦
後
に
か
け
て
の
時
期
の
未
刊
行
文
書
が
豊
富
だ

っ
た
の
は
、
前
記
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
社
会
史
国
際
研
究
所
、
ロ
ン
ド
ン

の
労
働
党
文
書
館
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
お
よ
び
コ
ペ
ン
ハ1
ゲ
ン
の
労
働

史
文
書
館
で
あ
っ
た
。
チ
ュ
l

リ
ヒ
の
社
会
文
書
館
に
は
、
意
外
と
未
刊

行
文
書
は
少
い
。
こ
う
し
た
、
ま
た
そ
の
他
の
文
書
館
・
図
書
館
を
ま
わ

っ
て
気
付
く
こ
と
は
、
ど
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
も
、
か
な
り
間
質

の
史
料
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
分
り
易
く
言
え
ば
、
か
な
切
の
重
複
が

あ
る
。
書
記
局
か
ら
い
っ
せ
い
に
送
ら
れ
た
書
類
が
、
こ
の
文
庫
に
も
あ

の
文
庫
に
も
あ
る
の
は
、
・
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
一
カ
所
の

所
蔵
文
書
だ
け
で
関
連
史
料
の
全
貌
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
往
復

書
簡
の
一
方
が
或
る
文
書
館
で
、
他
方
が
別
の
文
書
館
で
発
見
さ
れ
、
両

方
併
わ
せ
て
一
対
の
史
料
と
な
る
よ
う
な
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

一
八
八
九l

一
九
一
四
年
の
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
刊
行
文
書
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内s
v

に
つ
い
て
は
、
ク
ョ
ル
グ
ュ
・
ォ
l

プ
ト
に
よ
る
詳
細
な
一
覧
が
あ
り
、

研
究
も
い
く
つ
か
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
一
五
年
以
後
に
つ
い
て
は
、
研

究
も
殆
ど
な
い
し
、
何
よ
り
も
オ
1

プ
ト
の
一
覧
に
当
た
る
も
の
が
な
い
。

先
に
触
れ
た
い
く
つ
か
の
国
際
会
議
に
し
て
も
、
議
事
録
がA
公
刊
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
形
で
か
、
未

公
刊
の
議
事
録
が
あ
る
か
ど
う
か
、
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
機
関
誌

紙
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
も
、
簡
単
に
は
分
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ

れ
や
こ
れ
や
の
史
料
の
概
観
か
ら
仕
事
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

筆
者
の
場
合
、
ま
だ
そ
の
作
業
が
終
っ
て
い
な
い
。

ひ
と
つ
に
は
そ
の
理
由
か
ら
、
ま
た
余
り
に
も
特
別
な
テ

1

マ
に
話
が

限
ら
れ
て
し
ま
う
倶
れ
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
次
に
、
労
働
運
動
史
に
関
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
館
・
図
書
館
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
一
般
的
な
情

報
を
紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
以
下
に
言
及
す
る
諸
研
究
機

関
は
、
筆
者
が
特
定
の
関
心
か
ら
実
際
に
訪
れ
た
も
の
の
、
ま
た
一
部
に

過
ぎ
な
い
。
情
報
も
「
つ
い
で
に
」
入
手
し
た
程
度
の
話
で
あ
る
。
い
く

つ
か
の
機
関
の
場
合
、
そ
の
紹
介
者
と
し
て
筆
者
よ
り
適
任
の
方
も
現
に

存
在
す
る
。
そ
ん
な
訳
で
、
決
し
て
網
羅
的
で
は
な
く
、
筆
者
が
先
に
書

(4
>

い
た
「
参
考
文
献
案
内
」
の
訂
正
を
含
め
た
椅
論
と
見
な
し
て
頂
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

各
研
究
機
関
に
つ
い
て
次
の
三
点
を
紹
介
す
る
。

凶
沿
革
・
現
状
な
い
し
そ
の
参
考
文
献

ω

所
蔵
文
献
・
史
料
の
目
録

ω

活
動
報
告
書
な
い
し
逐
次
出
版
物

た
だ
し
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
文
献
を
こ
の
一
一
一
種
に
裁
然
と
分
類
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
あ
く
ま
で
こ
れ
は
目
安
で
あ
る
。
ま
た
場
合
に
よ
っ

て
は
三
点
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
も
あ
る
。

な
お
、
一
般
的
に
、
所
蔵
図
書
の
目
録
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
社
会
史
国

際
研
究
所
の
場
合
の
よ
う
に
単
行
本
の
形
で
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
例
外

で
あ
る
。
文
書
館
の
場
合
も
、
所
蔵
文
書
の
詳
し
い
内
容
は
備
え
付
け
の

目
録
を
見
る
な
り
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
担
当
研
究
員
な
い
し
文
書
館

員
に
尋
ね
る
な
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
ハ
利
用
に

際
し
て
は
原
則
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
連
絡
を
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う

J

簡
単
な
或
い
は
部
分
的
な
所
蔵
文
書
の
紹
介
は
、
仰
で
は
な
く
仙

の
項
に
挙
げ
た
。

-
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

l
l
F
R
B

邑
o
p
色

F
a
z
E
4
0
2
m
R
E
o

。
g
n
Z
a
m
a帥

(
H
H
m
C
Y
出
冊
目
息
苦

n
V
H
N
a
N
I
N
S
-

〉
包
M
g
a
回
B
・

p
・
Z
丘
町
民
自
仏
・

4
4
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誌
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b
R
S
a
h
h習
志
R
H崎
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匂
a
h
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な
H
S
u
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宮
由
、u『
S
A
h
a


色
町
宮
(
旨
E
m
a
g
-
巴
昆
}
・

山
口
和
男
「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
社
会
史
国
際
研
究
所
の
成
立
」
『
季
刊

社
会
思
想
』
I
1
1
2

九
七
己
、
一
六
回
|
一
七
ニ
。

浅
井
啓
吾
「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
社
会
史
国
際
研
究
所
と
社
会
民
主
党
文

庫
」
『
経
済
系
』
九
三
(
一
九
七
ニ
)
、
一
一

O
l
一
一
九
。

水
田
洋
「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
社
会
史
国
際
研
究
所
の
蔵
書
」
『
季
刊

会
思
想
』
E
1
2
2

九
七
ニ
可
一
四
五
l

一
七
九
。
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m
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宮
H
昏
弘
町
宙g
回
白
色
。

a
a
z
s
s

吋
凶
)
・

内
。

弘
之
宮
e
」
司
令
匂
自
主ha
S九
円
宏
司
(
回

O
B
'

岡
田
内
問
。
。
仏
g
Z
8
3
2

向
H

<7
>

S
F
)・
年
刊
。

N
w
s
h
b
h

『
名
容
器
、
。
宮
内
容
言
号
令
s
n
r
a
隆
宣
言

F
S
昔
話

(
回O
B
-
E
R同
の
邑

g
-
u
m
H
m

・
3

諒
向
ご
向
向
・
)
・
季
刊
。

そ
の
他
の
出
版
活
動
も
盛
ん
で
、
例
え
ば
=
ω岳
民
同4
8
8
F
刊
色
町
田

M
g
g
n
v
g
m
臼
E
E
g
g
n
同
町
同
回
目
白
骨
向
島
E
何
回
出3
・
m
丘
町W
E
m
u
-
(
現
在
は

回
0
8

・
回
目
円
四
の
邑g
Z
お

H
J
F
H
Z
Z
E聞
の
伺
白
色
色
足
。
は
既
に

一
一
一
一
O
点
を
越
え
て
い
る
。

4

プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
|
|
F
E
Z

一
F
H
r
〈
自
骨
ヨ
己

F
F

己
目
4
国
民

内
同
町
田
旬
開
B
M
M
m
5
5
3・
回
目
出
国
町
田
ゲ
回
開-
E
S
E
-

4
i
 

L『
司
同
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M
(
S
E
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M
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内
L

〉
Z
1
m
o
z
p
p
足
。
h
R
・
h
a
吉
守
匂
巴
S
S
S
H
h
E
出
向S
S

町
、
』55

・
・

事
件
0
5
2
(回
B
u
s
-
E
H
F
E
E

件
関
目
出
。
〈
B

骨
同
4
m
E
m
-
s
s
l

H
申
立
)
・

5

ド
ル
ト
ム
ン
ト

l
l
F
E
g
m
w
H
N
a
g

回
聞
広o
a
n
v
g何
色
2

∞
同
白
骨
U
o
コ
ヨ
ロ
国
内
Y
回
目
冨
田
島
町
『
岡
山E
o
昏
叩
w
g
W
4司
笛
臼g

∞
m
P

4
B
S
U
R
g
g
p
国
河
口
・

4
i
 

研
究
所
の
歴
史
は
前
史
を
含
め
れ
ば
一
九
O
七
年
に
遡
る
。
二
ハ
世
紀

町
、
，
山
、
じ

t
u
M
O
一
五
じ

か
ー
ら
現
在
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
新
聞
史
が
中
心
。
ピ
ラ
や
ポ
ス
タ
ー
の
収

'
i
h
J
J
~

一J

集
も
あ
る
。
所
蔵
数
、
新
聞
・
雑
誌
そ
れ
ぞ
れ
二
万
巻
以
上
、
t

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
一
三
、
0
0
0
本
。
。

邑

'
E
3
h
a
a宮崎
・
曹
N
m叫H
R
a
A
B
S
E
a
b『匂
』E
b
b
a
s
a

H
U
N恥
l
H
h
u
u

可
抗
.

同
盟
、R
M
(
同
ま
3
・
8
1
ω
N
U
S
R
W
叫

(
s
a
e
u∞ふ
N
・

な
お
、
こ
の
新
聞
研
究
所
の
あ
る
図
書
館
会
館
に
は
、
ド
ル
ト
ム
シ
ト

市
立
図
書
館
、
〉H
E
4
島
町
同
〉
H
V岳
町
払
ロ
唱
白
色
宮
4
S
S
F

〉
与
問
司

書
〉

H
V岳
町
同h
m岳
宮
口
m
g

仏

E
S
S
E

も
入
っ
て
い
る
。
参
照
、

円5
〉

'
E
E言
』F
h申
(
H
3
3・
お
叫
一R
U
N
S可
』P
N
(
呂
志
)
・ω
l
伊

丹
G

少
く
と
も
一
九
世
紀
、
一
八
九
O
|
一
九
一
四
年
、
一
九
一
四
|
一
九

三
三
年
に
つ
い
て
は
所
蔵
新
聞
雑
誌
の
一
覧
が
で
き
て
い
る
が
(
謄
写

印
刷
〉
、
や
や
古
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
所
を
中
心
に
前

出
ポ
シ
の
社
会
民
主
主
義
文
書
館
な
ど
一
O
の
機
関
が
協
力
し
て
、
「
ド

イ
ツ
語
新
聞
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
保
管
所
」
が
設
立
さ
れ
、
一
九
六
五

年
以
来
、
一
0
0
0
種
の
新
聞
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
。
そ
の

目
録
が
次
の
ニ
点
で
あ
り
、
照
会
・
註
文
の
宛
先
は
、
冨
官
。
由
自
個
々

n
庄
司
島
町
同
内
同g
g
n
E
M
M
g
n
E

岡
町
田
M
M
5
8
9

〈
・
・4
『
笛
母
国
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p

ま
g
u
g
g
g

仏
で
あ
る
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円
。

こ
の
三
月
ま
で
所
長
だ
っ
た
コ
l

ジ
ク
(
烈
日
刊
烈
g
d
S

の
編
集
で

=
U
0
3
g
g
骨
片
岡
a
E

町
四
N
R
P

宮
島
聞
広o
g
n
F
E
m
-
-
(

冨
E
n
v
g
H

〈
叩
己
田
町Uo
r
E
5
己
主
o
ロ
冨

E
n
宮
口
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
一
九

五
八
|
一
九
七
六
年
に
二
三
冊
。

海外研究動向
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ュ
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。U
野
田
町
E
o
民

ω
。
・
回
一
m
u
-

-4 

ド
イ
ツ
の
労
働
組
合
の
図
書
館
所
蔵
図
書
は
、
一
九
三
三
年
、
ナ
チ
ス

に
没
収
さ
れ
、
敗
戦
と
共
に
ア
メ
リ
カ
に
押
収
さ
れ
た
。
そ
れ
が
返
還

さ
れ
て
、
こ
の
図
書
館
の
基
礎
と
な
っ
た
。
一
九
五
二
年
開
設
。
現
在

の
所
蔵
数
、
図
書
約
四
万
点
、
雑
誌
一
七
、0
0
0
巻
。
と
く
に
戦
後

の
ド
イ
ツ
労
働
組
合
(
総
同
盟
な
ら
び
に
各
単
産
)
の
議
事
録
・
出
版
物

に
強
い
。
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
史
年
衰
の
編
者
ジ
ュ
ス
タl
(
U
ぽ
お
円

∞
n
v
g
g
H
)は
、
総
同
盟
執
行
部
の
宣
伝
部
門
担
当
者
の
肩
書
だ
が
、

図
書
館
の
仕
事
を
し
て
い
る
。

同
事
、
同
門
"
叶
(
同
唱
品
∞

y
u
a
l
u
∞
・

6 
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7

ジ
ュ
ネ
l

ヴ
l
i

ー
の
g
5
E
S
E
E
o
s
-

叩
骨
智

n
Z
E
5
2

同

日
メ
ロ
白
同
岳
山
田
同
国
叩
(
の

-
H
-
m
-
k
r
・
)
"
=
・20

岳
協
の
庄
町
町
田
w

口
。
目

。
叩
口W
4
9
ω区
白
目
印
・

1
4
 

E
Fぞ
-
宮
内P
H
(
同
3
3
・
4
8
・

尾
関
弘
『
現
代
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
』
(
=
二
書
房
、

八
一
l

一
一
九
。

戸
田
三
三
冬
「
南
欧
か
ら
の
手
紙
、
エ
ッ
リ
コ
・
マ
ラ
テ
ス
タ
を
め
ぐ

る
こ
と
ど
も
」
『
史
州
』
一
七
三
九
七
六
)
、
八
七
。

一
九
六
四
年
以
来
ロl
ザ
シ
ヌ
に
あ
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
、
創
立

ハ
一
九
五
七
〉
の
地
ジ
ュ
ネ
l

ヴ
に
戻
っ
た
。
建
物
の
地
階
で
、
簡
単

に
は
標
札
も
見
つ
か
ら
な
い
。

内
4

門
戸L『-
M
N・A
-
句
"
にM
m
H
F年
二
回
、

一
九
七
一
)
、

一
九
七
六
年
秋
で
第
三
二
号
。

8

ハ
ン
ブ
ル
ク
l
l

国
民
忌
日
常
岡
田
区
o
F
島
宮
町
切

O
N
E何
?

白
n
v
E
H
8
5
仏

r
v
m
w
R
V
2
0
m
g
m
-

知
O
応
諸
国g
g
u
n
F
E
n
s
u

・

M
g
o
出
B
V
Z
H
何
回
♂
回
一mU
・

4
4
 

一
九
四
九
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
庁
に
よ
っ
て
匂OB
吾
g

同
回
目
神
島
町
怠
同

島
叩
の
g
n
E
n
r
g仏
2
2

由
民O
E
H師
O
N
ぽ
E
g
g
s

民
自
国
V
R
閃
が

設
立
さ
れ
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ナ
チ
ズ
ム
史
だ
け
で
な
く
、
広
く
政
党
・

団
体
の
歴
史
、
社
会
史
の
研
究
を
行
な
っ
て
き
た
。
こ
の
研
究
所
に
、

一
九
六
六
年
、
組
み
込
ま
れ
た
の
が
こ
の
図
書
館
で
あ
る
。
看
板
だ
け

か
ら
は
、
ナ
チ
ズ
ム
史
の
研
究
所
と
労
働
運
動
・
社
会
史
図
書
館
の
ニ

つ
が
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
要
す
る
に
実
体
は
一
つ
で
あ
る
。

蔵
書
数
三
万
。
北
ド
イ
ツ
に
重
点
を
置
い
て
社
会
民
主
党
史
関
係
の
文

献
資
料
を
よ
く
集
め
て
い
る
。
活
動
の
中
心
は
、
ヨ
ッ
ホ
マ
ン
(
羽
町

B
R
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】
『
0
島
ほ
呂
田
)
。

円
。

E

国
民
岳
民
間
開
片
岡
町
宮
間
問
。
N
E
m
O
N
E
-
回
国
仏

N
包
括g
n

医
n
v
s・
-

2
B
H
V
E四
日
出
自
由
。v
島
E
E

〈
色
白
岡
)
既
刊
一
一
冊
。

1
9

コ
ぺ
ン
ハ
l

ゲ
ン
1
l
l
r
z
E
R
Z
S
岡
町
田
国
g

回
目

E
O
神
保
有

〉
持
守
(
〉
同h
F
)
u
何
&
凹
ゲ
諸
国
仏
ニ
u
p
p
m
g
同
居

"
2
3
阿
国
ず
冊
目E
3

4
・
0
B
自
国
同
F

噌
i

一
九O
九
年
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
民
主
党
と
労
働
組
合
中
央
と
の
決
定
に

よ
っ
て
開
設
。
一
九
七
四
年
、
「
人
民
の
家
」qo
p叩
留
国
民
)
の
一
つ

に
移
っ
た
。
図
書
館
の
蔵
書
数
六
万
、
文
書
館
に
は
社
会
民
主
党
・
共

産
党
な
ど
の
労
働
者
政
堤
労
働
組
合
中
央
な
ど
の
文
電
か
集
め
ら
れ

て
い
る
。

L『
困
対
』
n
M
(
3
3
・
同l
r
h
sき
h
h
y
h
申
(
H
3
3・
お
ご
-

qu 

ゐ
凶
入
山
・
切
q
a
a
m司h
・
最
新
は
一
九
七
四
|
七
五
年
版
。

こ
の
A
B
A

と
協
力
し
て
「
労
働
運
動
史
研
究
会
」
宙
開V
E
Z
仲
色

p
a

宮
町
岡
山
田
吾
&
常
任2m
m
m
v
m
g
E
師
同O
丘
町
)
が
出
し
て
い
る
逐
次

<B
>

刊
行
物
に
次
の
二
点
が
あ
る
。
参
照
、
出
制
可
』nE
(
同
ヨ
3
・
同
室l
B
u
-

h
み
ロ
旬
、
ミ
ミ
主
号F
g
n
a
m
p
g
罫
な
る
(
関
白v
a
s
a
w
S
叶
同
町
同

同
町
南
・
)
・
年
報
。

足
え
吾
容
ミ

S
N
t
s

ま
帯
同
町
、
由&A刊
号
、ah
向
官
混
同
吉
国
号
(
閃
宇

r
B
E
S
-
-
3
ω同
町
長
町
・
)
・
年
二
因
。

5

日
。
山
二
日
ぬ
い

J市
川
毅
邸

州
刊
い
，
哨
川
崎
制
問
団

ル
品
山
町
，
一
北
川
長

r
U
J
V
J
M
m

m

ロ
シ
ド
ン

1
1
3
0
C
E
R
E
q
.
5
a
q
h

司
自
3
o
a
'
'
P

国
0
5

♂

m
E
H
F
Eロ
同
町

"
F
o
E
o
p
ω
4
2
司

a
h
f
何
回
也B
a
・

4,-' 
ま
さ
し
く
労
働
「
山
色
の
図
書
館
で
あ
る
。
。
文
書
館
部
門
も
あ
る
?
s

b
対
内
・M
l
同
{
同
申
立
)
・
叶
同

l
a
・

司
A

F
目
F
O
R
M
V
H
S
F
g
g
q
-
P
容
な
号
与

h
E
e
a
-

謄
写
印
刷
九
ペ
ー
ジ
。
，

肘
白
申
書
司
、
ミ
守
凶
&
F
.
a
刊
誌
唱
を(
F
O白色O
回
目
応
M
m
F
島

O
R
M
M
R
S・

労
働
党
お
よ
び
関
連
組
織
の
出
版
物
の
目
録
。
ご
く
一
部
を
除
い
℃

こ
の
図
書
館
に
あ
る
。
た
だ
し
一O
年
ほ
ど
前
の
目
録
な
の
で
や
や

古
く
な
っ
て
い
る
。

-
B
'

ハf

ベp
v
f
h
1

け
，

d

4
1
1
i
4
1
1

ト
.
、

4
1
i
j

!
h
J
1
h
a
t
J
!
;

ー

U

ミ
ラ
ノ

l
l
F
E
E
g
m
g
B

岡
山
田
n
o
目
。

m
a
E
官

o
P
P
M
S
N
H
宮
出
目
白0
・
H
S
民
P

4
4
 

ヅ
ア
ン
ダ
ァ

1

コ
モ
・
フ
ェ
ル
ト
り
ネ
ッ
リ
財
団
の
設
立
は
一
九
七
三

年
だ
が
、
そ
の
図
書
館
は
一
九
四
九
年
に
開
設
さ
れ
、
一
九
六
O
年
に

は
研
究
所
が
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
図
書
館
の
蔵
書
数
回O
万
点

(
含
小
冊
子
)
。
文
書
館
部
門
も
大
き
い
。
イ
タ
リ
ア
の
社
会
・
経
済

・
政
治
史
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
運
動
史
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
。

片
桐
蕪
「
同
白
神
戸

Z
S

の
g
m
山
由8
5
F

寄
山
田
叩
毘
」
『
季
刊

司
m
H
E口
師
匠
・
話
回

社
会
思
想
』



E
ー

1
(
一
九
七
一
)
二
八
九
|
一
九
八
。

L
『
司
同
門
"
品
(
s
a
g
-
s
f
'
T
守
宮
内

Y
M
(
同
3
3
・
凶
叶
同
町
・

司
L

同
可
S
ら
包
S
偽

9
.白
金
R
O
S
E
H
t
m
N
H

三
志
向
町
民
-
b
g
q
帆H
S
h
E
E

慰
霊
?

同
町
内
a
h
s
忌
恥

b
n
害

q

・
h
E
S
.
芯
同
n
r
s
v
a
(
富
山
自
0
・
3
5
・

n
d
 

h
s
b
h
(
富
山
-
白
ロ
0
・
3
u
∞
m
H
R
や
)
年
報

そ
の
他
の
意
欲
的
な
出
版
活
動
に
つ
い
て
は
、
上
記
b
a
ミ
急
誌
を

見
よ
(
h
a
s
p
-
L
l
u
Q
H
の
総
目
次
も
出
て
い
る
)
。

海外研究動向

ロ
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
|
|
〉
H
Z
S
E
B
U
m
g

島
町
4
0
n
v
z
E
O
B
r
・

口
同M三
回
ロ
円
同
国
間
白
神
田
口
h
f
H
H
H
∞
同
P
S
E
H
o
r
p

回
4
町
民
m
m
-

4
i
 

或
る
社
会
主
義
者
の
自
然
科
学
者
の
提
案
と
努
力
に
よ
り
、
一
九O
二

年
に
、
労
働
運
動
関
係
の
小
さ
な
資
料
保
管
所
が
開
設
さ
れ
た
の
が
始

ま
り
。
一
九
O
六
年
か
ら
労
働
組
合
連
合
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
民
主

党
が
こ
の
文
書
館
を
引
受
け
今
日
に
至
る
。
た
だ
し
、
場
所
は
労
働
組

合
連
合

(
L
O〉
の
居
る
「
人
民
の
家
」
旬
。
】
官
官
民
E
)
と
は
ご
く

近
い
け
れ
ど
別
の
建
物
の
中
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
中
も
無
癌
だ
っ
た

こ
と
が
大
き
な
強
み
と
な
っ
て
い
る
。
図
書
館
部
門
も
あ
る
。
蔵
書
数

九
万
点
(
合
小
冊
子
)
。

H
S
心
門
-
M
(
同
申
品
切
一

Y
M
O
l
M
唱
・

j

n
d
 

出
向
え
を
S
輔
、
同
L
E
a
h
込
町
H
a
『
忍
之
官
若
ぬ
『
知

h
e。
円
』
W
F
S
R
O
H
S
{
g
s
-
T

215 

Z
-
B
)
・
一
九
七
七
年
創
刊
、
季
刊
。

入
由
『
F
h
H
a
E
5
8雪
早
急

(
g
o
n
F
O
E
-
s
s
a
s
・
)
・
年
寄

こ
の
文
書
館
が
「
労
働
者
文
化
史
協
会
」
{
B
E
g
s
E
E
E
回
・

8
骨
官
∞
陸
匡
両
者
)
と
共
に
編
集
し
て
い
る
。

日
ワ
ル
シ
ャ
ワ
|
l
H
g
q
g
m
c

岳
民
列
島

o
E
n
s
m
0
・
0
?
ふ
宰

当
白
円
臼
N
Z
白
"
巳
・
。
品
同
国
O
臨
】
昌
国
E
H
P
M
M
O
V
E
-

噌
i

一
九
七
一
年
の
改
組
以
来
、
こ
の
「
労
働
遂
動
研
究
所
」
と
「
ポ
ー
ラ
ン

ド
統
一
労
働
党
中
央
文
書
館
」
ち
g
E
S
旨

n
E
司
E
E
U
R
M
M
g

が
車
の
両
輪
の
関
係
に
あ
る
。
場
所
は
セ
イ
ム
(
議
会
〉
の
建
物
の
中
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
労
働
運
動
史
関
係
の
文
献
・
史
料
の
宝
庫
で
あ
る
。

円
。
-

N

官
甘
さ
る
こ
当
g
N
g
p
凶
器
a
s
・
)
・
季
刊
。

A
R
-
F
5
2
h
宮

S
D
H
S
H
同
h
b
ヨ
g
S
5
・
ミ
ピ
ご
同
喝
・
)
・
既
刊

三
巻
ま
で
。

14 

ウ
ィ
ー
ン
l
l
l

a
u
o

宮
g
g
g
氏
自
8
5
E
4
円
四
四
国
営
陣
町
再
開
正
弘
田
n
v
g
d
司
丘
町
同
国
S
E
g

S
O
S
-
K
F
I
H
2
0
4
5
8
・
k
g
F
E
E
-
4
2
3
F
H

岡
m
g
g
p

∞
"
。
師
同
町
同
同
冊
目
込
回
・

4
4
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ヒ
ト
ラ
ー
H

ド
イ
ツ
に
併
合
さ
れ
た
時
か
ら
二
五
年

目
の
一
九
六
一
年
に
話
が
も
ち
あ
が
り
、
二
年
後
に
開
設
。
ォ
l
ス
ト



-
-
-
g
L
2
1
L
 

"
0
 

・
・
4

n
4
 

リ
ア
が
独
立
と
自
由
を
失
っ
た
結
果
の
恐
し
さ
と
抵
抗
運
動
の
人
び
と

の
英
雄
的
な
闘
争
を
若
い
世
代
に
知
ら
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
一
九

七
三
年
現
在
で
文
書
一
万
点
、
写
真
七
、
五
O
O
枚
を
所
蔵
。
図
書
館

も
あ
る
。

F
h
H
h
S
3
H
W
H

ミ
s
s
b

忌
S
S
E
H
h
q
a
s
s
h
e号

S
H
S
4号
寄
与

s

f司
止
符
h
H
g
b
h
(
4
5

何
回
)
・

松
村
高
夫
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
抵
抗
資
料
研
究
所
」
『
季
刊
社
会
思
想
』

E
1
2
(
一
九
七
三
)
、
二
三
四
|
二
四
三
。

L『
罰
心
門
・
同
(
同
市

W
A日u
y
唱
同
・

η
。

恒
m
s
p
a
s
-
b
s
s
S
E
E
-
s
hねる
守
骨
密
ミ
丸
忠
常
常
詰

司
書
、
を
え
な

(
d
s
s・
-
唱
吋Na
s

・
)
・
季
刊
。

b 

J
E
E
p
c
m
m
n
E
n
V
H
白
色
町
同
t
E
g
v
g
m
m
g
関
宮
同2
と
・

〉
I
H
0
8
4弓
狩
ロ
∞
・
邑Z
H
H間
g
回
目
白
"
O
E
R
E
n
v
-

4
4
 

一
九
五
八
年
設
立
、
一
九
七O
年
以
来
、
い
〈
つ
か
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

社
会
民
主
党
系
の
機
関
と
共
に
、
現
在
の
建
物
に
居
を
定
め
る
。
社
会

民
主
党
史
を
は
じ
め
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
労
働
運
動
史
関
係
の
資
料
を
集

め
て
い
る
。
一
直
線
に
並
べ
れ
ば
五
O
O
m

に
な
ろ
う
と
い
う
図
書
館
、

ア
1

ド
ラ

l

父
子
の
文
書
な
ど
か
ら
成
る
文
書
館
、
展
示
資
料
を
も
っ
。

実
務
の
責
任
者
は
ヘ
ル
リ
ツ
カ
宙
・
戸
田

E
5
-
S
)・

口
、
-
R
H
(
3
2
)切
∞
同
-

qu 

h
『
s
e
-
一
足
た
な
安
昌
也PH
H
令
崎
、

q
S
H
H
h刷、~
P
H
h
r
宏
事
柿
崎

、
守
宣
言
申
書
昔
話
ヨ
F
S
E
a
s
-
)

・
季
刊
。
ゥ
。

一
九
六
一
|
七
O
年
の
分
に
は
索
引
あ
り
|
l
m
o

白
骨
p
r
m
曲
目

出
町
ゆ
と
昌
司
S
E
R
Z
h
官
)
・

H
A守
道
ミ
言
語
-
P
A
h
S
H
H
g
H

置
の
a
s
S
H
帽
令
『
k
由
『
宮
.
雪
申
書
ぬ
g
a
珂

つ
司
同
町
田
"
目
当
日
凶
向
同
匁
必
・
)
・

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
テ
ィ
l

ム
」
は
一
九
七
三
年
誕
生
。
こ
の
「
協

会
」
内
に
事
務
所
を
置
き
、
図
書
館
・
文
書
館
な
ど
の
所
蔵
資
料
の

調
査
、
学
術
情
報
の
収
集
整
理
に
努
め
る
。
参
照
、
置
、
与
『E
S
"
事

(
同
唱
吋
-
3・ω
同
回
同
・

日
チ
ナ

l
リ
ヒ

1
l
m
n
V
5
5

乱
闘
岳
g
m
S
E
R
n
E
4
・
∞
。
E
N
E

島
・

2
2
8

回
骨
神
M
∞
-
m
n
V場開
閉N・

4
4
 

<9
>

パ
リ
の
「
社
会
博
物
館
」
{
冨E
な

m
S
E
)に
感
心
し
た
一
人
の
牧
師

の
提
唱
で
、
一
九
O
七
年
、
「
ス
イ
ス
社
会
文
献
セ
ン
タ
ー
」
が
設
立
さ

れ
た
の
が
始
ま
り
。
一
九
四
二
年
、
現
在
の
名
称
と
な
る
。
一
貫
し
て

私
立
。
「
社
会
問
題
」
す
な
わ
ち
「
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
社
会
科

学
と
社
会
政
策
」
に
属
す
る
す
べ
て
を
対
象
と
し
、
そ
れ
に
関
心
あ
る

あ
ら
ゆ
る
利
用
者
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。
蔵
書
数
六
万
点
、
小
冊
子
三

O
万
点
、
更
に
多
数
の
新
聞
雑
誌
、
新
聞
切
抜
、
未
刊
行
文
書
を
所
蔵
。

平
日
は
朝
八
時
か
ら
夜
八
時
ま
で
開
館
し
て
勤
労
者
の
便
宜
を
は
か
つ

て
い
る
点
、
類
例
の
少
い
特
色
で
あ
ろ
う
。

包
置
、
与
『
両
砕
きSS

町
E
h

叫
由
民S

『
同
志e
H
U
ミ
l
H記
叫

(
N
E
P
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Arbeiterbe叩司gung， sozialistischen und kommunistischen Bewegung 

U開 den Anf舅gen bis 1863 (1976). Beiheft 5. 

Klaus G�ther I Kurt Thomas Schmitz, SPD, KPD I DKP, 
DGB in den Westzoneη und in d，町 Bundesr，ゆublik Deutschland 

1945-1973. Eine Bibliographie (1976). Beiheft 6. 

(∞〉 選Q毘剤型単毒~Q岳会心'
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。
-
F
m
自
民
国
♂
同
・
冨
R
F
m
O色
"
冨
・
冨
ロ-
W
4・

P

宅
四
E
m
g
(四
仏
国)
"
N
M
司
『
をR
E
S
H
P

同
S
3
S
R
A

『
匂
s
a
H
V匂
な
る
ぎ
な

(
吋
宮
回
目
関
口
刊
日
冨

o
E
8

・
右
京

u
右
ロ
凶
・
)

τと
ロ

斉

岡

七
0
年
代
に
お
け
る
欧
米
で
の
科
学
社
会
学
の
流
行
に
は
、
目
を
み
は

る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
研
究
テ
1
7

の
一
つ
に
、
新
分
野
形
成
論
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
科
学
に
お
い
て
新
し
い
分
野
が
勃
興
し
確
立
す
る
ま
で
の
プ
ロ

セ
ス
と
、
そ
こ
に
働
く
さ
ま
ざ
ま
の
(
知
的
・
社
会
的
〉
フ
ァ
ク
タ
ー
を
、

考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
本
書
は
、
新
分
野
形
成
に
関
す
る
西
欧
(
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
〉

の
社
会
学
者
な
ら
び
に
科
学
史
家
の
論
集
で
あ
る
。
一
九
七
O
年
、
パ
リ

大
学
と
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
と
の
共
同
プ
ロ
グ
ェ
ク
トE回
出
如
何
吋
・
が
発

足
し
、
科
学
の
社
会
的
側
面
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
!
な

会
合
を
、
毎
年
開
催
し
て
い
る
が
、
こ
の
プ
ロ
グ
ェ
ク
ト
が
本
書
成
立
の

機
縁
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
七
三
年
一
二
月
パ
リ
で
聞
か
れ
た
「
新
分
野

の
勃
興
一
知
的
お
よ
び
社
会
的
条
件
」
と
題
す
る
会
合
と
、
翌
七
四
年
六

月
の
ヨ
l

ク
で
の
会
合
「
科
学
社
会
学
の
方
法
論
」
で
読
ま
れ
た
論
文
が
、

本
書
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て

簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

本
書
は
二
部
構
成
を
な
し
て
い
る
。
第
一
部
「
科
学
発
展
の
研
究
」
は
、 自

然
科
学
の
い
く
つ
か
の
分
野
に
関
す
る
ケl
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
を
集
め
た

も
の
で
、
八
鱗
の
論
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
二
部
「
新
分
野
研
究
の
理

論
と
方
法
」
は
、
社
会
学
者
の
方
法
論
的
お
よ
び
理
論
的
な
研
究
を
収
め

た
も
の
で
、
四
篤
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
一
部
で
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
の
巧-
F
o
E

と
司

-
m
島
帯
同
が
、

一
九
世
紀
中
期
に
お
け
る
農
芸
化
学
の
勃
興
を
論
ず
る
。
農
芸
化
学
は
自

然
界
の
事
実
の
み
を
追
求
す
る
純
粋
科
学
で
も
な
け
れ
ば
、
既
存
の
科
学

知
識
の
単
な
る
応
用
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
科
学
を
著
者
た
ち
は
E
E
干

町
四
仏
国a
g
n
伺
=
と
名
づ
け
る
。
そ
こ
で
は
科
学
外
的
な
要
因
が
、
分
野

の
破
立
に
も
、
学
問
内
容
に
も
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
農
芸
化
学
の
形
成
期
の
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
論
ぜ
ら

れ
、
特
に
リ
l

ピ
ッ
ヒ
の
理
論
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の

M
V・
の
g
g
v
刊
日
は
熱
カ
学
の
確
立
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ

の
基
礎
が
固
ま
っ
た
の
は
ク
ラ
ウ
ジ
ウ
ス
以
後
だ
と
著
者
は
言
う
。
だ
が
、

熱
力
学
な
る
分
野
が
果
た
し
て
存
在
し
た
の
か
、
存
在
し
た
と
す
れ
ば
い

つ
確
立
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
ら
れ
ず
、
純

学
説
史
考
察
に
終
始
し
て
い
る
。
ま
た
学
説
史
的
に
見
て
も
、
ご
く
あ
り

き
た
り
の
内
容
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
戸
。

-
p
u
o
-
v司
は
、
一
八
八
0
年
代
に
お
け
る
物
理

化
学
の
成
立
を
扱
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
有
機
化
学
の
繁
栄
に
押
さ
れ

て
、
無
機
化
学
は
低
迷
を
続
け
て
い
た
。
八
0
年
代
、
ド
イ
ツ
以
外
の
国

で
幾
つ
か
の
重
要
な
革
新
が
起
こ
り
、
そ
の
草
新
を
担
っ
た
一
人
で
あ
る

オ
ス
ト
ヴ
ア
ル
ト
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
招
か
れ
た
。
そ
こ
へ
ド
イ
ツ
圏
外

か
ら
留
学
生
が
殺
到
し
学
派
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
を
核
と
し
て
、
常
気
化



海外研究動向

学
と
刻
化
学
を
中
心
テ
1
7

と
し
た
新
し
い
物
理
化
学
が
急
速
に
拡
が
っ

て
い
っ
た
l
l

以
上
の
よ
う
な
論
旨
が
展
開
さ
れ
る
。

冨
E
g
m
】
い
当
O
H
げ
0
3
(英
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
熱
帯
医
学
の
制

度
的
確
立
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
分
野
で
は
社
会
か
ら
の
圧
力
が
、
そ
の

確
立
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ョ
セ
フ
・

チ
ェ
ン
パ
レ
ン
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
植
民
地
政
策
の
一
大
転
換

に
よ
っ
て
、
現
地
で
働
く
本
国
人
が
ま
す
ま
す
、
必
要
と
な
り
、
彼
ら
の
健

慌
を
日
円
出
現
す
る
と
い
う
要
請
に
こ
た
え
る
べ
く
、
熱
帯
医
学
が
急
速
に
確

立
さ
れ
た
、
と
著
者
は
言
う0

フ
ラ
ン
ス
の
同
・
ロ
骨

Q
E
g
g

は
、
生
物
物
理
学
の
歴
史
と
構

造
を
素
材
と
し
て
、
「
分
野
」2
5
e
F
5
)概
念
の
有
効
性
を
論
ず
る
。

生
物
物
理
学
に
は
、
以
前
か
ら
医
学
的
お
よ
び
「
科
学
的
」
と
い
う
こ
つ

の
潮
流
が
あ
っ
た
が
、
両
者
の
間
に
あ
ま
り
密
接
な
関
係
は
な
く
、
し
か

も
同
一
の
湖
流
内
を
見
て
も
、
制
度
的
に
も
学
問
的
に
も
殆
ど
重
な
り
合

わ
な
い
雑
多
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
成
っ
て
い
・
る
。
こ
の
種
の
も
の
を
「
分

野
」
と
い
う
名
で
一
括
し
て
も
あ
ま
り
有
効
で
は
な
い
、
と
著
者
は
結
論

す
る
。

次
に
い
『o
Z
H
F
担
当
(
英
)
が
、
蛋
白
質
を
分
析
対
象
と
し
た
X
線
結
晶

学
の
発
展
と
、
分
野
と
し
て
の
知
的
構
造
を
論
ず
る
。
こ
の
分
野
に
お
け

る
科
学
者
た
ち
の
聞
で
は
、
研
究
の
戦
略
や
見
通
し
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン

サ
ス
も
あ
っ
た
が
、
意
見
の
相
違
も
大
き
か
っ
た
。
岡
、
目
当
は
さ
ま
ざ
ま

の
研
究
者
の
考
え
方
を
詳
し
く
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
研
究
者

が
、
よ
り
大
き
な
科
学
者
集
団
で
あ
るX
線
結
局
学
者
の
共
同
体
負
8
3
可

。
o
g
B

店
長
可
)
お
よ
び
蛋
白
質
研
究
者
の
共
同
体qg
s
g
の
o
S
S
E
-
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日
々
)
と
、
ど
の
よ
う
な
形
で
結
び
つ
い
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
ら
の
共
同

体
か
ら
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
た
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
冨
・
同
・
冨
己
w
a
と
ロ

0

・
切
仏
間
四
は
、
電
波
天
文
学

の
発
展
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
二
次
大
戦
後
。

B
Z

広
岡
刊
と
H
o
e島

国
民
M
W
(冨白
ロ
n
v
g
R
H
)
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

m
司
会H
a

に
、
い

ち
早
く
電
波
天
文
学
研
究
の
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
、
や
が
て
世
界
的
な
規

模
の
共
同
体
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
著
者
た
ち
は
、
。
国
同
ロ
ゲ
ユ
円
同
町
一
四
と

H
O仏
円
四
回
国
民M
W
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
電
波
天
文
学

の
学
問
的
発
展
と
分
野
と
し
て
の
成
長
を
論
.
す
る
と
と
も
に
、
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
知
的
・
社
会
的
特
質
を
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
い
る
。

最
後
に
の
-
z
・
。
出
Z
B
(
英
)
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
レ
ー
ダ
ー
を

用
い
た
隈
石
研
究
の
歴
史
を
概
観
す
る
。
こ
の
分
野
は
電
波
天
文
学
と
と

も
に
、
戦
時
レ
ー
ダ
ー
研
究
の
落
し
子
で
あ
る
が
、
そ
の
後
伸
び
悩
み
、

一
九
六
O
年
頃
ま
で
に
は
、
超
高
層
物
理
学
に
事
実
上
吸
収
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
限
石
研
究
の
発
展
と
没
落
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
著
者
は
他
の
い

ろ
い
ろ
な
分
野
と
比
較
し
つ
つ
論
じ
て
い
く
。
な
お
本
書
で
分
野
の
没
落

を
扱
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
論
文
だ
け
で
あ
る
。

以
上
が
第
一
部
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、u
o
-
σ
F
V
匝
4
3
冨
己
宮
司

持
制
向
山
問
。
・
。
ロ

σ
叩
同
神
(
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
〉
の
論
文
は
、
多
産

な
専
門
家
の
手
に
よ
る
も
の
だ
け
に
、
い
ず
れ
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
。

F
o
z
h
w
p
y

民
団
同
の
論
文
は
、
重
要
な
問
題
提
起
を
含
ん
で
い
る
が
、

ケ
1

ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
技
法
に
や
や
ぎ
こ
ち
な
さ
を
感
ず
る
。
当
日v
o苫

の
論
文
は
、
挑
戦
的
な
書
き
出
し
の
割
り
に
は
常
識
的
な
内
容
で
あ
る
。

二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
論
文
は
、
や
や
場
違
い
の
感
が
札
る
。
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次
に
第
二
部
の
検
討
に
移
ろ
う
。
評
者
の
感
想
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
?

こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
四
つ
の
論
文
は
、
第
一
部
よ
り
も
は
る
か
に
お

も
し
ろ
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
い
千
戸
お
旧
来
の
常
識
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に

反
省
を
迫
る
意
欲
作
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
冨
-
H・
冨
己
E
M『
が
、

電
波
天
文
学
に
関
す
る
ケ
l

ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
科
学

社
会
学
の
方
法
論
を
論
ず
る
。
こ
れ
ま
で
の
社
会
学
に
お
い
て
支
配
的
だ

っ
た
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
正
し
い
経
験
デ
l

タ
を
得
る
た
め
に
は
研
究
者

は
自
ら
の
偏
見
か
ら
来
る
歪
み
を
極
力
押
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た

め
に
は
で
き
る
限
り
デ
l

タ
採
取
の
場
へ
の
主
体
的
介
入
を
慎
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
、
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
書
か
れ
た
記
録
ハ
た
と
え
一
次
資
料

で
あ
っ
て
も
)
や
、
形
式
的
な
質
問
表
な
い
し
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
へ
の
回
答

は
、
実
は
き
わ
め
て
当
て
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
し
い
情

報
を
得
る
た
め
に
は
、
主
体
的
介
入
を
自
覚
的
に
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
場
で
は
、
局
外
者
の
質
問
に
対
し
て
科
学
者

が
答
え
る
、
と
い
う
情
況
に
特
徴
的
に
現
わ
れ
る
歪
曲
を
見
抜
か
ね
ば
な

ら
な
い
し
、
ど
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
情
況
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
正
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
工
夫
せ
ね
ば
な
ら
な
い
|
|

大
略
以
上
の
よ
う
な
論
旨
が
展
開
さ
れ
る
。

r
z
v
g

は
、
こ
れ
ま
で
の
科
学
社
会
学
は
=
g
g

国
号
o
w
-
-な
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て

E

ぽ
同
町
?

官
邑
4
m
=

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
者
の
行
為

は
(
知
的
に
も
社
会
的
に
も
)
強
力
な
規
則
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
自
ら
の
置
か
れ
た
情
況
を
主
体
的
に
解
釈
し
、
能
動
的
に

対
応
し
て
い
く
行
為
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
著
者
は
言
う
。
ノ
ル

, , 

ム
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
る
は
ず
だ
と
決
め
で
か
か
っ
た
の
で
は
倶
り
は
避

け
ら
れ
な
い
。
正
し
い
理
解
の
た
め
に
は
行
為
者
自
身
の
立
場
で
情
況
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
科
学
社
会

学
へ
の
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
1

的
観
点
の
導
入
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
の
∞
・
4
匂
・4司
g
-
m回
同
〈
英
)
の
論
文
は
、
科
学
の
「
分
野
」
(
邑
?

回
民
凶n
g

昌
伸
口
氏
乱
司
)
な
る
も
の
を
い
か
に
し
て
経
験
的
に
砲
定
す
る
か
、

と
い
う
技
術
的
な
問
題
を
議
論
し
て
い
る
。
実
は
経
験
的
確
定
の
規
準
は
、

き
わ
め
て
多
く
の
や
り
方
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
当
g
-
宮
崎
は
一
一
一

O
通
り
の
や
り
方
を
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
「
パ
ル
サ
l

研
究

者
」
の
総
数
と
増
加
傾
向
を
算
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
り
方
に
よ
っ

て
か
な
り
異
な
っ
た
結
果
が
出
て
く
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
こ
う
し

た
問
題
に
対
す
る
反
省
が
従
来
欠
け
て
い
た
こ
と
を
批
判
す
る
。

最
後
に
ド
イ
ツ
の
巧
-
S

ロ
仏
g
u
s
r

と
同
日
・
当
冊
目
白
官
民
が
、
外

部
か
ら
の
人
為
的
な
「
科
学
政
策
」
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
、
ま

た
ど
の
程
度
ま
で
、
分
野
の
発
展
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
、
と
い
う

問
題
を
論
ず
る
。
当
然
、
人
為
的
な
科
学
政
策
に
対
し
て
は
、
学
問
的
お

よ
び
制
度
的
な
抵
抗
が
避
け
ら
れ
な
い
わ
け
で
、
そ
う
し
た
抵
抗
の
度
合

と
性
格
に
よ
っ
て
、
政
策
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
有
効
性
も
決
ま
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
著
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
た
め
の
、
基
礎

的
か
つ
網
羅
的
な
枠
組
を
提
示
し
て
い
る
。

以
上
が
第
二
部
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
論
文
の
多

く
は
、
ま
だ
試
論
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
問
題
提
起
自
体

は
新
鮮
で
あ
り
、
反
省
さ
せ
ら
れ
る
点
が
少
な
く
な
い
。

さ
て
、
本
書
全
体
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
た



ち
の
聞
に
、
あ
る
程
度
共
通
の
議
論
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る

も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
理
論
に
お
い
て
も
方
法
に
お
い
て
も
、
共
通
の
基
本

的
骨
格
が
固
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
未
成
熟
」
と
見
な

す
者
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
科
学
社
会
学
に
お
い
て
は
、
ま
だ
当
分
の
聞
は
、

荒
っ
ぽ
い
議
論
を
活
発
に
戦
わ
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
現
実
離
れ
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
分
野
に
な
り
下
が
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
本
書
は
、
新
分
野
形
成
に
つ
い
て

広
い
視
野
と
柔
軟
な
考
え
方
を
や
し
な
う
う
え
で
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(
特
に
イ
ギ
リ
ス
)
に
お
け
る
科
学
社
会
学
の
最
近
の
動
向
を
知
る
う
え

で
、
き
わ
め
て
有
用
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

海外研究動向221 

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
研
究
の
現
状

同
司
司
宮
甲
山
田
町
同
(
邑
・

)
H
Z
E
円
四
刊
誌
口
町
田
富
島
町
田
・
沼
担
当

自
問
M】O
B

氏
自
田
町
岳
町
曲
同
Z

ロ
仏
広
岡O
口
問z
a
u

『
・
国
内
自
由
包

冨
g
n
U
4ロ
ぽ
(
同
ミ?
3
U
3・
L『
誌H
q
s
s
a
a
h
a『町F
h
e
a
A
『

H
E
F
刊
誌
巴
守
久
町
民
向
a
E

・
富
田
江
戸
口5
2
ι
r
o
R
叶
宮

出
品
5
3

司
・

M
a
+
M
M
U
3・

水

回

洋

謎
の
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
が
、
『
う
な
る
蜂
の
巣
』
(
凶
】

t

h
還
さ
包
括
h
a
.
S
H
3
Z
S
S
H号
、
札
ぎ
忠
良
口
。
切
)
と
、
そ
の
増
補

版
で
あ
る
『
蜂
の
寓
話
』
(
凶
】
常
」
ま
な

A
E
b
h
F
S
L
2
f句
仲3
M
L
吋
N
S

を
だ
し
て
か
ら
、
二
五
O
年
あ
ま
り
に
な
る
の
だ
が
、
後
世
の
人
び
と
は
、

円1
}

い
ま
だ
に
か
れ
の
真
意
を
は
か
り
か
ね
て
、
右
往
左
往
し
て
い
る
。
つ
い

に
『
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
ア
ン
ピ
グ
ァ
レ
ン
ス
』
と
い
う
本
ま
で
あ
ら
わ
れ

<2
>

る
に
い
た
っ
た
。
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
自
身
の
著
作
も
、
『
蜂
の
寓
話
』
の
ペ
ン

ギ
ン
文
庫
版
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
ダ
イ
オ
ン
へ
の
手
紙
』
、
『
タ
イ
パ

l

ン

で
処
刑
が
お
お
い
原
閣
』
、
『
公
娼
の
擁
護
』
、
『
着
飾
っ
た
イ
ソ
ッ
プ
』
の

オ
1

ガ
ス
タ
ン
・
リ
プ
リ
ン
ト
協
会
に
よ
る
復
刻
、
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
で

『
ダ
イ
オ
ン
へ
の
手
紙
片
『
名
誉
の
起
源
』
の
そ
れ
ぞ
れ
単
行
の
復
刻
が
、

こ
の
二
五
年
の
あ
い
だ
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
リ
プ
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リ
ン
ト
を
、
参
考
の
た
め
に
列
挙
し
て
お
こ
う
。

k
F
Z
5
同
神
o
u
-
oロ

(
H
a
N
)
?
〉
口
問
ロ
田
区
白
河
町
司
江
田
神

ω
s
w
g
2
0
・

企

-
F
O師
〉
出
問
問
】
四
回
目
唱
包

-
H
R
H
O仏
E
a
o
ロ
四
M
M『
回
目n
o
σ
〈
宮
R
-

k
F目
白
骨
骨
R
H
O
U

』O
P
E
-
V
M
『
凶o
g
g
u『
U
o
r
F
E
S
G
o
o
-
H
唱
M
4・

〉
出
g
s
巳
q
g
g

己
回
目8
5
8
0

ご
吉
宮
古

g
H
a
m
g
E
日
開
件

寸
可Z
E
(
口
N
3
・
k
r
g
m
E
S
ロ
知
名
巳
E
m
g
u
g
Z
0
・
H
2
・
F
g

E
m
叩
-
2
3
2

・
F
H
S
E
E
S
S

富
田
守
宮

m
-
N
停
四
円
・

k
r
g省
内
同
円
相
田
帥

d
u
O
H回
n
oロ
m
a
o
ロ

O
同
P
E
2
4

匂
弘
神
宮
同
自
長
田
町

4

四
円
回
開
会
吋
。

3
・
k
r口
問5
S

ロ
同
名
江
口
同
切
自
殺
タ2
0
・
ロ
P
F
g
〉
白
岡
町
a

-
a
s
s
-

同
ロ
同
町
O
円
山
口nH
-
o
ロ

V
M『
H
o
Z
M∞
・
m
Z
白
・

吋
宮
岡
田
区
冊
。
向
島
戸
由
『
何
回
目
(
目
立

3
・
市
町
口
明
比
ロ
回oc
z
-
F
O包仏O
ロ

苫
吋
。
・
H
2
8
円
同z
a
o
ロ

σ
可
可
『
庄
司
回
目a
H
・

〉
回
g
a

巳
q
s
g

己
M
O
O
H
M
m
H
5
0

同
町M
O
S
E
S

円
四
昏
四
日
目
p
r
M
m
g

O
同
の
v
a
E

包
Q
5
3

♂

v
o
z
o
ロ
同
泊
三
-
F
g
E
a
o

ロ

S

冨
・

冨
・
。
。
日
仏
国
民
此
H
V
.

冨
O
色
町
師
件
円
四
冊
同

g
g
o

問
問M
c
g
F
n
r
a
m
s
(

同
叶N
3・
k
r
z閃E
S

ロ
則
自
句
江
口
同

ω
o
n
-
2
3
2
0
・

E
N
-
V
O印
〉
口
同
開-m曲
目
唱
吋
ω
・
同
ロ
向
。
円
四
z
n
民
。
ロ

σ
可

m
w
v
国
司
門
戸
のoo
w・

以
上
の
ほ
か
に
、
『
蜂
の
寓
話
』
に
は
、
ケ
イ
の
有
名
な
リ
プ
リ
ン
ト
が

あ
っ
て
(
初
版
一
九
二
四
年
)
、
一
九
五
七
年
に
再
版
さ
れ
た
。
マ
ン
ド
ヴ

ィ
ル
の
著
作
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
ハ
|
七
点
で
あ
る
か
ら
、

な
か
ぱ
ち
か
く
が
、
リ
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

プ
ラ
イ
マ
l

が
編
集
し
た
『
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
研
究
』
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ

ル
生
誕
一
ニO
O
年
(
一
九
七
O
年
)
を
記
念
す
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
あ
つ
め
ら
れ
た
一
四
篤
の
論
文
は
、
相
互
の
つ
な
が
り
と

い
う
点
で
は
ハ
序
文
で
編
者
も
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
)
「
は
じ
め
の
意
図

よ
り
も
、
か
な
り
ゆ
る
や
か
な
組
織
」
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
た
め
に

か
え
っ
て
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
多
菌
性
と
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
研
究
の
多
様

性
を
、
よ
く
し
め
す
こ
と
に
な
っ
た
。
編
者
か
一
四
篤
を
分
類
し
た
五
つ

の
グ
ル
ー
プ
の
題
名
は
、
か
な
ら
ず
し
も
つ
ね
に
論
文
の
内
容
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
は
な
い
(
と
く
に
第
五
)
が
、
多
織
の
標
識
と
し
て
あ
げ
て

み
る
な
ら
ば
、
「
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
い
く
つ
か
の
小
著
作
に
つ
い
て
」
「
宗

教
と
倫
理
」
「
政
治
と
社
会
」
「
他
の
著
作
者
た
ち
と
の
関
係
に
お
け
る
マ

ン
ド
ヴ
ィ
ル
」
「
文
体
、
楓
刺
、
逆
説
」
で
あ
る
。

さ
い
ど
の
グ
ル
ー
プ
は
、
編
者
が
比
絞
的
あ
た
ら
し
い
研
究
方
向
と
考

え
る
、
文
学
的
評
価
を
目
ざ
す
三
論
文
か
ら
な
る
の
だ
が
、
皮
肉
な
こ
と

に
そ
の
な
か
の
「
社
会
的
妥
協
の
粉
飾
」
は
、
「
硬
直
し
た
思
想
史
E
2
0
ミ
・

0
2
骨
g

的
接
近
で
は
、
か
れ
〔
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
〕
を
十
分
に
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
マ
ク
フ

7
1

ス
ン
そ
の
他
の
思
想

史
的
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
自
身
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
の
思
想
史
研
究
と

し
て
、
本
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
け
っ
か
、
こ
の
論
文
の
前
後
の
二
論
文
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る

文
学
的
接
近
(
主
と
し
て
、
訊
刺
・
逆
説
・
皮
肉
の
分
類
整
理
)
が
、
い

か
に
無
意
味
で
あ
る
か
が
、
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
研
究
史
の
比
較
的
新
し
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
回
中
敏
弘
「
最
近
の
マγ
デ

ヴ
ィ
ル
研
究
に
つ
い
て
」
経
費
子
論
究
、
昭
和
四
七
年
七
月
(
一
一
六
巻
二
号
)
。

(
2
)
出
・
宮
B

円
0
・
昌
:
S
E
V
S

久
匂
電
話
ミ
ミ
s
E
F

・
O
・
C
・
司
・

s
a
-
-
l
'
マ
シ
デ
グ
ィ
ル
の
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い
著
作
に
照
明
を
あ
て
た
も

の
と
し
て
、
戸
戸
の

g
r
・
切
司
言
え
』h
g
b
e
ミ
3
2
0
唱
吋

O
H
r
同
由
討
・



以
上
ニ
冊
の
書
評
と
し
て
、
冨
-
T
n
F
P
O
間
同g
g

品

g
n
E
Z
oロ
宮

神
宮
内
山
間
Z
R
E
V
2

口
Z

タ
|
冨
自
分

a
z
o
-て
暗
号

E
0
4
ι
n
g同u
E
E
n

Z
ロ
何
回
円
九
旬
、

2
3
E
N
。
h
b
賞
。
ミ
ミ
位
向
島
w
k
F同M
E
-
-
p
g
gま・

海外研究動向

プ
ラ
イ
マ
l

の
序
文
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
に
対
す
る
道
徳
家
・

宗
教
家
の
非
難
が
た
か
ま
っ
た
の
は
、
一
七
二
三
年
に
、
『
蜂
の
寓
話
』
に

「
慈
善
お
よ
び
慈
善
学
校
論
」
が
つ
け
ら
れ
て
か
ら
で
あ
り
、
フ
ィ
l

ル

デ
ィ
ン
グ
そ
の
他
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
「
悪
魔
の

化
身
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ィ
l

ル
デ
ィ
ン
グ
も
、
ジ
ョ
ン
ス
ン
や

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
を
注
意
ぷ
か
く
検
討
し
た
の
で
あ

っ
て
、
か
れ
ら
が
表
面
上
は
7
ン
ド
グ
ィ
ル
の
「
誤
謬
」
を
克
服
し
た
と

き
も
、
影
響
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の

ば
あ
い
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期

の
お
上
品
ぶ
り
に
よ
っ
て
き
ら
わ
れ
た
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
マ
ツ
ド
ヴ
ィ

ル
の
人
気
は
、
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
代
人
で
あ
る
デ
フ
ォ
ゥ
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、

ポ
|
プ
ら
の
人
気
に
、
お
よ
ば
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
マ
ン
ド
グ

イ
ル
の
人
間
像
が
あ
き
ら
か
で
な
く
、
作
品
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
た
ず
、

ほ
と
ん
ど
匿
名
で
発
表
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
事
情
の
ほ
か
に
、
名
声

が
多
様
に
分
岐
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
評
価
が
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
げ
ら

れ
る
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
や
デ
フ
ォ
ウ
の
名
声
も
多
様
だ
と
は
い
え
、
主
要
な

業
績
が
文
学
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
は
、
ケ
イ
に
よ
る
復
興
以
来
、

思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
支
配
的
で
、
文
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
フ
ィ
リ

223 

ッ
プ
・
ハ
l

ス
(
ペ
ン
ギ
ン
版
『
蜂
の
寓
話
』
の
編
者
)
の
論
文
「
『
蜂
の

寓
話
』
の
訊
刺
的
目
的
」
(
『
一
八
世
紀
研
究
』
第
二
号
、
一
九
六
九
年
)

に
よ
っ
て
、
開
始
さ
れ
た
に
す
安
与J
、
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の

な
か
で
さ
ら
に
、
経
済
、
政
治
、
哲
学
、
道
徳
、
宗
教
な
ど
に
分
裂
し
て

い
る
。
「
か
れ
〔
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
〕
は
、
理
論
家
と
し
て
、
社
会
科
学
の

あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
ど
の
個
別
社
会
科
学

者
も
、
か
れ
の
成
果
の
広
さ
と
値
う
ち
を
、
完
全
に
表
現
し
て
い
な
い
の

だ
。
」

た
と
え
ば
ハ
イ
エ
ク
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
を
ヒ
ュ
l

ム
の
社
会
哲
学
の

先
駆
者
と
し
て
、
た
か
く
評
価
す
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
、
訊
刺
を
、
マ
ン

ド
グ
ィ
ル
の
出
発
点
と
し
て
し
か
、
み
と
め
な
い
し
、
ま
た
、
「
マ
ン
ド
ヴ

イ
ル
が
主
と
し
て
道
徳
家
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
か
れ
の
主
要
な

業
績
の
評
価
へ
の
、
主
要
な
障
碍
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ロ
ー

ゼ
ン
パ
l

グ
そ
の
他
の
経
済
思
想
史
家
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
菰
刺
的
意

図
を
、
ほ
と
ん
ど
ま
た
は
ま
っ
た
く
顧
慮
し
な
い
。
た
だ
、
も
っ
と
も
重

要
な
例
外
は
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
て
(
こ
の
論
文
集
に
寄
稿
す
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
死
が
そ
れ
を
不
可
能
に
し
た
〉
二
九
五
三
年
の
序
文
で
、

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
倫
理
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
か
れ
の
リ
パ
ー
テ
ィ
ニ
ズ
ム

を
か
く
す
た
め
の
、
仮
面
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

訊
刺
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

文
学
的
立
場
か
ら
の
研
究
は
、
ほ
ぽ
一
貫
し
て
、
マ
シ
ド
グ
ィ
ル
の
訊

刺
を
強
調
す
る
が
、
こ
の
論
文
集
の
な
か
で
は
、
ピ
ン
カ
ス
が
、
文
学
的

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
な
が
ら
、
『
蜂
の
寓
話
』
は
訊
刺
で
あ
る
か
と
い
う
疑

問
を
だ
し
て
い
る
(
た
だ
し
、
あ
と
で
ふ
れ
る
余
裕
が
な
い
か
ら
こ
こ
で
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の
べ
て
お
く
と
、
ピ
ン
カ
ス
は
、
楓
刺
で
は
な
く
て
逆
説
で
あ
る
と
、
主

張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
れ
自
身
も
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
、

「
定
義
の
問
題
」
に
す
ぎ
な
い
〉
。

プ
ラ
イ
マ
l

は
、
文
学
的
研
究
が
つ
ぎ
の
時
代
の
研
究
者
に
対
し
て
、

モ
デ
ル
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
「
し
か
し
、
以
下
の
論
文
の
大
部
分

に
お
い
て
支
配
的
な
、
思
想
史
的
観
点
か
ら
の
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
研
究
が
、

こ
の
分
野
を
支
配
し
つ
ず
け
る
こ
と
も
ま
た
、
予
想
さ
れ
る
」
と
い
う
。

か
れ
が
、
は
じ
め
の
プ
ラ
ン
よ
り
、
お
く
れ
、
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
と
き
の
、
は
じ
め
の
窓
図
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
は
、
し
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
こ
の
論
文
集
が
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
研
究
の
現
段
階
に
お
け
る
多

様
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
多
様
性
の
架
橋

の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ヴ
ァ
イ
ナ
l

の
、
寄
稿
が
な
か
っ
た

こ
と
は
、
編
者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
読
者
に
と
っ
て
も
、
残
念
で
あ
る

.
‘
。

品
μ

は
じ
め
の
三
論
文
が
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
っ
か
う
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
小

著
と
は
、
『
仮
面
を
は
が
れ
た
処
女
』
(
一
七O
九
〉
、
『
ヒ
ポ
コ
ン
ド
リ
ア

と
ヒ
ス
テ
リ
ア
の
情
念
』
(
一
七
一
一
)
、
『
公
娼
の
擁
護
』
(
一
七
二
四
)

で
あ
る
。

『
仮
閣
を
は
が
れ
た
処
女
』
は
、
伝
統
的
な
ポl
ノ
グ
ラ
フ
ィ

1

の
題

名
と
形
式
を
も
ち
な
が
ら
、
当
時
と
し
て
は
例
外
的
な
、
女
性
解
放
論
で

あ
っ
て
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
、
「
推
理
カ
に
お
い
て
、
女
は
男
に
け
っ
し
て

対
抗
で
き
な
い
。
:
:
:
女
は
、
読
み
書
き
が
で
き
れ
ば
、
知
識
に
か
ん
し

て
そ
れ
以
外
の
教
育
を
う
け
な
い
が
、
女
が
や
め
る
と
こ
ろ
か
ら
男
は
出

発
す
る
。
か
れ
ら
は
、
学
校
や
大
学
に
お
く
ら
れ
て
、
知
的
能
力
を
補
修

さ
れ
と
ぎ
す
ま
さ
れ
て
か
ら
は
じ
め
て
、
自
分
た
ち
の
仕
事
を
ま
か
せ
ら

れ
る
の
だ
」
と
い
う
。
か
れ
に
と
っ
て
、
自
己
認
識
だ
け
が
、
知
識
に
よ

る
解
放
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
り
、
他
方
で
(
『
慈
善
お
よ
び
怒
普
学
校

論
』
で
の
べ
て
い
る
よ
う
に
)
、
従
属
的
地
位
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
人
び

と
に
は
、
こ
の
知
識
を
あ
た
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
教
育
に
よ
る
女
性
解
放
論
は
、
当
時
の
大
衆
小
説
の
女

性
論
と
す
る
ど
く
対
立
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
中
の
女
性
が
「
私
は

危
険
な
実
験
を
こ
の
ま
な
い
」
と
か
た
る
と
き
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
女
性

解
放
も
そ
こ
で
停
止
す
る
。
筆
者
(
の
日
仏g
ω

・
4
w
Z
S

も
こ
の
女

性
論
を
、
思
想
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
、
し
て
い
な
い
。
そ
れ

<1v

は
、
女
性
史
が
歴
史
た
り
う
る
か
、
と
い
う
問
題
に
も
関
係
す
る
で
あ
ろ

。

〉
フ

第
二
論
文
(
C
・m
-
知
0
5
8
2
)
が
と
り
あ
げ
た
『
ヒ
ポ
コ
ン
ド
リ
ア
、

ヒ
ス
テ
リ
ア
論
』
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
イ
ギ
リ
ス
に
き
て
か
ら
か
い
た
、

唯
一
の
医
学
的
論
文
で
あ
る
が
、
グ
ヨ
ン
ス
ン
が
ほ
め
た
だ
け
で
、
医
学

史
上
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
七
、
一
八
世
紀
に
か
な
り
出
版

さ
れ
た
類
書
の
な
か
で
、
こ
の
本
は
、
医
学
に
お
け
る
観
察
と
経
験
の
優

位
を
と
き
、
医
療
問
題
の
社
会
的
側
面
を
指
摘
し
た
点
で
、
抜
群
で
あ
る

と
ル
ソ
ー
は
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
最
近
の
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル

研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
認
刺
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

本
に
は
、
わ
る
い
医
師
、
わ
る
い
患
者
、
虚
偽
の
医
学
理
論
へ
の
訊
刺
が

み
ち
て
い
る
し
、
他
方
で
は
、
医
師
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
自
伝
と
み
ら
れ
る
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部
分
も
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ふ
く
め
て
、
医
師
の
役
割
を
え
が
い
た

文
献
と
し
て
は
、
こ
れ
は
、
お
な
じ
く
医
師
で
あ
っ
た
ス
モ
レ
ッ
ト
の
作

品
と
な
ら
ぶ
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
ル
ソ
!
の
評
価
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
第
二
論
文
の
.
は
あ
い
も
、
医
学
思
想
史
の
な
が
れ
が
は
っ

雪
り
し
な
い
た
め
に
、

7
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
位
置
づ
け
が
で
き
て
い
な
い
。

そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
第
三
論
文

(
E
n
E丘
円
。

o
o
r
)
が
と
り
あ
げ
た

『
会
加
擁
泌
論
』
は
、
思
想
史
的
位
置
づ
け
が
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、
す
で
に
『
蜂
の
寓

話
』
の
リ
7
l
h
q
H
で
提
起
さ
れ
た
公
娼
論
を
、
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
嬰
ぽ
は
、
ー
l
j

日
教
的
社
会
改
良
家
た
ち
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

売
殺
は
増
加
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
性
病
、
私
生
児
ご
ろ
し
、
道
徳

的
退
出
が
m
加
す
る
。
非
合
法
な
性
へ
の
欲
求
が
、
た
ん
な
る
法
律
に
よ

っ
て
は
抑
圧
で
き
ぬ
ほ
ど
に
つ
よ
い
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
公
娼
制
度
に
よ

っ
て
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
社
会
的
容
悪
を
最
小
限
度
に
く
い
と
め

る
べ
き
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
「
風
俗
改
持
協
会
」
の
紳
士
た
ち
に
献
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
宗
教

促
進
案
』
(
一
七
O
八
)
に
お
け
る
ス
ウ
ィ

7
b

と
と
も
に
、
「
協
会
」
の

偽
怒
と
旅
館
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ク
ッ
ク
は
、
こ
の
パ
ン
y

レ
ッ
ト
の
公
娼
論
が
重
商
主
義
的
で
あ
る
と

い
い
、
7
ン
ド
グ
ィ
ル
の
意
図
は
、
性
の
商
品
化
を
重
商
主
義
的
に
主
張

す
る
こ
と
の
こ
っ
け
い
さ
を
通
じ
て
、
重
商
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
自
身
も
重
商
主
義
者
で
あ
っ
た

か
ら
、
「
あ
き
ら
か
に7
y
ド
グ
ィ
ル
が
、
か
れ
の
や
り
か
た
の
不
一
致
に
、

気
づ
か
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
あ
る
程
度
の
自
噺
が
ふ
く
ま
れ
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て
い
る
し
、
そ
の
点
で
『
擁
護
論
』
は
、
若
干
の
重
商
主
義
者
の
ユ
ー
モ

ア
欠
如
へ
の
、
遠
ま
わ
し
の
攻
撃
を
ふ
く
む
の
で
あ
る
」
と
、
ク
ッ
ク
は

い
う
が
、
じ
つ
は
ま
さ
に
こ
こ
が
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
解
釈
の
わ
か
れ
目
な

の
で
あ
っ
て
、
か
れ
が
楓
刺
家
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
文
学
的
研

究
者
に
指
摘
し
て
も
ら
う
ま
で
も
な
く
、
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
訊
刺
の
攻
撃
目
標
が
、
だ
れ
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。

ク
ッ
ク
は
、

7
y

ド
ヴ
ィ
ル
の
目
標
を
誤
認
し
て
い
る
か
ら
、
売
春
の

重
商
主
義
的
と
り
あ
っ
か
い
の
こ
っ
け
い
さ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
も

ち
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
第
六
論
文
「
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
と

頭
脳
の
な
か
の
理
想
社
会
」
(
〉
・
∞
宮nr
)は
、
「
風
俗
改
善
協
会
」
と
そ

れ
へ
の
諸
批
判
(
デ
フ
ォ
!
、
サ
シ
ェ
ヴ
ァ
ラ
ル
、
7
ン
ド
グ
ィ
ル
)
の

性
格
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筋
の
と
お
っ
た
説
明
を
あ
た

え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ッ
グ
↓
重
商
主
義
↓
都
市
化
と
い
う
系
列

に
お
い
て
、
ウ
ィ
ッ
グ
が
経
済
的
繁
栄
と
都
市
化
を
の
ぞ
み
な
が
ら
、
都

市
化
に
と
も
な
う
(
と
き
に
は
そ
れ
が
必
婆
と
す
る
〉
諸
悪
徳
を
非
難
す

る
こ
と
の
矛
盾
を
、
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
は
つ
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
自
身
も

ま
た
、
重
商
主
義
者
で
あ
り
、
第
七
論
文
「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
政
治
学
」

{
出
・
寸-
U
W
E
目
印
O
ロ
)
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー

ル
体
制
の
さ
め
た
支
持
者
で
あ
っ
た
が
、
自
噸
の
的
に
な
る
よ
う
な
矛
盾

を
お
か
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

(
1
)
水
回
珠
枝
『
女
性
解
放
思
想
史
の
歩
み
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
一
一
一
年
二
了

八
ペ
ー
ジ
予
言
。

鐙
』
王
道

司
/
一
吾
‘
-
J
J
，

T
J
・
主

J
J
・

J
d
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四

宗
教
と
倫
理
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
第
四
論
文
「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
お
け

る
宗
教
と
倫
理
」
(
冨
・
同-r
n
Sと
第
五
論
文
「
信
仰
、
真
剣
さ
、
道
徳

性
|
|
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
と
ベ
イ
ル
)
宙
・U
-
H
5
2
)の
う
ち
、
前
者
は
、

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
宗
教
そ
れ
自
体
で
は
な
く
人
間
行
動
の
一
側

面
と
し
て
の
そ
れ
が
、
関
心
事
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
か
ら
、
宗
教
問
題

を
棚
あ
.
け
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
論
旨
き
わ
め
て
単
純
で
と
り
あ
げ

る
に
値
い
し
な
い
が
、
後
者
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
を
ベ
イ
ル
と
比
較
し
つ

つ
、
か
れ
が
ペ
イ
ル
よ
り
も
現
世
的
で
、
そ
の
た
め
に
、
個
人
的
道
徳
と

社
会
的
道
徳
と
を
き
り
は
な
す
こ
と
に
な
っ
た
と
、
指
摘
す
る
。
た
し
か

に
そ
の
意
味
で
は
、
「
私
忍
は
公
益
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル

の
特
異
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
あ
ら
わ
す
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
論

文
は
、
お
わ
り
の
方
で
、
私
悪
を
公
益
へ
と
操
作
す
る
こ
と
が
福
音
の
戒

律
と
一
致
す
る
と
は
お
も
わ
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
、
筆
者
の
宗
教
諭

が
で
で
き
て
、
ぷ
ち
こ
わ
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。

第
八
論
文
「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
と
ウ
ィ
ザ

l

」
口
・
〉
・
巧
・
の
ロ
ロ
ロ
)
は
、

イ
ギ
リ
ス
で
最
初
に
『
蜂
の
寓
話
』
を
か
い
た
、
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ア
リ

タ
ン
、
ゥ
ィ
ザ
1

の
神
慮
の
概
念
と
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
意
図
さ

れ
な
い
結
果
の
実
現
と
い
う
概
念
と
を
中
心
に
、
両
者
を
比
較
す
る
。
お

も
し
ろ
い
視
点
で
は
あ
る
が
、
歴
史
的
段
階
の
ち
が
う
ウ
ィ
ザl
の
政
治

論
を
も
ち
だ
し
て
、
私
惑
と
公
益
の
問
題
を
論
じ
て
も
、
あ
ま
り
意
味
が

あ
る
ま
い
。
第
九
論
文
「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
と
デ
フ
ォ
ウ
」(
H
o
Z
M
m
o
v
m
H

神

宮
8
8
)
は
、
両
者
の
対
立
を
強
調
す
る
通
説
に
対
し
て
、
共
通
性
を
指

摘
し
、
第
一
O
論
文
「
マ
ン
ド
グ
ィ
ル
と
シ
ャ
ー
プ
ツ
ペ
リ
」
(
H
Zぽ

M
M岡
山
田
町
同
)
も
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
が
、
通
説
と
は
ち
が
っ
て
、
ジ
ャ

l

フ
ツ

ベ
リ
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
反
援
は
、
む

し
ろ
依
存
の
お
お
き
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
か
ら
き
た
の
だ
と
い
う
。
第
一

一
論
文
「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
」(P
O
喝
叩
ロ
邑
骨
広
岡
町
)

で
は
、
ヴ
ォ
ル
テ

1

ル
の
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
へ
の
依
存
が
、
あ
き
ら
か
に
さ

れ
る
。
ベ
イ
ル
も
ふ
く
め
て
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
と
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
を
比

較
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
こ
そ
、
意
味
を

も
つ
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
う
要
素
が
な
い
の
で
、
平
板

な
異
同
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。

第
一
ニ
論
文
「
っ
き
さ
し
、
あ
る
い
は
う
つ
も
の
|
|
『
蜂
の
寓
話
』

に
お
け
る
散
文
の
文
体
」
9
0
官
民
〉

E
q
g
、
第
一
一
一
一
論
文
「
社
会
的

妥
協
の
粉
飾
|
|
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
楓
刺
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」

(
列
。σ叩
呂
田
・
出
品
在
日
)
、
第
一
四
論
文
「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
逆
説
」

Q
E
】
仲
間
M

盟
国
r
g
)
は
、
は
じ
め
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
文
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
窓
図
が
訊
刺
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
と
、
か
れ
の
思
想
史
的
研
究
の
成
果
と
の
あ
い
だ
に
、
な
に
も

矛
盾
は
な
く
、
楓
刺
の
対
象
、
具
体
的
意
味
は
、
思
想
史
的
研
究
な
し
に

は
、
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ
、
文
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
を

き
り
は
な
す
の
か
は
、
理
解
で
き
な
い
。
き
り
は
な
す
こ
と
の
不
毛
性
を

第
一
二
、
一
四
論
文
が
立
証
し
、
結
合
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
、
第
一
一
一
一

論
文
が
立
証
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
一
一
一
論
文
は
、
マ
ク
フ

ァ
l

ス
ン
の
『
所
有
個
人
主
義
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
主

要
攻
撃
目
標
が
、
ア
デ
ィ
ス
ン
、
ス
テ
ィ
l

ル
(
お
よ
び
シ
ャ
ー
プ
ツ
ベ



リ
、
ハ
チ
ス
ン
)
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
自
己
欺
附
性

に
あ
る
こ
と
を
、
あ
き
ら
か
に
し
、
つ
い
で
に
、
名
誉
概
念
の
近
代
化
を

め
ぐ
る
ア
デ
ィ
ス
ン
、
ス
テ
ィ
!
ル
対
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の

対
立
に
ふ
れ
て
い
る
(
こ
の
部
分
の
論
旨
は
、
あ
ま
り
明
快
で
は
な
い
)
。

全
休
と
し
て
み
る
と
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
、
と

き
ど
き
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
影
が
う
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
く
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
へ
の
菰
刺
を
ふ
く
め
た
、
現
実

是
認
が
、
7
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
基
本
的
立
場
だ
と
す
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

現
実
の
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
拒
否
の
は
い
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
あ
と
が
きl
l

書
評
と
し
で
か
か
れ
た
も
の
を
こ
こ
に
転
用
し
た
。
，
、
。

3
a

向

。
H
H
b嶋
田
町
公
司
阿
久
、r

・

N
R
e
b
-に
掲
成
予
定
の
書
評
と
は
、
ま
っ
た
く
の
別

稿
で
あ
る
。
〉
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公
募
論
文
執
筆
・
送
付
要
領

一
、
論
文
提
出
の
資
格
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。

二
、
締
切
日
は
三
月
末
日
。
送
付
先
は
社
会
思
想
史
学
会
事
務
局
。

一
二
、
枚
数
は
、
二
百
字x

一
O
O
枚
以
内
。

四
、
原
稿
用
紙
は
二
百
字
詰
。
タ
テ
書
き
。

五
、
注
は
各
節
ご
と
に
、
注
(
1〉
(
2
)
(
3
)
:
:
:
と
入
れ
る
。

六
、
引
用
・
参
考
文
献
の
示
し
方

①
洋
書
単
行
本
の
ば
あ
い

同
・
宮
田
岡M
U

。
、
忠
良
品
句
向
丸
亀
岡
忌
忌
丸
町
、
民
守
口
町
寄
与

S

O
』f
o
g
s
p盟
問
H
N
4
a
v
p
3
E
w
ω
ω・叶
切i
m
-
(高木
監
訳

『
経
済
学
批
判
要
綱
』
付
大
月
書
店
、
一
九
五
八
年
、
七
九
ペ

ー
ジ
)
。

②
洋
書
雑
誌
論
文
の
ば
あ
い

司
・
寸
書
何
回w
H
h
g
E
B
B
円
四
国
E

哲
也
自
の
己
S
F
g

同J
r
』
『S

同
H
S
時
ミ
官
諸
むE
立
町
、
宮
〈O
】
・5
Z
0

・
右


k
p
g
g自
国
同
志

M
・
M
M
-
B∞・

③
和
書
単
行
本
の
ば
あ
い

丸
山
真
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
第
二
版
、
未
来
社
、

一
九
六
四
年
、
一
回O
l
一
ペ
ー
ジ
。

@
和
書
雑
誌
論
文
の
ぱ
あ
い

坂
本
慶
一
「
プ
ル
l

ド
ン
の
地
域
主
義
思
想
」
、
『
現
代
思

想
』
五
巻
、
八
号
、
一
九
七
七
年
、
九
八
ペ
ー
ジ
以
下
。
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【
編
集
後
記
】

社
会
思
想
史
学
会
年
報
の
創
刊
号
を
会
員
の
皆
様
に
お
届
け
い
た
し
ま

す
。
今
秋
の
大
会
に
間
に
合
わ
せ
よ
う
と
努
力
し
た
の
で
す
が
、
何
分
に

も
創
刊
号
の
こ
と
と
て
、
い
く
つ
か
の
困
難
に
ぶ
つ
か
り
、
今
日
に
い
た

り
ま
し
た
。
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
会
員
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
大
巾
に
刊
行
が
お
く
れ
ま
し
た
こ
と
を
全
会
員
に
深
く
お
詫
び

し
ま
す
。

付
年
報
は
、
御
覧
の
よ
う
に
、
大
会
の
報
告
と
討
論
を
中
心
に
編
集
し
、

名
実
と
も
に
学
会
の
機
関
誌
で
あ
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
た
。

同
年
報
は
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
に
出
版
を
お
願
い
し
、
引
受
け
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
編
集
を
学
会
が
担
当
し
、
ミ
、
不
ル
グ
ァ
書

房
が
、
造
本
、
販
売
を
担
当
し
ま
す
。

国
編
集
は
、
水
田
洋
代
表
幹
事
の
最
終
責
任
の
下
に
、
山
下
畿
、
柴
田

三
千
雄
、
横
山
車
夫
、
平
井
俊
彦
の
四
常
任
幹
事
が
担
当
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
原
稿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
司
会
者
の
責
任
に
お
い
て

作
成
し
ま
し
た
。

同
大
会
で
の
討
論
で
、
若
干
の
発
言
者
が
名
前
と
所
属
を
名
の
ら
れ
な

か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
不
明
確
で
あ
っ
た
ば
あ
い
、
せ
っ
か
く
の
質
問

者
が
氏
名
不
詳
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
大
会
で
発
言
さ
れ
る
と

き
に
は
、
は
っ
き
り
、
名
前
と
所
属
を
い
っ
て
下
さ
い
。

的
論
文
は
公
募
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
八
人
の
方
か
ら
投
稿
し
た
い
と

の
希
望
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
、
実
際
に
論
文
を
提
出
さ
れ
た
会
員

,

t 

は
四
名
で
す
。
四
つ
の
論
文
に
つ
い
て
、
編
集
委
員
会
に
は
か
り
、
掲

載
し
た
三
論
文
を
採
用
し
ま
し
た
。

同
論
文
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
会
員
か
ら
投
稿
し
て
い
た
だ
く
よ
う
切

望
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
枚
数
制
限
を
厳
守
し
て
下
さ
い
。
今
回
は
、

こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
の
で
、
論
文
に
長
短
が
あ
り
ま
し

た
。
長
い
論
文
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
会
員
に
は
、
け
ず
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

同
編
集
方
針
お
よ
び
執
筆
依
頼
は
、
幹
事
会
お
よ
び
常
任
幹
事
会
で
決

定
し
ま
す
。
何
分
に
も
不
慣
れ
で
す
の
で
、
多
く
の
会
員
の
方
か
ら
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
待
っ
て
お
り
ま
す
。
編
集
に
つ
い
て
、
展
望
、
書
評
、

海
外
研
究
動
向
な
ど
の
テ
!
?
や
執
筆
者
そ
の
他
な
ん
で
も
、
御
意
見

を
お
よ
せ
下
さ
い
。
充
分
に
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
く
つ
も
り
で
す
。

同
学
会
の
財
政
的
基
盤
が
ま
だ
弱
い
の
で
、
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
会

員
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
原
稿
料
を
差
上
げ
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ

ん
。
今
後
、
な
ん
ら
か
の
改
善
策
を
考
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。

(
平
井
俊
彦
)

所自 葬人

天杉 社七九想

有書事 会 史理 出由 息国・七年T 究研① 
時 想一
報信水史万

回学ニ

社夫き会 I
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• 新「マyレクス=エンゲ〉レス全集」
〈好評発売中> Marx Engels Gesamtausgabe (MEGA) ca. 100 Bd巳

第 II部第 1 巻『グルントリッセ』第 1 分冊
Abt. II/Bd. 1: K.rl Marx: ﾖkonomische M山田kripte 1857一関 (Grundri時e). 2τ'extteile u. Apparatb舅de. 

T.n 1. Mit broschierten Teil.ppar.t. 29; 464 S. 1976 在噂) Ln. ￥2 1.600 
1857司弱年四ノート r~ルントリッセJ: 鮪 1 分冊に I~ r貨幣にかんする章J， r資本にかんする章」町第 l 綱パスティア
とケ宇リ J ， r経済学批判へ円序説 (1857年 8 月 )J を収録.

第 II 部第 3 :11' r経済学批判ノート』第 1 分冊
Abt. II/Bd. 3 I Karl M.rx: Zur Kritik der politisch叩凸konomie. M.nuskript 1861 bi. 1863. 6 Teile u. App.ratbd. 

T、UL τ'ext der Hefte I-V. 29; 499 S. 1976 在庫) Ln ￥2\，600 (Tei/ 2.6 in Vorb.) 
1861 ー悶年l1J r経椅学批判』ノートn冊(資本陣町篇 2 由i事情草稿);!廟 1分冊には貴本鎗輔 1唱13輩までにあたる部分ま
でのノートを収録. (この躯 3 '11テキスト部分は 6 分冊で刊行. 1112 -4 分冊は剰余価値学脱史.蝋 5 分冊は草稿鱒15-
18冊.陣 6 分冊は車輪峨19-23冊).

MIV部第 1 巻 QS42牟までの抜さ奮さ・ノ -h
AbιIV Iﾘd. 1: K.rl M町x/Friedrich Engel.: Exzerpte und Notizen bis 1842. 1047 S目 1972 Ln. ￥21 ，600 

マルクス向1836-41年rnベルリン大学時代的ノート.エンゲルス肉1841 一位年内宗敏史研究など若きふたり同思想形成同

研究に貴重な責科を収録.

1 ・マルクス=ェシグJレス年報 Marx.・Engels-J曲油田札 、 千個別，080
H 問E目. von den Instituten 何Ir M.rxi.mus.Leninism.....beim ZK der KPdSU und beim ZK der SEO. c.. 600 S. (Olet., EG) 
Bd.11978 

よDi出社日本総代理店

.1 

東京郷千代田区神国神保町2 円 2

振替車京4-1000ω番電話ω(2臼 )7531番店書東極
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-創業45周年記愈出版

"西洋をきずいた書物 i
. PRINTING AND THE MIND bFMAN 

OJ. カーター， P.H.ムーア編
>1:>西洋書誌研究会訳

この本のそもそもは， ]963年 7 月に活版印刷発明 500 年を記念
Lτ. 回以ドンで開催された「国際印刷機械及び関連産業展J I二

小際し τ. 西欧文明を築いた書物として探定展陳寄れた書物(424
L 項目約485?'イ'トル}を似せた小包鍬が土台とEなるのです.それ
に，たっぷり!:充実した解説を付し τ1967年にあらためて刊行

吋，，'， . きれたのが本書てすL ゆったりした大型の堂々た畠本で額り甲
"裂のある参考書です.永〈座右の書 ιして利用するたびに愛措'
んの紙もち書官濁!白書です. (八木住吉すいぜん文より}

詳じVυ\仰f♂!νJjJIfii;:e1尽与湘A4 判:山、Jよ:岱総クロス装函入り以'.:..40ω0買 ".，~、一

;治;五hμに以Aパふ川;己、川:3ピ、，'~-川:~-:
;布?符4七J占入誠泌'~Yペ咋:Y;i流j拡与容定~:了汁戸で可そ乃戸貯:ナ手内よ匂矧 "1

干160 ft357-1411 吋
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