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正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
ぺ
き
か

，-、

一一、._/

教
条
主
義
批
判
を
装
っ
た
修
亙
主
義

!
1

山

本

よL

ま

え

が

予
備
的
注
意

榊
氏
に
よ
る
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
批
判
(
そ
の
一
)
:
:
・
(
以
上
、
本
誌
第
二
十
一
巻
第
一
号
所
載
)

榊
氏
に
土
る
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
」
の
批
判
(
そ
の
こ
)
:
(
以
上
、
本
号
所
載
)

桝
氏
に
よ
る
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
批
判
(
そ
の
三
)

榊
氏
に
よ
る
拙
著
『
構
造
改
一
革
論
批
判
』
の
批
判
(
そ
の
四
)

榊
氏
に
よ
る
修
正
主
義
批
判

榊
氏
の
「
教
条
主
義
批
判
」
の
零
観
的
意
義

む

す

び

さ

第
三
節

榊
氏
に
よ
る
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』

の
批
判
(
そ
の
こ
)

榊
氏
が
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
を
批
判
す
る
攻
撃
論
文
1

「
修
正
主
義
批
判
を
装
っ
た
教
条
主
義
」
|
の
冒
頭
に
か
か
げ
ら
れ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

た
主
張
、
す
な
わ
ち
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

一
一
ン
主
義
者
」
が
「
た
え
ず
右
翼
日
和
見
主
義
、
修
正
主
義
と
た
た
か
っ
て
き
た
。

と
り
わ
け
、

こ
の
数
年
来
、
国
の
内
外
で
つ
よ
く
現
わ
れ
て
き
た
現
代
修
正
主
義
に
た
い
し
て
は
先
駆
的
な
闘
争
を
お
こ
な
っ
て
き
た
」

そ
れ
は
事
実
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
全
〈
の
空
文

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、

い
っ
た
い
、

と
い
う
主
張
が
、

句
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
前
橋
で
み
た
よ
う
に
、
適
切
な
事
例
に
よ
っ
て
み
ご
と
に
実
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
一
っ
て
、

そ
れ
は
、

lま

か
で
も
な
い
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
理
論
政
治
誌
「
前
衛
」
第
一
八
二
号
(
一
九
六
一
年
六
月
)
の
巻
頭
論
文
「
日
本
の
『
構
造
改
革
論
』
者

に
よ
る
マ
ル
ク
ス
リ
レ

i
ユ
ン
主
義
の
わ
い
曲
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、

ソ
同
盟
共
産
党
第
二

O
回
大
会
の
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
同
志
」

の
報
告
を
ば
完
全
に
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
」
に
合
致
し
た
も
の
と
断
定
し
、
こ
れ
を
積
極
的
に
支
持
し
、
こ
の
「
正
し
い
マ
ル
ク

ス
・
レ

I
ニ
ン
主
義
し
的
報
告
を
「
わ
が
国
の
『
構
造
的
改
革
論
』
者
」
が
「
歪
曲
」
し
て
い
る
と
い
っ
て
、
後
者
を
非
難
攻
撃
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
現
代
修
正
主
義
」
の
巨
頭
の
報
告
と
「
先
駆
的
な
闘
争
」
を
お
こ
な
う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、

」
れ
に
「
先

駆
的
な
支
持
、
賛
辞
」
を
与
え
、
こ
れ
を
積
極
的
に
擁
護
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
一
九
五
六
年
の
第
二

O
回
大
会
当
時
か
ら
次
第
に
発
展
し

てお口、

一
九
六
一
年
一

O
月
の
第
二
二
回
大
会
で
体
系
化
を
と
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
し
と
榊
氏
に
よ
っ
て
断
定
さ
れ
た

「
プ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
代
表
さ
れ
る
現
代
修
正
主
義
」
の
正
体
を
見
ぬ
く
こ
と
、
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
ば
か
り
か
、

こ
れ
を
克
全
な
「
マ
ル

ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
」
だ
と
主
張
し
て
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る
こ
の
論
文
、
「
わ
が
国
の
『
構
造
的
改
革
論
』
者
」
に
と
っ
て
、
「
フ

、(
1
)

ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
お
よ
び
「
イ
タ
リ
ア
の
道
」
が
唯
一
絶
対
の
理
論
的
安
柱
と
な
っ
℃
い
る
と
い
う
事
実
が
全
然
理
解
で
き
な
い
ば
か

り
カ込

こ
の
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
お
よ
び
「
イ
タ
リ
ア
の
道
」
を
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

1

ニ
ン
主
義
L

理
論
だ
と
し
て
、

こ
れ
を
も
っ

て
「
わ
が
国
の
『
構
造
改
革
論
』
者
L

を
批
判
で
き
る
と
考
え
、

ま
た
事
実
…
批
判
し
て
い
る
こ
の
論
女
、
ー
こ
れ
は
ま
た
、

な
ん
と
お
ど

ろ
く
べ
き
「
現
代
修
正
主
義
」
追
随
H

擁
護
論
の
典
型
的
な
論
文
で
あ
る
と
と
か
!

と
こ
ろ
で
、

」
の
論
文
の
執
筆
者
は
、
骨
の
髄
か



ら
の
反
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
で
あ
ろ
う
か
つ

い
や
、

と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

」
の
論
文
の
著
者
は

誰
あ
ろ

ぅ
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
で
あ
り
輝
や
か
し
い
「
指
導
者
」
で
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
袴

国
里
見
氏
そ
の
ひ
と
な
の
で
あ
る
。

(
1
)

こ
の
事
実
こ
そ
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
と
そ
わ
た
し
は
、
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
冒
頭
の
「
序
」
の
ま
っ
さ
き
に
、

「
本
書
は
こ
ん
に
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
の
な
か
で
の
代
表
的
な
修
正
主
義
的
理
論
と
し
て
世
界
的
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
構
造
改
革

論
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的
内
容
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
み
ず
か
ら
構
造
改
革
論
と
名
の
っ
て
い
る
日

本
の
代
表
的
な
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
』
た
ち
の
主
張
と
、
そ
の
国
際
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
ソ
同
盟
共
産
党
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
共
産
党
の
現
指
導
層

の
平
和
革
命
論
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
も
っ
と
も
正
統
的
な
構
造
改
革
論
で
あ
る
。
L

(

前
出
、
一
ベ

l
ヅ
)

と
述
べ
て
、
こ
の
「
国
際
的
支
柱
」
た
る
「
平
和
革
命
論
」
の
吟
味
に
そ
の
第
二
章
全
部
を
あ
て
、
そ
の
修
正
主
義
的
本
質
の
究
明
に
カ
を
注
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
榊
氏
は
、
そ
の
著
者
守
現
代
修
正
主
義
と
は
な
に
か
』
の
第
五
章
「
現
代
修
正
主
義
が
大
き
な
国
際
的
潮
流
に
」
の
中
で
、
「
わ
が
国

の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
者
」
と
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
」
と
の
関
連
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。

「
わ
が
国
に
お
け
る
修
正
主
義
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
一
九
五
八
年
の
日
本
共
産
党
第
七
回
大
会
か
ら
六
一
年
七
月
の
第
八
回
大
会
ま
で
の
期
間

に
春
日
庄
次
郎
、
内
藤
知
周
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
反
党
修
正
主
義
者
が
出
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
は
ま
だ
反
党
修
正
主
義
者
を
フ
ル
シ
チ
ョ

フ
ら
が
公
然
と
支
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
よ
ろ
が
、
一
九
六
四
年
段
階
で
は
志
賀
義
雄
、
鈴
木
市
蔵
ら
の
新
た
な
修
正
主
義
者
を
た
き
つ

け
、
こ
れ
を
公
然
と
支
持
す
る
ば
か
り
か
、
か
つ
て
は
支
持
を
『
控
え
』
て
い
た
春
日
、
内
藤
ら
を
も
同
様
に
支
持
す
る
よ
う
に
進
化
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
変
化
も
ま
た
、
ブ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
ユ

l
ゴ
修
正
主
義
へ
の
接
近
・
癒
着
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
代
表
さ
れ
る
現
代
修
正
主
義
潮
流
の
形
成
・

発
展
に
照
応
し
た
も
の
で
あ
る
」
(
前
出
、
一
一

0
ペ
ー
ジ
)
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
現
代
修
正
主
義
」
と
「
わ
が
国
に
お
け
る
修
正
主
義
」
と
の
「
関
連
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
榊
氏
が

と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
ら
」
が
「
わ
が
国
の
修
正
主
義
者
」
を
「
公
然
と
支
持
す
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
、
偲
人
的
・
政
治
的
関

係
だ
け
で
あ
る
。
「
関
連
」
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
偶
人
的
・
政
治
的
関
係
に
ゆ
が
め
、
倭
小
化
し
て
と
ら
え
る
の
は
、
は
た
し
て
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l

ニ
ン
主
義
者
」
と
し
て
正
し
い
態
度
で
あ
ろ
う
か
ワ
榊
氏
は
「
現
代
修
正
主
義
潮
流
」
と
い
う
文
字
を
、
わ
け
わ
か
ら
ず
に
使
っ
て
い
ら
れ
る

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

四

ょ
う
で
あ
る
。
一

i

潮
流
」
と
い
う
こ
と
は
、
主
と
し
て
理
論
的
、
思
想
的
関
連
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
も
の
で
、
人
的
・
政
治
的
関
係
は
二
の
次
ぎ

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
わ
が
国
の
反
党
修
正
主
義
者
」
を
「
た
き
つ
け
、
こ
れ
を
公
然
と
支
持
す
る
」
よ
う
な
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
一
派
」
の
主
張
H

「
報
告
」
を
、
「
公
然
と
支
持
し
し
て
こ
れ
を
り
っ
ぱ
な
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
i

ニ
ソ
主
義
理
論
」
と
し
て
擁
護
す
る
よ
う
な
者
が
い
た
と
し
た
ら
、

榊
氏
は
、
い
っ
た
い
、
こ
の
ひ
と
を
な
ん
と
評
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
?
氏
の
卒
直
な
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
」
的
批
評
を
き
き
た
い
も
の

で
あ
る
。

以
上
の
事
実
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
「
先
駆
的
な
闘
争
を
お
こ
な
っ
て
き
た
L

と
い
う
虚
構
に
も
と
づ
い
て
述
べ
た
て
て
い
ら
れ
る

つ
ぎ
の
主
張
が
、

同
じ
く
空
っ
た
く
根
も
棄
も
な
い
空
文
句
で
あ
っ
て
、
事
実
は
む
し
ろ
そ
の
反
対
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
明
瞭
に

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
修
正
主
義
の
危
険
な
役
割
と
本
質
は
し
だ
い
に
多
く
の
人
び
と
に
理
解
さ
れ
、
修
正
主
義
の
理
論
的
、
実
践
的
破

綻
も
き
わ
め
て
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
」
。

そ
れ
ゆ
え
、
右
の
空
文
句
を
ば
、
事
実
に
合
致
し
た
文
章
に
よ
っ
て
お
き
か
え
る
な
ら
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
ぶ
な
る
で
あ
ろ
う
。
ー
ー
ー

「
右
の
よ
う
な
『
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
同
志
の
報
告
』
の
支
持
、
礼
賛
に
よ
っ
て
修
正
主
義
の
危
険
な
役
割
と
本
質
ほ
人
び
と
に
よ
っ
て
理
解

さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

ま
す
ま
す
隠
蔽
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

わ
が
国
に
お
け
る
修
正
主
義
の
理
論
的
・
実
践
的
勝
利
も
き
わ
め
て
確
実
な

わ
た
し
は
、
行
論
に
お
い
て
、
事
実
を
も
っ
て
右
の
文
挙
が
真
実
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
か
ど

も
の
に
な
っ
て
き
た
L

と
。
そ
し
て
、

う
か
と
い
う
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
榊
氏
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、

な
ん
ら
事
実
を
も
っ
て
裏
付
け
る
こ
と
な
く
、

た
だ
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン

主
義
者
」
が
「
修
正
主
義
と
た
た
か
っ
て
き
た
、
先
駆
的
な
闘
争
を
し
て
き
た
、
そ
し
て
、
そ
の
お
か
げ
で
修
正
主
義
が
理
論
的
・
実
践
的

に
破
綻
し
て
き
た
」
と
述
べ
た
て
た
だ
け
で
、

た
だ
ち
に
筆
先
き
を
転
じ
て
、

「
修
正
主
義
批
判
の
労
作
が
数
多
く
生
ま
れ
て
い
る
が



な
か
に
は
、
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
象
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
と
主
張
さ
れ
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
「
警
戒
す
べ
き
現
象
」
を
説
明
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
、
表
面
的
に
は
修
正
主
義
批
判
を
こ
こ
ろ
み
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
l
-
一
ン
主
義
の
確
固
た
る
立
場
か
ら

そ
れ
を
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
逆
の
誤
っ
た
極
点
か
ら
修
正
主
義
を
『
批
判
』
し
、
そ
れ
自
体
が
有
害
な
教
条
主
義
的
な
い
し
反
マ
ル

ク
ス
主
義
的
見
地
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
い
う
奇
怪
な
現
象
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
な
榊
氏
の
主
張
や
説
明
は
、

わ
た
し
に
は
、
事
実
に
合
致
し
た
、
き
わ
め
て
正
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

最
後
に
つ
け
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
「
有
害
な
教
条
主
義
的
」
と
い
う
文
字
を
削
除
し
た
か
ぎ
り
で
は
、

で
あ
る
c

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、

寸
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
を
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
」
だ
と
し
て
、

」
れ
を
も
っ
て
「
修
正
主
義
批
判
し
を
お
こ
な
う
と
い
う
よ

う
な
「
労
作
が
数
多
く
生
ま
れ
て
い
る
し
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
当
然
「
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現

象
し
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
」
支
持
の
論
文
は
、
「
表
面
的
に
は
修
正
主
義
批
判
を
か
か
げ
な
が
ら
、
実
質
的
に

t土

マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
確
同
た
る
立
場
か
ら
そ
れ
を
お
こ
な
う
の
一
℃
は
な
く
、
逆
の
誤
っ
た
極
点
か
ら
修
正
主
義
を

=;] 

批

判
L口

よ
h

フ
に
、 つ

ま
り
擁
護
し
、
そ
れ
自
体
が
有
害
な
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
い
う
奇
怪
な
現
象
で
あ
る
」
。
ご
ら
ん
の

、
ま
さ
に
、
事
実
に
ぴ
っ
た
り
で
は
な
い
か
。

と
乙
ろ
で
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
グ
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
、
榊
氏
の
お
智
慧
は
、
そ
こ
に
い
ち
は
や
く
「
有
害
な
教
条
主
義
的
」
と
い

う
文
字
を
挿
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
に

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

「
共
産
主
義
の
基
本
原
則
」
を
守
っ
て
そ
の
修
正
主
義
的
歪
曲
に
た
い
し
て
徹
底
的
に
仮
借
な
く
た
た
か
う
真
の
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー

ニ
ン
主
義
」
者
に
た
い
し
て
、
修
正
主
義
者
の
側
か
ら
の
非
難
攻
撃
は
、

い
つ
で
も
き
ま
っ
て
、
真
の
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

1
ニ
ン
主
義

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

ム

ノ¥

者
を
つ
か
ま
え
て
、
「
教
条
主
義
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
ろ
こ
と
に
よ
っ
て
お
ミ
な
わ
れ
る
。
こ
の
ぱ
あ
い
に
は
、
真
の
「
マ

ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
シ
主
義
」
者
が
擁
護
し
て
い
る
「
共
産
主
義
の
基
木
原
則
」
に
つ
い
て
い
っ
さ
い
ふ
れ
る
こ
と
な
し
に
、

し
た
が
っ

て
、
「
共
産
主
義
の
基
本
原
則
」
を
ど
の
よ
う
に
「
教
条
主
義
的
」
に
適
用
し
主
張
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
実
例
を
も
っ
て
示
す
こ

と
な
ど
い
っ
さ
い
せ
ず
に
、

1

i
正
確
に
は
、
一
不
す
こ
と
が
全
く
で
き
な
い
の
で
、

と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
ー
ー
た
だ
や
た
ら
と
レ
ッ
テ

ル
を
は
り
つ
け
る
こ
と
し
か
し
な
い
し
、

ま
た
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
と
い
う
に
、

そ
の
擁
護
し
て
い
る
「
共

産
主
義
の
基
本
原
則
」
が
ど
ん
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
で
も
明
る
み
に
出
る
と
、
当
の
修
正
主
義
者
が
こ
れ
を
完
全
に
歪
曲

し
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
も
は
っ
き
り
と
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

榊
氏
は
じ
め
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
や
そ
の
「
指
導
者
」
た
ち
が
、
現
代
修
正
主
義
と
ど
の
よ
う
に
た
た
か
っ

て
こ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
行
論
に
お
い
て
と
く
と
検
討
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
さ
き
に
あ
げ
た
た
っ
た
一
つ
の

事
実
に
よ
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
が
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

I
ニ
ン
主
義
の
確
聞
た
る
立
場
」
に
立
っ
て
、
「
共
産
主
義
の
基
本
原
則
」
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
上
っ
て
徹
底
的
な
批
判
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
、

む
し
ろ
っ
修
正
主
義
」
左
い
う
レ
ッ
テ

ル
を
他
人
に
貼
り
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
修
正
主
義
支
持
と
い
う
実
質
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
共
産
主
義
の
基
本
原
則
」
を
明
確
に
寸
る
こ
と
な
し
に
「
修
正
主
義
」
の
レ
ッ
テ
ル
を

は
り
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
修
正
主
義
批
判
」
の
形
式
を
と
っ
て
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
修
正
主
義
と
徹
底
的
に
闘
争
し
て
い
な
い

ー
!
厳
密
に
は
、

む
し
ろ

こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
が
、
1

1
論
者
が
、
「
教
条
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
出
す
の
は
、

「
共
産
主
義
の
基
本
原
則
を
明
確
」
に
し
て
こ
れ
を
あ
く
ま
で
擁
読
し
、

」
れ
を
歪
曲
し
た
り
、
そ
の
歪
山
を
大
目
に
み
た
り
す
る
「
修

正
主
義
」
者
や
、
「
修
正
主
義
批
判
」
者
の
正
体
を
暴
露
し
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
徹
底
的
な
修
正
主
義
批
判
と
い
う
も
の
が
、

そ
の
論
者



白
身
の
方
に
も
向
け
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
、

よ
く
感
じ
と
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
う
い
う
論
者
に
は
、

こ
の
論
文
の

は
じ
め
に
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
修
正
主
義
」
と
か
「
教
条
主
義
」
と
い
う
一
一
一
日
葉
の
本
当
の
意
味
と
、
そ
れ
ら
の
関
連
と
ち
が
い

を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
同
時
に
、

ま
た
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
す
こ
ぶ
る
ま
づ
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
榊
氏
が
、
右
に
み
た
よ
う
に
い
ち
は
や
く
「
有
害
な
教
条
主
義
的
」
と
レ
う
文
字
を
挿
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な

歴
史
上
の
一
法
則
ー
ー
す
な
わ
ち
、

一
定
の
条
件
の
も
と
に
修
正
主
義
者
に
よ
っ
て
必
然
的
に
は
り
つ
け
ら
れ
る
レ
ッ
テ
ル
用
語
と
い
う

法
則
ー
ー
ー
が
ま
だ
そ
の
効
力
を
失
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

さ
き
に
い
っ
て
、
事
実
を
も
っ
て
検
証
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
。

」
れ
は

さ
き
に
挙
げ
た

た
っ
た
一
つ
の
実
例
に
よ
っ
て
の
推
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
、

そ
こ
で
、
榊
氏
は

お
そ
ら
く
か
ね
て
意
図
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て

右
の
よ
う
に
「
有
害
な
教
条
主
義
的
」
と
い
う
文

字
を
い
ち
は
や
く
挿
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ソ
主
義
は
『
一
一
つ
の
戦
線
』
で
の
闘
争
を
つ
う
じ
て
発
展
・
強
化
し

て
い
く
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
的
真
理
を
か
か
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

だ
が
ま
た
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
に

は
け
っ
し
て
あ
て
は
ま
ら
な
レ
よ
う
な
一
般
的
真
理
を
か
か
げ
る
こ
と
に
よ
ワ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
修
正
主
義
と
の
原
則
的
な

思
想
・
理
論
闘
争
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
の
教
条
主
義
と
の
闘
争
も
つ
よ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ
て
、

は
や
く
も
、
批
判
の
重
点
を
「
現
代
修

E
主
義
批
判
」
か
ら
「
教
条
主
義
批
判
」
へ
と
移
し
か
え
る
こ
と
を
つ
よ
く
主
張
さ
れ
る
。

し

ゃ
、
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
、
「
修
正
主
義
批
判
」
を
完
全
に
放
棄
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
力
点
を
「
教
条
主
義
批
判
」
に
う
っ
す
こ
と
を

主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
こ
の
数
年
来
」
「
修
正
主
義
と
の
原
則
的
な
思
想
・
理
論
闘
争
」
は
事
実
見
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
「
依
然
と
し
て
L

「
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、

む
し
ろ
「
フ
ル
シ
チ
ヨ
フ
支
持
」
と
い
う

こ
と
に
結
び
つ
き
が
ち
で
あ
り
、

か
り
に
一
歩
ゆ
づ
っ
て
み
て
も
、
修
正
主
義
と
の
あ
り
も
し
な
か
っ
た
闘
争
は
「
強
化
」
し
ょ
う
も
な

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

七



正
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あ
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八

い
か
ら
で
あ
る

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
の
「
先
駆
的
な
闘
争
」
に
よ
っ
て
「
現
代
修
正
主
義
」
は
首
尾

よ
く
「
批
判
」
さ
れ
片
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
か
ら
は
他
の
一
面
で
あ
る
教
条
主
義
と
ー
ー
そ
れ
も
、

と
く
に
「
修
正
主
義
批

判
」
と
銘
打
っ
た
教
条
主
義
と

i
l闘
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
法
で
、
た
く
み
に
読
者
を
誘
導
し
て
こ
ら
れ
た
榊
氏
は
、
こ
こ

で
、
「
修
正
主
義
批
判
」
と
銘
う
っ
た
教
条
主
義
と
い
う
も
の
の
実
物
を
読
者
の
前
に
出
し
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
見
本

と
し
て
と
り
だ
さ
れ
た
も
の
が
、
藤
本
進
治
氏
と
わ
た
し
の
評
書
と
い
う
し
だ
い
で
あ
る
。
見
本
で
あ
る
か
ら
、
も
L
」
よ
り
、
論
証
な
ど

い
っ
さ
い
ぬ
き
℃
あ
る
。

い
き
な
り
、

「
こ
の
一
二
者
と
も
、

「
修
正
主
義
批
判
』
と
銘
打
た
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
内
容
は

マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
原
則
に

し
っ
か
り
と
立
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
、
教
条
主
義
的
・
セ
ク
ト
、
孟
義
的
傾
斜
の
も
の
で
あ
る
。
」

と
、
き
め
つ
け
、

「
そ
れ
ら
、
が
『
修
正
主
義
批
判
』
と
仲
間
う
っ
て
い
る
だ
け
に
、
良
心
的
な
人
び
と
が
ま
ど
わ
さ
れ
や
す
い
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
一
言
ふ
れ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
よ
う
に
し
て
、

い
か
に
も
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
」
の
一
見
地
か
ら
良
心
的
な
読
者
の
た
め
に
こ
れ
を
批
判
・
打
倒
し
て

あ
げ
る
の
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
言
辞
を
並
べ
た
て
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
榊
氏
は
、
拙
著
の
「
具
体
的
な
内
容
は
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
わ
れ
て
、

さ
も
拙
著
の
「
具
体
的
な
内
容
」
を
よ

く
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
口
ぶ
り
を
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
榊
氏
も
、
拙
著
の
「
具
体
的
な
内
容
」
は
ひ
と
と
お
り
限
官
通
さ
れ
た

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
一
見
れ
ど
も
見
え
ず
し
と
い
う
諺
も
あ
る
。
そ
れ
に
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
に
え
て
し



ら て
あ
り
が
ち
な
先
入
主
を
も
っ
て
読
ま
れ
た
の
で
は
、
肝
腎
の
と
こ
ろ
は
つ
か
め
ず
、
自
は
黒
と
映
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か

こ
れ
か
ら
、
事
実
に
よ
っ
て
、

い
っ
た
い
、
榊
氏
が
拙
著
の
具
体
的
な
内
容
を
読
ん
で
、

そ
れ
を
知
っ
て
い
て
批
評
さ
れ
て
い
る
か

は
た
し
て
、
拙
著
の
内
容
、
が
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
エ
ン
、
王

義
の
原
則
に
し
っ
か
り
と
立
っ
た
も
の
」
で
な
い
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
上
う
に
し
て
、
事
実
を
も
っ
て
榊
民
の

と
う
か
を
、
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
同
じ
〈
事
実
に
よ
っ
て
、

非
難
攻
撃
の
中
味
を
検
証
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
事
実
に
照
ら
し
て
み
る
だ
け
で
も
、
き
わ
め
て
緊
切
で
あ

り
、
時
宜
を
え
た
こ
と
だ
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
〈
そ
れ
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
、
「
良
心
的
な
人
び
と
が
ま
ど
わ
さ
れ
や
す

い
」
の
は
、
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

I
ニ
ン
主
義
者
」
榊
氏
の

レ
ッ
テ
ル
は
り
で
あ
る
の
か
、

'
と
い
う
こ
と
が
、
う
た
が
ろ
余
地
な
く
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
は
、
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
聞
か
ら
、
榊

民
の
論
文
の
「
三
」
以
下
を
と
り
あ
げ
、
出
著
の
「
具
体
的
な
内
容
」
と
対
比
し
て
、
榊
氏
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
非
難
さ
れ
る
か
と
い

う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

榊
氏
は
、
そ
の
「
「
修
正
主
義
批
判
』
と
い
う
が
・
:
」
と
い
う
マ
ス
・
コ
ミ
ば
り
の
題
名
を
つ
け
た
第
三
一
節
の
は
じ
め
で
、
「
つ
ぎ
に
、
藤

本
氏
と
は
若
干
ち
が
う
が
、

山
本
氏
の
『
構
造
改
革
論
批
判
』
も
、
修
正
主
義
批
判
を
銘
う
ち
な
が
ら
、
多
く
の
問
題
を
も
っ
て
い
る
」

と
い
ろ
、

さ
き
に
は
り
つ
け
た
レ
ッ
テ
ル
を
た
だ
く
り
か
え
さ
れ
る
だ
け
で
、
早
速
つ
ぎ
の
よ
う
に
非
難
の
一
一
一
一
口
業
を
投
げ
か
け
て
い
ち
れ

る
の
で
あ
る
。

「
山
本
氏
は
序
文
で
『
中
国
共
産
党
指
導
部
に
よ
る
』
修
正
主
義
批
判
の
『
論
点
お
よ
び
結
論
部
分
』
が
そ
の
著
の
『
主
張
と
軌
を
一

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

九



正
し
い
批
判
ば
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

。

に
し
て
い
る
』
と
の
ベ
、
フ
」
の
こ
と
は
科
学
的
理
論
の
正
し
さ
と
そ
の
威
力
を
あ
ら
た
め
て
実
証
』
し
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
。
外
国

の
主
張
と
の
一
致
で
白
著
の
「
正

L
さ
と
威
力
』
を
実
一
正
し
上
う
と
す
る
事
大
主
義
的
、
権
威
依
存
主
美
的
態
度
に
も
首
J

ぜ
か
し
、
げ
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
具
体
的
な
そ
の
内
容
で
あ
る
。
」

ど
う
や
ら
、
榊
氏
は
、
「
時
間
的
な
都
合
の
た
め
に
L

、

拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
う
ち
の
最
初
の
「
序
」
(
約
三
一
見
)
と
最
後
の

第
四
章

「
総
括
」
(
約
二

O
頁
)
だ
け
に
隈
が
一
通
し
て
、
批
判
論
文
を
も
の
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
、

た
し
か
に
眼

を
通
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
「
序
」
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
榊
氏
は
、
は
じ
め
か
ら
、

の
で
あ
る
。
ま
ず
、
事
実
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
榊
氏
が
引
用
さ
れ
た
個
所
の
全
文
を
あ
ま
す
p

と
こ
ろ
な
く
、

」
れ
を
文
字
通
り
読
む
こ
と
は
節
約
さ
れ
て
い
る

つ
ぎ
に
か
か
げ
て

み
よ
う
。

「
わ
た
し
は
、
右
の
世
界
史
的
現
象
〔
現
代
修
正
主
義
の
国
際
的
流
行
U

の
重
要
性
を
考
慮
し
て
、

こ
れ
ら
の
修
正
主
義
的
思
潮
に
分
析

の
メ
ス
を
入
れ
、

一
九
六
三
年
は
じ
め
い
ら
い
、
「
い
わ
ゆ
る
『
構
造
改
革
論
』
の
理
論
的
性
格
」
と
い
う
題
名
の
も
と
に
、

お
よ
そ
九

回
に
わ
た
っ
て
|
|
雑
誌
『
立
教
経
済
学
研
究
』
誌
上
に
1

1

論
文
を
発
表
し
て
き
た
が
、

一
九
六
五
年
九
月
に
一
応
の
完
結
を
み
た
の

で、

こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
草
稿
全
体
に
手
を
入
れ
、

一
本
と
し
て
世
に
問
う
こ
と
に
し
た
。
論
文
章
稿
の
大
体
は
一
九
六
二
年
末
に
で
き

あ
が
っ
て
い
た
が
、
誌
上
発
表
の
紙
数
と
連
続
回
数
に
制
限
が
あ
り
、
か
た
が
た
印
刷
が
お
ど
ろ
く
ほ
ど
手
間
ど
り
、
そ
の
た
め
に
論
文

完
結
に
は
四
年
近
く
の
歳
月
を
要
し
た
。
そ
の
聞
に
中
国
共
産
党
指
翠
部
に
よ
る
同
国
際
修
正
主
義
の
批
判
が
発
表
さ
れ
、
精
力
的
に
展
開

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
そ
の
批
判
論
点
お
よ
び
結
論
部
分
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
本
書
の
主
張
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う

点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
科
学
的
理
論
の
正
し
さ
と
そ
の
威
力
を
あ
ら
た
め
て
実
証
す
る
も
の
と
し
て
、
わ
た

L
に
は

と
く
に
感
銘
深
い
も
の
が
あ
一
る
」
(
請
出

二
三
ベ
1
Jゾ
、
傍
点
お
よ
び

P

ゴ
シ
ッ
ク
体

i
l山
本
)
。



さ
き
に
前
稿
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
弓
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
が
と
り
あ
げ
て
検
討
・
批
判
し
て
い
る
の
は
、

わ
が
国
の

「
構
造
改
革
論
」
者
の
代
表
的
見
解
|
1
『
構
造
改
革
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
』
(
一
九
六
一
年
刊
)
と
そ
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る

(
3
)
 

こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
の
批
判
論
文
の
草
稿
は
、
す
で
に

「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
(
一
九
五
六
年
)
で
あ
っ
て

一
九
六
二
年
末
ま
で

に
大
体
出
来
上
っ
て
い
た
が
、

こ
こ
に
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
雑
誌
掲
載
上
の
制
限
と
印
刷
の
お
ど
ろ
く
ほ
ど
の
遅
滞
に
よ
っ
て
、

そ
の
発

表
は
、

一
九
六
三
一
年
二
月
に
は
じ
ま
り
一
九
六
五
年
九
月
を
も
っ
て
よ
う
や
く
完
結
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

九
六
一
年
か
ら
一
九
六
二
年
に
か
け
て
は
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
に
た
い
す
る
批
判
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
あ
る
の
は
、

R
-
3

一、

中
J
J
i

さ
き
に
み
た
「
前
衛
」
第
一
八
二
号
の
巻
頭
論
文
の
よ
う
に
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
に
た
い
す
る
無
条
件
的
追
随
と
絶
対
的
礼
賛
の

言
葉
の
羅
列
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
、

わ
た
し
は
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
こ
そ
が
|
|
「
イ
タ
リ
ア
の
道
」
と
な

ら
ん
で

|
lわ
が
国
の
「
構
造
改
革
論
」
者
に
と
っ
て
の
強
固
な
理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
き
わ
め
、

」
の
「
フ
ル
シ
チ
ョ

フ
報
告
し
の
内
容
を
厳
密
に
検
討
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

こ
の
「
報
告
」
が
、

こ
れ
を
お
ど
ろ
く
ほ
ど
改
ざ
ん
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

レ
l
ニ
ン
の
主
要
な
諸
労
作
で
明
示
さ

れ
て
い
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
原
則
」
を
歪
曲
し
、

ー
ニ
ン
主
義
」
へ
の
完
全
な
一
一
骨
骨
ト
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

一
マ
ル
ク
ス
・
レ

は
じ
め
に
わ
が
国
の
「
構
造
改
革
論
」
の
詳

細
な
批
判
を
お
こ
な
い
。

つ
い
で
そ
れ
と
の
緊
密
な
理
論
的
関
連
を
明
示
し
て
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
の
徹
底
的
な
批
判
を
お
こ
な
う

こ
と
と
し
て
、
最
初
の
原
稿
部
分
1

1

「
い
わ
ゆ
る
『
構
造
改
革
論
』
の
理
論
的
性
格
」
ー
ー
ー
を
書
き
あ
げ
た
の
が
一
九
六
二
年
十
一
月
八

日
、
そ
れ
が
雑
誌
「
立
教
経
済
学
研
究
」
(
第
十
六
巻
第
四
号
)
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
六
三
年
二
月
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
稿
が
進

ん
で
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
に
つ
い
て
の
批
判
の
部
分
が
発
表
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、

一
九
六
四
年
八
月
の
同
誌
第
十
八
巻
第
二
号
の

同
論
文
(
六
)
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
に
た
い
す
る
無
条
件
の
碩
歌
が
高
ま
っ
て
い
る
最
中
に
、

わ
た
し
ひ
と
り

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

で
、
た
、
ど
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
の
教
示
だ
け
を
拠
り
ど
こ
ろ
と

L
て、

こ
の
ソ
同
盟
共
産
党
の
師
や
か

L
い
最
高
「
指
導
者
」
の
一
報

告
」
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
す
く
な
か
ら
ず
勇
気
を
要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

わ
た
し
は
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
!
ニ
ン
の
諸
労
作
を
貢
ぬ

く
マ
ル
ク
ス
・
レ

1
ニ
ン
主
義
理
論
の
在
し
さ
・
へ
の
確
信
に
元
気
づ
け
ら
わ

」
れ
を
忠
実
に
坐
び
と
り
摂
取
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
、

そ
れ
を
精
神
的
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

は
じ
め
て
そ
の
批
判
を
最
後
ま
で
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
1

1

ー
も
ち
ろ
ん
、

不
充
分
な
も
の

で
は
あ
る
が
i
|
土
う
に
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

わ
た
し
が
最
初
の
論
介
入
部
分
を
発
表
し
て
か
ら
、

ま
も
な
く
、
中
国
共
産

党
指
導
部
に
よ
る
ソ
同
盟
共
産
党
指
導
部
に
た
い
す
る
批
判
が
は
じ
ま
り
、

つ
い
で

そ
の
批
判
は
フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ー
の
共
産
党
指

導
部
の
見
解
の
批
判
に
拡
が
っ
て
ゆ
き
、
た
と
え
ば

一
九
六
一
二
年
六
月
十
四
日
の
「
国
際
共
産
主
義
運
動
の
総
路
線
に
つ
い
て
の
一
提

案
」
(
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
の
一
九
六
一
二
年
三
月
三
十
日
付
の
書
簡
に
た
い
す
る
中
田
共
産
党
中
央
委
員
会
の
返
書
)
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、

ぺ
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
」
の
変
革
路
線
に
つ
い
て
の
原
則
的
意
見
の
相
違
が
明
る
み
に
出
さ
れ
、
し
だ
い
に
「
フ
ル

シ
チ
ョ
フ
を
頭
と
す
る
国
際
的
な
現
代
修
正
主
義
」
の
本
質
が
暴
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
国
際
的
な
現
代
修
正
主
義
の
暴
露

と
打
倒
は
、
実
に
、
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」
を
忠
実
に
守
る
中
国
共
産
党
指
導
部
の
側
か
ら
の
精
力
的
か
っ
徹
底

的
な
批
判
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
遂
行
さ
れ
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
わ
が
同
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
i
ニ
ン
主
義
者
」
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、

さ
き
に
事
実
を
も
っ
て

九
六
一
年
当
時
に
お
い
て
は
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
を
絶
対
に
支
持
し
て
ζ

れ
に
追
随
し
て
い
た
こ
と
は
、

示
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
追
随
と
支
持
と
の
さ
な
か
に
第
八
回
党
大
会
(
同
年
七
月
)
で
、

「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
の
線
に
忠
実
に

そ
っ
た
「
日
本
共
産
党
綱
領
」
が
満
場
一
致
で
可
決
、
決
定
き
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
者
」

と
ソ
同
盟
共
産
党
指
導
部
と
の
こ
の
緊
密
な
関
係
が
変
っ
て
、
前
者
が
後
者
を
に
わ
か
に
非
難
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
|
|
お
そ
ら

く
は
中
国
共
産
党
指
導
部
の
側
か
ら
の
断
固
た
る
徹
底
的
批
判
の
展
開
に
刺
戟
さ
れ
て
の
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
が
、
ー
ー
ー
一
九
六
三
年
に



な
っ
て
生
じ
た
「
部
分
核
停
条
約
し
を
め
ぐ
る
意
見
の
不
一
致
と
い
う
「
事
件
」
か
ら
で
あ
り
、
つ
い
で
、
後
者
が
「
除
名
」
さ
れ
た
志
賀
義

雄
、
鈴
木
市
蔵
両
氏
を
積
極
的
に
支
持
す
る
に
お
よ
ん
で
、
公
然
た
る
決
裂
状
態
に
ぽ
じ
め
て
入
り
、

プ
ル
シ
チ
ョ
フ
ら
に
た
い
す
る
前

者
の
一
公
然
た
る
批
判
と
非
難
は

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
解
任
(
一
九
六
四
年
十
月
)
後
に
は
じ
ま
り
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
そ
現
代
修
正
主
義
の
巨
頭

と
名
ざ
し
て
公
然
た
る
批
判
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は

つ
い
て
は

よ
う
や
く
一
九
六
五
年
に
入
っ
て
か
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

い
ず
れ
行
論
に
お
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に

L
ょ
う
。
問
題
は
榊
氏
が
、
事
実
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
、
良
心
的
な
読

こ
の
経
緯
に

者
に
伝
え
て
い
る
か
に
あ
る
。

(
2
)

本
誌
第
一
一
十
一
巻
第
一
号
(
一
九
六
七
年
五
月
)
、
四
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
3
)

わ
が
国
の
『
構
造
改
革
論
』
に
つ
い
て
の
批
判
は
、
こ
れ
よ
り
さ
、
ざ
に
わ
た
し
は
は
じ
め
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
そ
の
代
表
的
な
理
論
家
、
井

汲
卓
一
氏
そ
の
他
の
諸
氏
の
所
論
に
つ
い
て
の
批
判
論
文
を
、
一
九
五
八
年
十
一
月
の
「
経
済
評
論
出
誌
上
に
、
「
「
現
代
資
本
主
義
論
』
の
性
格
に
つ

い
て
」
と
題
し
て
一
発
表
し
て
い
る
。
(
こ
の
論
文
は
、
の
ち
に
一
九
六
二
年
七
月
刊
行
の
川
者
『
現
代
資
本
主
義
の
経
済
法
則
』
の
中
に
そ
の
「
W
」

と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
〉
。
こ
の
論
文
の
最
後
の
「
四
『
平
和
的
移
行
』
に
つ
い
て
一
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
流
の
い
わ
ゆ
る
「

平
和
革
命
論
」
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
お
か
れ
た
結
び
の
文
章
は
、
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
も
す
く
な
か
ら
ず
意
義
を
も
つ
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
、
煩
を
か
え
り
み
ず
、
つ
ぎ
に
引
用
し
て
か
か
げ
て
お
こ
う
。

「
最
大
限
利
潤
碓
保
の
た
め
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
力
が
動
員
さ
れ
、
強
カ
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
て
、
帝
国
主
義
に
よ
る
支
配
強
圧
の
休
制

が
固
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
自
身
ふ
と
こ
ろ
の
財
布
ば
か
り
で
な
く
、
酔
勝
一
尤
か
ら
頭
の
中
ま
で
着
々
と
締
め
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る

こ
の
と
き
、
資
本
主
義
は
変
わ
っ
た
と
か
、
国
家
の
性
質
が
変
わ
っ
た
と
か
、
独
占
資
本
主
義
も
平
和
に
社
会
主
義
に
成
長
で
き
る
と
か
い
う
理
論
を

宣
伝
し
て
ま
わ
っ
℃
い
る
人
た
ち
は
、
は
た
し
て
、
誰
の
た
め
の
『
理
論
家
』
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
(
前
出
拙
著
二
一
八
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
!
l

原
文
の
ま
ま
)
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
「
構
造
改
革
論
批
判
』
の
内
容
が
出
来
あ
が
り
、

一
九
六
六
年
四
月
公
刊
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
き
、

そ
し
て
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
に
た
い
す
る
わ
た
し
の
徹
底
的
な
批
判
の
論
点
と
そ
の
結
論
部
分
が
中
国
共
産
党
指
導
部
に
よ
る
同
際

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

四

修
正
主
義
批
判
の
論
点
お
よ
び
結
論
部
分
と
、

ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
た
と
き
、

わ
た
し
は
、
「
マ
ル
ク
ス
・

レ
l
ニ
ン
主
義
の
基
木
原
則
」
の
見
地
に
立
ち
、

こ
れ
を
正
し
く
把
握
し
て
的
確
に
適
用
す
る
こ
と
を
学
び
と
る
な
ら
ば
、

」
の
「
マ
ル

ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
」
理
論

(
H
科
学
的
理
論
)
は
完
全
に
正
し
い
、
強
力
な
理
論
的
武
器
と
し
て
必
ず
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ

の
一
周
い
方
、

そ
の
「
効
果
」
は
つ
ね
に
同
じ
く
的
確
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ゆ
る
ぎ
な
い
確
信
を
も
ち
、

ま
た
、

そ
の
こ

と
を
つ
た
な
い
自
身
の
努
力
の
成
果
を
通
じ
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
こ
の
上
も
な
い
感
銘
を
お
ぼ
え
、
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
て
、

わ
た
し
は
、

そ
の
こ
と
合
卒
直
に
、
右
の
よ
う
な
す
〈
章
で
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、

「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
」
理
論
こ
そ
が
唯
一
の
科
学
的
理
論
で
あ
り
、

こ
の
科
学
的
理
論
を
刻
苦
し
て
理
解
し
自
分
の
身
に
つ

J

、

、l
引
は
i
L

こ
れ
に
す
こ
し
も
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
伝
く
、

そ
の
「
基
本
原
則
L

に
つ
い
て
の
言
葉
巧
み
な
歪
曲
や
変
造
の
こ
こ
ろ
み
が
ど
ん
な
に
お
こ
な
わ
れ
よ
う
と

「
基
本
原
則
」
の
ど
こ
在
、
ど
の
よ
う

か
え
っ
て
そ
の
正
体
令
一
見
ぬ
く
こ
と
が
で
き
、

け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

に
一
全
曲
し
変
造
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
暴
露
で
き
、

こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
い
ち
だ
ん
と
科
学
的
理
論
の
正
し
さ
、
偉
大
き
を
災
証

」

Lι

、

こ
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、 「

マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
」
こ
そ
、
唯
一
の
正
し
い
、
科
学
的
な
理
論
的
武
器
で
あ
る
と
い
う

「
科
学
的
理
論
の
正
し
さ
と
そ
の
威
力

は
っ
き
り
と
、
右
の
一
致
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、

v

i

ず
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

を
あ
ら
た
め
て
実
証
す
る
も
の
し
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
で
あ
る
榊
氏
は
、

お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
、
、
「
中
国
共
産
党
指
導
部
に
よ
る

国
際
的
な
現
代
修
正
主
義
の
徹
底
的
な
批
判
」
を
た
ん
な
る
「
外
国
の
主
張
」
と
い
う
文
字
に
お
き
か
え
て
い
る
。

い
っ
た
い
、
中
国
共
産

党
指
導
部
が
、
他
の
多
く
の
国
の
共
産
党
指
導
部
が
フ
ル
シ
チ
ョ
ブ
を
支
持
し
た
り
こ
れ
に
追
随
し
て
修
正
主
義
の
太
鼓
も
ち
に
な
っ
て

い
る
と
き
に
、
決
然
と
し
て
そ
の
正
体
を
暴
露
し
、
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」
を
そ
の
歪
曲
、
改
ざ
ん
か
ら
守
る
断
固
た



る
闘
争
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
完
全
に
正
し
い
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
シ
主
義
的
批
判
を
、
た
ん
な
る
「
外
国
の
主
張
」
と
い
う

一
語
で
片
づ
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、

ど
う
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
?

そ
れ
は

た
ん
な
る
「
外
国
」
で
は
な
い
、
「
中
国
土
ハ

産
党
指
導
部
」
で
あ
る
。
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
た
ち
が
、

ま
っ
た
く
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
反
レ

l

ニ
ン
主
義
的
主
張
に
か
ぶ
れ
て
い
た
と
き
に
、
そ
の
頭
に
水
を
ぶ
つ
か
け
て
こ
れ
を
正
気
に
た

ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
を
「
解
放
軍
」
だ
と
す
る
よ
う
な
、

ち
も
ど
ら
せ
て
く
れ
た
と
こ
ろ
の
、
あ
の
一
中
国
土
ハ

E

凶
作
一
ん
指
導
部
」
で
あ
る
。

榊
民
ょ
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
を
も
っ
て
白
任
き
れ
る
か
ら
に
は
、
す
こ
し
は
恥
を
知
り
一
た
ま
え
。
「
中
国

共
庄
党
指
導
部
」
を
「
外
国
」
と
い
う
一
一
一

E
ホ
で
片
づ
け
る
こ
と
が
、

ど
ん
な
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
か
、

お
わ
か
り
に
は
な
ら
な
い
の

iJ、
つ

な
ん
と
い
う
、
空
し
い
偉
ら
が
り
で
あ
ろ
う
か
!

「
科
学
的
理
論
の
正
し
さ
と
そ
の
威
力
」
と
い
う
わ
た
し
の
文
字
を
む
り
や
り
ね
じ
ま
げ
て
、

う
さ
一
口
菜
を
「
自
著
」
に
す
り
か
え
、
(
外
国
の
主
眼
と
の
一
致
で
自
著
の
一
円
正
し
さ
と
威
力
』
を
実
-
証
し
よ
う
と
す
る
事
大
主
義
的
、
権

さ
ら
に
、

」
の
「
科
学
的
理
論
」
と
い

威
依
存
主
義
的
態
度
に
も
首
を
か
し
げ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
、

わ
た
し
の
「
態
度
」
を
非
難
・
攻
撃
す
る
と
い

う
こ
よ
ま
で
、
や
っ
て
い
ら
れ
る
。
榊
氏
よ
、
あ
な
た
の
棋
に
は
、
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
「
科
学
的
理
論
」
と
い
う
文
字
が
そ
の
ま

ま
映
ら
な
く
て
、

こ
の
文
字
は
ど
う
し
て
も
「
自
存
」
と
映
っ
て
し
き
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
?

ま
た
、
あ
な
た
の
頭
は

こ
の
「
科
学

的
理
論
」
と
い
う
文
字
を
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
」
理
論
を
指
す
も
の
と
は
理
解
で
き
な
く
て
、

」
の
文
字
か
一
と
う
し
て
も
「
自

若
し
だ
と
理
解
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

そ
れ
と
も
、

わ
た
し
を
な
ん
と
し
て
で
も
、

「
事
大
主
義
的
」
「
権
威
依
存
主
義
的
」
だ
と
き
め
つ
け
て
や
っ
つ
け
た
い
と
い
う
意
慾
と
熱
情
の
あ
ふ
れ
る
あ
ま
り
に
ぺ
科
学
的
理
論
」

を
「
自
著
」
と
い
う
よ
う
に
す
り
か
え
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
文
字
ど
お
り
ベ
テ
ン
を
つ
か
う
こ
と
が
、

」
の
さ
い
も
っ
と
も
合
目
的
的
だ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

一五
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ム

ノ、

と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

カミ

? 榊
君
よ
、
す
こ
し
は
恥
を
知
り
た
ま
え
。
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
な
ど
持
ち
だ
す
ま
で
も
な
い
、
ふ
つ
う
の
人
間
と
し
て
、

こ
ん
な
ベ
テ
ン
を
つ
か
っ
て
、
「
事
大
主
義
的
、
権
威
依
存
主
義
的
」
と
き
め
つ
け
る
こ
と
を
、
い
っ
た
い
、
な
ん
と
も
思
わ
れ
な
い
の

こ
れ
が
、
「
名
誉
あ
る
共
産
党
員
」
の
「
品
性
」
に
も
っ
と
も
か
な
っ
た
や
り
口
と
、
お
考
え
な
の
で
あ
る
か
?
「
首
を
か
し
げ

ま
さ
に
榊
氏
御
白
身
の
こ
の
や
り
口
で
あ
り
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
、

(
4〉

レ
I
ニ
ン
の
明
示
し
た
「
条
件
」
な
し
の
「
規
律
」

「名

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
の
は
、

誉
あ
る
共
産
党
員
」
の
、

か
さ
に
か
か
っ
て
党
の
権
威
を
ふ
り
ま
わ
し
、

で
事
を
処
理
を
す
る
と
い
う
「
品
性
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
異
な
っ
た
意
見
に
た
い
し
て
は
正
し
く
説
得
す
る
と
い
う
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー

一
点
張
り

ニ
ン
主
義
」
的
方
法
を
と
る
こ
と
な
ど
せ
ず
、

ま
た
で
き
ず
、
自
分
の
意
見
に
従
わ
な
い
者
は
頭
ご
な
し
に
や
っ
つ
け
、
非
難
攻
撃
し
て

「
こ
れ
を
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
の
や
り
口
を
お
そ
ら
く
よ
く
体
得
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
榊
氏
は
、
「
現
代
修
正
主
義
を
基
本
原
則
に
照
ら
し
て
徹
底
的
に
究
明
し
批
判
す
る
」
と
い
う
わ
た
し
の
主
張
を
ば
「
教
条

主
義
」
と
し
て
や
っ
つ
け
て
し
ま
お
う
と
あ
ら
か
じ
め
目
論
み
を
立
て
ら
れ
、

そ
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ッ
テ
ル
を
用
意
さ
れ
て
い
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

か
く
て
は
、

た
ち
ま
ち
「
事
大
主
義
的
」
「
権
威
依
存
主
義
的
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
る

段
取
り
と
心
得
ら
れ
、

そ
の
た
め
に
、
「
科
学
的
理
論
」
を
「
自
著
」
に
す
り
か
え
る
と
い
う
思
い
き
っ
た
手
法
も
や
む
を
え
ず
、

と
し、

う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

わ
れ
わ
れ
は
、
す
こ
し
も
「
首
を
か
し
げ
る
」
必
要
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
「
事
大
主
義
的
」
「
権
威
依
存
主
義
的
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
、

む
し
ろ
榊
氏
御
自
身
に
う
っ
て
つ
け
の
も
の
で
あ
り
、
右
の
卑
劣

き
わ
ま
る
「
す
り
か
え
」

H

ベ
テ
ン
は
、
「
わ
、
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
の
「
日
間
性
」
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
う
こ

と
が
、
事
実
を
も
っ
て
一
万
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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著
書
『
共
産
主
義
内
の
「
左
翼
主
義
L

小
児
病
』
の
コ
一
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
イ
キ
の
成
功
の
一
条
件
」
、
全
集
第
四
版
、
第
三
十
一
巻
、
八
!
九
ペ

ー
ジ
。
な
お
こ
の
「
条
件
し
に
つ
い
て
は
前
稿
第
一
節
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
あ
る
。
(
本
誌
第
二
十
一
巻
第
一
号
、
二
一
ペ
ー
ジ
参
照
〉
。

そ
こ
で
、
榊
氏
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
「
事
大
主
義
一
「
権
威
依
存
主
義
」
む
き
だ
し
の
主
張
を
根
拠
な
し
に
か
か
げ
ら
れ
た
の
ち
、

問
題
は
、
拙
著
の
「
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
」
と
し
て

い
よ
い
よ
「
内
容
」
の
批
判
に
う
つ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

榊
氏
は
ま
ず
、
拙
著
の
「
具
体
的
内
容
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

ー
山
本
氏
は
佐
藤
昇
、
石
堂
清
倫
の
『
構
造
改
革
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
』
を
主
な
材
料
と
し
て
、
円
構
造
改
革
』
論
批
判
を
こ
こ
ら

み
て
い
る
」
。

ミ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、

ど
う
や
ら
、
榊
氏
が
眼
を
通
さ
れ
た
の
は
、
拙
著
の
は
じ
め
と
終
り
だ
け
、

そ
れ
も
は
ん
の
上
わ
っ
ち
だ
け

と
い
う
の
は
、
そ
の
「
ま
え
お
き
」
に
あ
る
「
本
稿
に
よ
っ
て
直
接
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

『
構
造
改
革
論
』
は
石
堂
、
佐
藤
両
氏
編
に
か
か
る
『
構
造
改
革
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
』
の
中
に
展
閥
さ
れ
て
い
る
も
の
」
(
前
出
、
八

一
九
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
箇
所
は
た
し
か
に
読
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
り
、

し
か
も
、

そ
の
さ
い
、

こ
の
中
の

「
直
接
」
と
い
う

言
葉
を
見
落
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
「
そ
の
国
際
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
ソ
同
盟
共
産
党
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
共
産
党
の
現
指
導
層
の
唱
え

て
い
る
平
和
革
命
論
」
を
批
判
す
る
こ
と
こ
そ
が
本
著
の
主
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
「
序
」

の
は
じ
め
の
説
明
(
前
出
:
べ

ー
ジ
参
照
)
も
、
そ
し
て
、

そ
の
、
「
平
和
章
命
論
」
の
徹
A

民
的
批
判
の
た
め
に
拙
著
の
半
分
近
く
の
紙
面
が
割
か
れ
て
い
る
と
い
ち
簡
単

な
事
実
も
、

ま
っ
た
く
氏
の
眼
に
入
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
「
具
体
的
な
内
容
」
ど
こ
ろ
の
さ
わ
ぎ
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)
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と

:r 正

そと
批

右判
のは
よい
A カ速

な 5
っ、す
ζ"" -c士、ベ
ん、き
なか
ョーをま
師(

み二
、、，〆

方

八

つ
空
り
大
切
な
内
容
の
見
落
し
に
も
と
づ
い
て
、
榊
氏
は
、

「
こ
の
よ
う
な
批
判
を
す
る
こ
と
の
積
極
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
批
判
の
や
り
方
、
立
脚
点
が
深
刻
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
よ

と
述
べ
ら
れ
、
以
下
「
問
題
」
な
る
も
の
を
列
挙
き
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
佐
藤
、
石
堂
両
氏
編
の
著
書
、

『
構
造
改
革
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
』
の
「
批
判
を
す
る
こ
と
の
積
極
性
」
ば
か
り
認
め
て
い
ら
れ
て
、

ソ
園
盟
共
産
党
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
共
産
党
の
現
指
導
層

の
唱
え
て
い
る
「
平
和
苧
命
論
し
に
た
い
す
る
徹
底
的
な
批
判
に
つ
い
て
、

ひ
と
言
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い

う
わ
け
か
っ

「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
L

を
も
っ
て
自
任
さ
れ
る
榊
氏
の
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
著
書
を
批
判
す
る

か
ら
に
は
、
多
分
拙
著
に
つ
い
て
も
そ
の
内
容
は
全
部
眼
を
通
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
具
体
的
な
内
容
し
の
約
半
分
が
右
の
「
平
和

革
命
論
」
の
批
判
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
、

お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

だ
か
ら
、
当
然
、
「
平
和
革
命
論
」
の
徹

氏
的
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
知
り
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
知
っ
て
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

よ
く
知
っ
て
い
ら
れ
な

が
ら
、

な
お
か
っ
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
ひ
と
言
も
ふ
れ
ら
れ
ず
、

ま
っ
た
く
不
問
に
付
し
て
い
ら
れ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
、

は

た
し
て

ど
う
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
つ

こ
の
事
実
が
あ
き
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
に
物
語
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
は
、

つ
ま
り
、
右
の
↑
平
和
革
命
論
」
の
批
判
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
は
、
「
わ

が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
γ
主
義
者
」
に
と
フ
て
は
な
は
だ
都
合
が
わ
る
い
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
拙
者
の
第
二
章

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は

「
「
平
和
革
命
』
の
理
論
L

の
な
か
で
、
右
の
「
平
和
革
命
論
」
を
と
り
あ
げ
、
「
平
和
的
方
法
」
に
よ
り
、
「
議
会
的
方
法
に
よ
っ
て
資

本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
を
達
成
で
き
る
」
と
い
う
主
張
|
|
|
戦
略
規
定
ー
ー
が
、

レ
I
ヱ
ン
の
懇
切
に
教
示
L
て
い
る
「
マ
ル

ク
ス
主
義
の
基
本
原
則
」
か
ら
い
か
に
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
り
、

」
れ
を
完
全
に
ふ
み
に
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
か

ど
ん
な
に
そ
れ

が
ひ
ど
い
歪
曲
、
「
修
正
L

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

レ
l
ニ
ン
の
教
示
、
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
詳
細
か
つ
徹
底
的
に
論
究
し
て
い
る
の



で
あ
る
。
こ
の
第
ニ
章
こ
そ
、
現
代
修
正
主
義
の
本
質
を
、

そ
の
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
追
究
す
る
と
い
う
課
題
を
は
た
し
て
い
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
第
二
章
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
論
者
自
身
が
そ
こ
で
徹
底
的
に
追
究
さ
れ

て
い
る
当
の
「
平
和
革
命
論
」
の
支
持
者
な
い
し
は
追
随
者
で
あ
っ
て

こ
の
章
に
ふ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
自
身
の
本
性
全
暴
露
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
よ
く
感
じ
と
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、

レ
l
ニ
ン
の
教

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
盗
人
は
、

そ
の
盗
み
を
は
た
ら
い
た
場
所
を
避
け
て
通
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
榊
氏
、
が
、

一
ー
そ
の
批
判
の
や
り
方
、
立
脚
点
が
深
刻
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
」
と
力
ん
で
ご
ら
ん
に
な
っ
て
も
、

肝

腎

の
一
つ
平
和
革
命
論
一
批
判
化
全
く
見
落
し
て
物
を
一
一
=
口
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
畑
一
背
の
「
具
体
的
な
内
容
」
を
よ
く
知
っ
て
い

ら
れ
る
良
心
的
な
読
者
に
は
、

ま
っ
た
く
効
果
の
な
い
空
威
張
り
と
し
て
、

む
し
ろ
あ
わ
れ
み
の
情
を
催
さ
せ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
拙
著
の
内
容
に
つ
い
て
、

は
じ
め
と
h

拘
わ
り
と
、

さ
ら
に
そ
の
見
出
し
の
半
分
と
だ
け
し
か
そ
の
眼
に
映
ら
な
か
っ
た
お

方
の
つ
か
ま
え
ら
れ
た
「
深
刻
」
な
問
題
と
い
う
も
の
を
、

つ
ぎ
に
拝
聴
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
の
「
深
刻
な
問
題
L

は
つ
、
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
第
一
に
指
摘
し
た
い
の
は
、

一
九
五

O
年
年
度
後
半
か
ら
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
に
よ
っ
て
精
力
的
に
展
開
さ
れ

て
き
た
『
構
造
改
革
批
判
』
の
成
果
が
本
書
で
は
ま
っ
た
く
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、

と
い
う
よ
り
も
無
視
さ
れ
亡
い
る
こ
と
で

あ
る
」
。

こ
ん
な
こ
と
は
「
深
刻
な
問
題
」
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
ま
っ
た
く
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
事
実
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
す
ぐ

わ
か
る
こ
と
だ
。
第
一
に
、
「
一
九
五

0
年
度
後
半
か
ら
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
に
よ
っ
て
精
力
的
に
展
開
さ
れ
て
き

榊
氏
よ

た
『
構
造
改
革
』
論
批
判
の
成
果
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
わ
が
国
の
マ
ル

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

二
O

ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
は
、
「
わ
が
国
の
構
造
改
革
論
者
一
に
た
い
し
て
批
判
を
1

i
そ
れ
も
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
要
内
容
で
あ

る
経
済
理
論
の
面
か
ら
の
一
詳
細
か
つ
徹
底
的
な
批
判
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

ま
っ
た
く
「
政
治
的
」
な
批
判
を
|
l
i
し
て
き
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
「
構
造
改
革
論
」
が
「
強
力
と
独
裁
と
い
う
共
産
主
義
の
基
本
原
則
」
を
歪
曲

し
改
、
さ
ん
す
る
「
平
和
革
命
論
」
℃
あ
っ
た
か
ら
で
も
な
〈
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
修
正
主
義
的
本
質
を
暴
露
し
、
徹
底
的
に
批
判
す
る

た
め
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
「
わ
が
国
の
構
造
改
革
論
者
」
、
が
、
ま
さ
に
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク

ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
の
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
「
平
和
的
な
方
法
」
を
唱
え
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
自
分
の
意
見
と
ち
が
っ

〈

5
〉

た
も
の
は
や
っ
つ
け
、
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
、
何
の
「
日
間
性
」
が
ど
う
し
て
も
発
露
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
た
め
な
の
で
あ
る
。

1
1
5
3
、

r
勢

JT
，刀

同
じ
く
「
平
和
的
・
民
主
的
な
方
法
」
を
主
張
し
、
「
平
和
革
命
論
」
を
説
く
よ
う
な
者
が
、

ど
う
し
て
、
「
構
造
改
革
論
L

の
正

し
い
、
徹
底
的
な
批
判
が
で
き
よ
う
か
け

そ
れ
ゆ
え
、

正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
に
よ
っ

て
は
、
精
力
的
ど
こ
ろ
か
、
真
の
「
構
造
改
革
論
」
に
た
い
し
て
、
そ
の
言
葉
の
意
味
に
正
し
く
相
応
す
る
よ
う
な
批
判
は
、

い
ま
だ
か

っ
て
一
度
も
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
、

と
い
う
べ
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

し
か
し
、
も
し
、
榊
氏
か
「
わ
が
圏
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

ー
ニ
ン
主
義
者
」
た
ち
が
、
「
構
造
改
革
論
批
判
」
と
い
う
題
名
の
論
文
を
数
多
く
書
い
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
を
も
っ
て
き
て
、
氏

の
主
張
を
正
当
マ
つ
け
よ
う
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

わ
た
し
は
こ
れ
に
た
い
し
て
た
だ
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
お
答
え
す
る
だ
け
で
あ
一
る
c

ー
ー
さ

き
に
あ
げ
た
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
理
論
政
治
誌
フ
両
衛
』
第
一
八
二
号
の
巻
頭
論
文
、

つ
ま
り
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン

主
義
者
」
の
最
高
「
指
導
者
」
で
あ
ら
れ
る
袴
田
里
見
氏
の
論
文
、
「
日
本
の
『
構
造
的
改
草
論
L

者
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
H
レ
i
一
一
ン
主
義

と
。
第
一
一
に
、
「
ま
っ
た
く

の
わ
い
曲
」
は

い
っ
た
い
、

ど
う
い
う
成
果
を
示
し
て
い
る
の
か
、

は
っ
き
り
と
お
聞
か
せ
ね
が
い
た
い
、

取
り
い
れ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
か
「
無
視
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
題
名
を
も
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
論
文
や
著
書
を
、

わ



た
し
が
知
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
取
り
あ
げ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
、

ひ
と
つ
の
「
取
り

上
げ
方
」
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
唯
物
論
研
究
家
で
あ
ら
れ
る
榊
氏
に
全
然
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
と
は
、

ふ
し
、
ぎ
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
あ
れ
こ
れ
の
論
文
や
著
書
は
読
ん
で
、
す
こ
し
は
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
内
容
を
よ
く
知
っ
て
い
る
が

故
に
こ
そ
、
取
り
あ
げ
る
と
と
を
L
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
榊
民
は
、
「
そ
の
成
果
が
ま
っ
た
く
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
っ
て

非
難
き
れ
る
が
、

ど
う
し
て
、

そ
れ
ら
は
み
な
「
取
り
い
れ
ら
れ
る
」
上
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
取
り
い
れ
ら
れ
る
」

ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

わ
た
し
と
し
て
は
、
「
取
り
い
れ
る
」
の
で
は
ま
っ
た
く

な
く
、

「
取
り
あ
げ
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
る
。

命
V
R

】守、、

手
h

，刀

そ
れ
ら
を
「
取
り
あ
げ
る
」
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
は
、

つ
ま
り

!
ー
ー
も
っ
と
正
確
に
い
う
'
な
ら
ば
|
|
そ
れ
ら
を
「
批
判
的
に
取
り
あ
げ
る
」
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
は
、

お
よ
そ
、

レ
!
ニ
V
J

の
阿
「
強

力
と
独
裁
」
と
い
う
「
共
産
主
義
の
基
本
原
則
」
に
つ
い
て
も
っ
と
真
剣
に
学
習
し
、

日
本
の
諸
条
件
に
つ
い
て
現
実
的
な
把
握
を
す
る

そ
れ
自
身
の
「
修
正
主
義
的
本
質
」
に
つ
い
て
の
自
己
批
判
が
1
1
1
ま
さ
に
レ
i
ニ
ン
の
い
う
、
共
産
主

義
者
の
資
格
を
実
証
す
る
と
こ
ろ
の
自
己
批
判
が
1

i
お
こ
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
自
分
と
ち
が
っ
た
意
見
を
他
人
か
ら
と
や
か
く
言

ベ
く
努
力
が
払
わ
れ
た
な
ら
ば
、

わ
れ
る
乙
と
を
排
撃
し
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
と
い
う
「
品
性
」
の
所
有
者
に
は
、

し
は
ら
く
時
聞
を
か
す
こ
と
が
必
要
で
も
あ
り
、
適

当
で
も
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
当
時
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
一
派
の
現
代
修
正
主
義
に
た
い
す
る
中
国
共
産
党
指
導
部
の
徹

底
的
な
仮
借
の
な
い
理
論
闘
争
が
は
な
ば
な
し
く
展
開
さ
れ
て
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
」
者
が
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば

つ
か
っ
て
き
た
「
還
境
に
適
応
す
る
」
と
い
う
「
品
性
」
が
こ
の
た
び
も
有
効
適
切
に
発
揮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
が
、
拙
著
の
中
で
「
ま
っ
た
く
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
な
い
」

「
無
視
さ
れ
て
い
る
し
と
い
う
事
実
の
客
観
的
な
意
味
な
の
で
あ

マ

hv
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
〉



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

(
5
〉
同
じ
「
平
和
的
方
法
」
を
唱
え
て
レ
る
者
で
も
自
分
の
意
見
に
従
わ
な
い
者
は
や
っ
つ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
、
こ
の
「
品
性
」
の
実

体
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
お
題
目
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
、
-
l
l
「
当
面
の
さ
し
ぜ
ま
っ
た
任
務
に
も
と
づ
く
民
主
勢
力
と
広
範
な
人
民
の
共
同
、

団
結
の
必
要
を
、
貯
位
一
界
観
や
社
会
主
義
草
命
の
方
法
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
音

祖
国
と
人
民
の
解
放
の
根
+
木
中
的
利
益
を
そ

V

こ
」
な
う
も
の
引
で
-
あ
る

L(q「
日
本
共
産
党
綱
領
」
h、
傍
点

!
1山
本
)
可
。
そ
し
て
、
「
相
国
と
人
民
の
解
放
の

根
本
的
な
利
益
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る
の
は
、
い
つ
で
も
か
な
ら
、
ず
、
「
わ
が
隠
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
!
ニ
ン
主
義
者
」
の
意
見
に
忠

実
に
従
わ
な
い
者
だ
け
な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
第
二
以
下
の
「
問
題
」
ば
、
小
節
を
あ
ら
た
め
て
、
検
討
し
よ
う
。

四

「
深
刻
な
問
題
」
の
第
二
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
第
二
は
、
右
の
こ
と
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
と
お
も
う
が
、
現
実
の
『
構
造
改
革
』
酪
線
へ
の
批
判
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
乙
と

で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、

わ
が
国
の
諸
条
件
の
も
と
で
の
変
革
の
実
践
的
課
題
と
関
連
さ
せ
て
の
「
批
判
』
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ

る
」
(
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
l榊
氏
の
も
の
)
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
榊
氏
は
「
現
実
の
『
構
造
改
革
』
路
線
へ
の
批
判
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
、

そ
の
な
か
の
「
路
線
」
と
い
う

文
字
を
コ
シ
ッ
ク
体
に
さ
れ
、

こ
の
よ
う
な
批
判
が
ま
っ
た
〈
欠
け
て
い
る
と
い
っ
て
、
拙
著
を
非
難
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
榊
氏
よ
、

い
っ
た
い
、
「
現
実
の
『
構
造
改
革
』
路
線
」
と
い
う
の
は
、

ど
う
い
う
『
構
造
改
革
』
路
線
の
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
?

『構

造
改
革
論
』
は
、
「
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
」
の
変
芋
路
線
に
か
ん
す
る
理
論
で
あ
っ
亡
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
中
心
は
変
革
路

線
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
変
革
路
線
は
、

理
論
と
し
て
う
ち
た
て
ら
れ
、

ま
た
戦
略
規
定
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ご
く
一
部
が
イ
タ
リ
ー
で
「
実
揖
」
き
れ
℃
い
る
だ
け
で
、

そ
の
他
の
資
本
主
義
国
で
は
、

と
う
て
い
「
実
現
」



さ
れ
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
現
実
に
あ
る
『
構
造
改
革
』
路
線
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

イ
タ
リ
ー
を
除
い

て
は
、

ま
っ
た
く
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
も
し
、
榊
氏
が
、

こ
の
「
現
実
の
し
と
い
う
言
葉
は
、

そ
の
「
路
線
」
が
す
で
に
現
実
化

し
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
に
と
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
実
際
に
或
る
『
構
造
改
革
』
論
者
が
っ
く
り
だ
し
て
み
せ
た
変
革
路
線
、
あ
る
特

定
の
、
現
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
路
線
と
い
う
意
味
で
つ
か
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
批
判
の
対
象
と
し
て
と
り

あ
げ
て
い
る
の
は

い
つ
で
も
こ
う
し
た
特
定
の
論
者
の
描
き
だ
し
て
み
せ
た
現
実
の
変
革
路
線
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
、

お
主主
ト斗

え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
榊
氏
は

「
現
実
の
」
と
い
う
国
語
の
正
常
な
意
味
が
よ
く
お
わ
か
り
に
な
ら
ず
に
、
む
や
み
や

た
ら
と
こ
こ
に
お
つ
け
に
な
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

」
の
よ
う
な
推
察
は
、
榊
氏
が
、
「
現
実
の
『
構
造
改
革
』
路
線
へ

の
批
判
」
と
い
う
言
葉
を
い
い
か
え
ら
れ
て
、
「
わ
が
国
の
諸
条
件
の
も
と
で
の
変
革
の
実
践
的
課
題
と
関
連
さ
せ
て
の
『
批
判
』
」
と
い

う
こ
と
だ
と
し
て
い
ら
れ
る
事
実
に
よ
っ
て
も
、
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
。

い
っ
た
い

「
わ
が
国
の
諸
条
件
の
も
と
で
の
変
革
の
実
践
的

課
題
」
と
い
う
言
葉
は
、

ど
ん
な
こ
と
を
意
味
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
?

ま
ず
、
「
わ
が
国
」
を
問
題
と
す
る
ば
あ
い
に
は

い
つ
で
も

特
定
の
諸
条
件
を
も
っ
た
「
わ
が
国
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
わ
が
国
の
諸
条
仲
の
も
と
で
の
」
と
い
う
言
葉

は
い
い
か
え
れ
ば
「
わ
が
国
で
の
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
変
革
」
は
、

い
つ
で
も
、
「
観
念
の
変
革
」
で
は
な
く
て
、
客
観
的

に
存
在
す
る
資
本
主
義
社
会
そ
の
も
の
の
変
革
で
あ
る
か
ら
、
す
ぐ
れ
て
「
実
践
的
し
な
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
「
課
題
」
は

す
べ
て
、

つ
ね
に
「
実
践
的
課
題
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
右
の
も
っ
と
も
ら
し
い
言
葉
は
、

こ
れ
を
す
っ
き
り
し
た
日
本

語
に
い
い
か
え
れ
ば
、
「
わ
が
国
で
の
変
革
の
課
題
」
と
い
う
こ
と
に
す
、
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

」
の
「
課
題
」
と
い
う
文
字
に
つ
い
て

は
、
榊
氏
は
、

す
こ
し
さ
き
に
い
っ
て

「
反
帝
反
独
占
の
民
主
主
義
的
課
題
」
と
い
う
言
葉
を
並
べ
て
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、

「
反
帝
反
独
占
」
と
い
う
「
課
題
」
を
指
し
て
つ
か
っ
て
い
ら
れ
る
と
判
断
す
る
の
が
、
穏
当
の
よ
う
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
附
(
二
)



正
し
い
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四

そ
こ
で
、
こ
の
「
第
一
一
の
問
題
」
と
い
う
の
を
、

正
常
な
国
語
を
つ
か
っ
て
い
い
か
え
て
み
る
と
、

」
う
い
う
こ
と
に
な
る
。

が
国
の
『
構
造
改
革
論
』
者
が
「
構
造
的
改
良
」
と
い
う
変
革
路
線
を
規
定
す
る
さ
い
に
、
「
反
帝
反
独
占
」
と
い
う
変
革
課
題
を
は
っ

き
り
か
か
げ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、

」
の
よ
う
な
変
革
課
題
を
は
っ
き
り
か
か
げ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
批
判
す
べ
き
な
の
に
、

山
本

は
こ
れ
を
し
て
い
な
い

そ
れ
が
「
深
刻
な
問
題
」
だ
、

と

一
見
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
よ
う
な
文
章
も
、
そ
の
内
容
を
よ
く
つ
か
ん
で

こ
れ
を
正
常
な
国
語
的
表
現
に
お
き
か
え
て
み
る
と
、
ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
簡
単
明
瞭
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

さ
ら

に
そ
の
上
に
、

そ
れ
が
論
理
的
、

理
論
的
に
み
て
、

ま
っ
た
く
支
離
滅
裂
で
あ
る
と
い
う
簡
単
な
事
実
も
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
榊
民
が
、
「
変
革
の
方
法
」
と
「
変
革
の
課
題
」
と
を
ま
っ
た
く
混
同
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
が
、

明
瞭
に
な
る
か
ら
で
あ
一
る
。

そ
も
そ
も
、
「
わ
が
同
℃
の
変
革
」
を
問
題
と
す
る
ほ
ど
の
ひ
と
で
、
「
反
帝
反
独
占
L

が
「
わ
が
国
で
の
変
革
の
当
面
す
る
課
題
」
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
え
な
い
よ
う
な
論
者
が
あ
る
だ
ろ
う
か
?

ま
た
、

か
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
論
者

に
つ
い
て
は
、
『
構
造
改
革
論
』
を
批
判
す
る
ば
あ
い
に
問
題
と
す
る
に
は
お
よ
ば
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
構
造
改
革
」
路
線
と
は
、

ま

さ
に
こ
の
よ
う
な
「
変
革
の
課
題
」
を
ど
の
よ
う
な
「
方
法
」

H

「
道
」
に
よ
っ
て
達
成
す
る
か
の
問
題
に
こ
た
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
変
芋
の
方
法
」
、
つ
ま
り
革
命
の
戦
略
規
定
の
中
心
問
題
に
た
い
し
て
、
「
平
和
的
・
民
主
的
方
法
」
、

、
、
通

ζ

l

J

ま

カ
ト
W
A
l
A
I

「
議
会
的
方
法
」
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
『
構
造
的
改
良
』
路
線
の
眼
目
が
あ
り
、

か
く
し
て

一
強
力
と
独
裁
の
方
法
」
を
排
除
す
る
と

こ
ろ
に
、

そ
の
修
正
主
義
的
本
質
が
存
す
る
の
で
あ
る
c

だ
か
ら
、
「
反
帝
反
独
占
」
と
い
う
「
課
題
」
会
は
っ
き
り
か
か
げ
な
い
か
ら

「
構
造
改
革
論
」
は
誤
り
だ
と
い
う
の
は
、

一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
み
え
る
が

実
は
ま
っ
た
く
的
は
ず
れ
の
非
難
に
す
ぎ
な
い
。

た
と

ぇ
、
「
反
帝
反
独
市
」
の
「
課
題
」
を
は
っ
き
り
か
か
げ
、

そ
れ
乙
日
正
自
分
た
ち
の
専
売
特
許
だ
と
称
し
て
い
て
も
、

そ
の
者
が
、
「
変
革
の



路
線
」
と
い
う
肝
腎
の
問
題
に
お
い
て
「
平
和
的
・
民
主
的
方
法
し
に
執
着
し
、
「
強
力
と
独
裁
の
方
法
」
を
排
斥
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、

り
っ
ぱ
な
「
構
造
的
改
良
」
論
者
で
あ
り
、

正
真
正
銘
の
修
正
主
義
者
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
、
「
変
革
の
路
線
」
と
「
変
革
の
課
題
」
と
い
う
、
密
接
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
が
し
か
し
ま
た
別
々
の

も
の
で
あ
る
二
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
、

ま
っ
た
く
幼
稚
な
混
同
を
し
て
お
り
、

」
の
救
い
よ
う
の
な
い
裡
同
に
も
と
づ
レ
て
、
「
構
造
改

卒
論
」
者
に
見
当
ち
が
い
の
非
難
を
浴
せ
な
が
ら
、

し
か
も
、
そ
の
非
難
の
鋒
先
き
を
、
拙
著
に
向
け
て
く
る
と
い
う
、

ま
こ
と
に
器
用

な
「
批
判
」
を
、
榊
氏
は
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
拙
著
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
非
難
は
、

そ
う
軽
々
に
は
、

う
け

い
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。

つ
ま
り
、
榊
氏
は
、
「
構
造
改
革
」
路
椋
と
は
ま
っ
た
く
は
な
れ
て
、
拙
著
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

「
反
帝
反
独
占
」
の
「
課
題
」
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
と
い
う
「
欠
陥
」
を
指
摘
す
る
の
が
狙
い
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
だ
か
ら
、

山
本
は
、

実
践
的
課
題
と
関
連
さ
せ
て
の
批
判
を
欠
い
た
の
だ
」
と
い
う
よ
ろ
に
、
非
難
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
c

こ
の
非
難
は
、
形
を
す
こ

し
か
え
た
だ
け
で
、
そ
の
ま
ま
「
第
二
亡
、
「
第
四
」
、
「
第
五
」
の
「
深
刻
な
問
題
」
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
第
二
」
か

ら
「
第
五
」
ま
で
は
、

ま
っ
た
く
同
じ
非
難
が
、

た
だ
す
こ
し
形
を
変
え
て
並
べ
た
て
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
非
難

に
つ
い
て
は
、

っ
、
ぎ
の
小
節
で
、
事
実
を
挙
げ
て
こ
た
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
ま
え
に
、

」
の
「
第
二
」
の
一
一
深
刻
な
問
題
」
、

ザコ

ま
り
非
難
に
た
い
し
て
は
、

さ
き
の
検
討
を
ま
と
め
て
、

つ
ぎ
の
土
う
に
お
答
え
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「
わ
が
国
で
の
変
革
の
課
題
L

に
関
述
さ
せ
て
の
「
批
判
」
と
い
う
こ
と
を
も
ち
だ
し
て
、
拙
著
が
一
現
実
の
一
「
構
造
改

草
」
路
線
へ
の
批
判
」
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
と
い
う
、
榊
氏
の
非
難
は
、

二
重
、
一
二
重
の
意
味
で
完
全
な
誤
り
で
あ
り
、
重
大
な
錯

誤
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
榊
氏
は
、
「
変
革
の
路
線
」
つ
ま
り
「
変
革
の
方
法
L

と
、
「
変
革
の
課
題
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、

こ
れ
を
ご
っ
ち
ゃ
に
混
同
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
「
変
革
の
課
題
」
に
つ
い
て
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
「
現
実
の
『
構
造

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
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改
革
』
路
線
の
批
判
」
だ
と
勘
ち
が
い
を
し
て
お
ら
れ
る
。
第
三
に
、
「
現
実
の
『
構
造
改
革
』
路
線
の
批
判
は
、

ま
さ
に
、
「
変
革
の
方

法
」
の
批
判
、
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
の
徹
底
的
批
判
を
そ
の
眼
目
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
肝
腎
要
め
の
論
点
に
つ
い
て
の
認
識

が
、
ま
っ
た
く
欠
け
て
お
ら
れ
る
。
第
四
に
、
拙
著
が
、
「
強
方
と
独
裁
の
方
法
」
と
い
う
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」

を
明
確
に
し
、

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
を
主
張
す
る
「
構
造
改
革
論
」
の
修
正
主
義
的
本
質
の
核
心
を
つ
レ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
拙
著
を
読
ま
れ
な
が
ら
、

ま
っ
た
く
そ
の
事
実
を
読
み
と
ら
れ
ず
、

ま
た
知
ろ
う
と
も
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
を
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
「
構
造
改
革
論
」
と
は
な
に
か
、
「
修
正
主
義
」
と
は
な
に
か
、

な
ぜ
「
修
正
主
義
」
と
い
う
の
か
、
両
者

|
|
「
構
造
改
革
論
」
と
「
修
正
主
義
」

i
iの
本
質
的
関
連
は
ど
う
か
と
い
う
、
当
面
も
っ
と
も
緊
切
な
問
題
に
つ
い
て
の
、
完
全
な

無
知
と
無
理
解
が
ま
さ
に
こ
こ
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五:

さ
て
、
「
深
刻
な
問
題
」
の
「
第
三
」
と
「
第
四
」
は
、
そ
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

ま
ず
、

ひ
と
ま
と

め
に
し
て
、
そ
の
箇
所
を
つ
ぎ
に
か
か
げ
よ
う
。

「
第
三
は

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
お
よ
び
、

こ
れ
と
従
属
的
同
盟
を
む
す
ぶ
日
本
独
占
資
本
と
の
安
配
と
い
う
根
木
問
題
が
ほ
と
ん
ど

無
視
さ
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
回
避
と
い
う
『
構
造
改
革
』
路
線
の
害
毒
は
ラ
チ
外
に
お
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
は
、
著
者
自
身
が
日
木
独
占
資
木
の
対
米
従
属
を
正
視
し
て
い
な
い
た
め
に
、
事
実
上
、

日
本
を
自
立
し
た
独
占
資
本
主
義
H

国
家
独
占
資
本
主
義
再
と
し
て
諸
問
題
を
論
議
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
一
一
一
口
で
い
っ
て
、

日
本
の
現
実
を
ふ
ま
え
て
い



な
い
の
で
あ
る
」
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、

こ
の
「
第
一
二
」
と
「
第
四
」
で
は
、
拙
著
そ
の
も
の
が
「
対
米
従
属
を
正
視
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
非
難

と
、
そ
の
た
め
に
「
『
構
造
改
革
』
路
線
の
害
毒
を
ば
、
拙
著
が
ラ
チ
外
に
お
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
非
難
と
、

」
の
二
つ
の
非
難

が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ら
二
つ
の
非
難
に
こ
た
え
る
た
め
に
、

ま
ず
、
「
『
構
造
改
革
』
路
線
の
害
毒
し
の
問
題
か
ら
み
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

榊
氏
は
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
回
避
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
き
て
、

」
れ
が
「
『
構
造
改
革
』
路
線
の
害
毒
」
で
あ
る

と
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

は
た
し
て

」
の
よ
う
な
主
張
は
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
か
つ

「
構
造
改
革
」
路
線
と
は
、

さ
き
に
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
だ
け
の
特
殊
路
線
で
は
な
く
、
現
段
階
に
お
け
る
一
般
的
な
、
「
資

本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
」
の
道
H

変
革
路
線
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

そ
の
核
心
は
、

ま
さ
に
、
そ
の
変
革
が
「
平

和
的
・
民
主
的
方
法
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
し
、
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
害
毒

は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」
を
歪
曲
し
改
ざ
ん
し
、
「
こ
れ
を
亡
き
も
の
に
す
る
」
と
こ
ろ
に

あ
り
、

し
た
が
っ
て
、

こ
の
「
方
法
」
で
は
そ
も
そ
も
「
反
帝
反
独
占
」
な
ど
と
い
う
「
課
題
」
は
ま
っ
た
く
解
決
で
き
な
い
ば
か
り

か
、
結
局
は
「
帝
国
主
義
お
よ
び
独
占
資
本
」
と
の
「
妥
協
」
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

つ
ま
り
完
全
な
「
変
革
闘
争
の
回
避
」
と
い
う

こ
と
、
|
|
こ
れ
が
そ
の
『
害
毒
』
の
最
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
「
「
構
造
改
革
』
路
線
の
害
毒
」
と
い
う
の
は
、

「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
を
主
張
す
る
現
代
修
正
主
義
そ
の
も
の
の
害
毒
と
完
全
に
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
よ
う

な
修
正
主
義
的
本
質
か
ら
流
れ
出
る
も
っ
と
も
決
定
的
な
害
毒
に
は
一
向
に
気
が
つ
か
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
、
「
反
帝
闘
争
の
回
避
」
と
い

う
「
課
題
」
上
の
問
題
を
も
っ
て
き
で
あ
れ
こ
れ
「
害
毒
」
を
言
い
立
て
る
の
は
、

ま
っ
た
く
的
外
れ
の
議
論
で
し
か
な
い
。
「
「
構
造
改

正
し
い
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正
し
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き
か
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八一

草
」
路
線
の
害
毒
」
を
論
じ
た
て
て
い
る
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
が
、
「
反
帝
闘
争
」
と
い
う
「
課
題
し
を
か
か

げ
る
の
は
、
も
と
よ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
問
題
は
な
い
が
、

そ
の
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
が
ど
ん
な
「
変
草
方
法
」
を

と
る
か
、

は
た
し
て
、
「
強
力
と
独
裁
」
と
い
う
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」
に
そ
っ
た
道
を
と
る
か
、

そ
れ
と
も
現

代
修
正
主
義
者
に
追
随
し
て
、
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
、
ー
ー
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
決
定
的
な
問
題
が
存

す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
後
者
の
「
道
」
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
「
反
帝
闘
争
」
と
い
う
お
題
目
を
百
万
遍
唱
え
よ
う
と
も
、
客

観
的
に
は
完
全
な
「
帝
国
主
義
と
の
闘
争
回
避
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

わ
た
し
は
、
拙
著
に
お

い
て
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
回
避
」
と
い
う
「
害
毒
」
を
も
っ
て
き
て
、

」
れ
が
「
『
構
造
改
革
』
路
線
の
害
毒
」
で
あ
る
な

ど
と
い
う
、
見
当
外
れ
の
非
難
な
ど
は
、

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
拙
著
が
明
示
し
よ
う
と
つ
と
め
た
の
は
、
「
『
構
造
改
革
』
路
線
」
す

な
わ
ち
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
「
害
毒
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
そ
の
種
の
「
変
革
方
法
」
の
修
正

主
義
的
、
反
マ
ル
ク
ス
・
レ
I
ニ
ン
主
義
的
本
質
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、

わ
た
し
が
拙
著
の
な
か
で
、

の

点
に
つ
い
て
、
『
構
造
改
草
』
路
線
の
批
判
に
さ
い
し
て
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
回
避
」
と
い
う
事
実
を
ま
っ
た
く
と
り
あ
げ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
け
っ
し
て
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
の
反
対
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
が
ど
ん

な
に
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
L

に
背
反
し
た
も
の
で
あ
り
、

う
こ
と
を
、

レ
l
ニ
ン
の
教
一
不
に
依
拠
し
て
詳
細
に
究
明
し
、

こ
れ
と
真
っ
向
う
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い

そ
れ
が
ど
ん
な
に
反
革
命
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
し
、

こ
の
よ
う
な

安
直
な
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
を
も
っ
て
し
て
は
「
社
会
主
義
へ
の
移
行
し
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
「
道
」

が
と
り
わ
け
日
本
の
現
状
の
も
と
で
は
ど
ん
な
に
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
と

く
に
外
国
帝
国
主
義
の
強
力
に
よ
る
支
配
と
い
う
条
件
を
指
摘
し
、
こ
の
条
件
を
考
慮
に
い
れ
る
と
き
、
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
を
主



張
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
ま
ち
が
っ
て
お
り
、
非
現
実
的
な
こ
と
で
あ
る
か
を
、
強
調
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
平
和
的
・
議
会
的

方
法
」
で
は
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
」
と
い
う
、

せ
っ
か
く
か
か
げ
た
「
課
題
」
も
両
に
か
い
た
餅
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
「
間
争
回
避
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、

ま
さ
に
「
闘
争
不
可
能
」
だ
と
い
う
こ
と
を
、

は
っ
き
り
と
説
明
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
外
閏
帝
国
主
義
と
の
闘
争
」
の
問
題
に
つ
い
て
拙
著
が
ふ
れ
て
い
な
い
と
言
う
の
は
、
根
も
葉
も
な
い
非
難

で
あ
っ
て
、

ま
っ
た
く
も
っ
て
幣
き
い
っ
た
(
品
性
」
の
発
露
と
い
う
の
ほ
か
な
い
。

は
た
し
て
、
拙
著
が
こ
れ
に
つ
い
て
ま
っ
た
く

ふ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、

わ
た
し
は

こ
の
こ
と
を
、

つ
ぎ
の
問
鱈
と
の
関
連
に
お
い
て
、
事
実
を
も
っ
て
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

、
、
-
為
、

九ザハユバ

そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
、
榊
氏
が
「
第
二
己
の
「
深
刻
な
問
題
」
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
非
難
の
う
ち
、
「
「
構
造
改
革
』
路
線
の
害

に
か
ん
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
い
わ
れ
な
き
非
難
に
た
い
し
て
、

と
り
あ
え
ず
、
以
上
の
説
明
を
ま
と
め
て
、

つ
ぎ
」
の
よ
う
に
お
こ

た
え
し
て
お
こ
う
、
ー
ー
ヨ
構
造
改
革
』
路
線
の
害
毒
は
ラ
チ
外
に
お
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
拙
警
の
内
存
を
ま
っ
た
く
知
ら

な
い
者
の
暴
言
で
あ
っ
て
、
拙
警
は
、

む
し
ろ
、

そ
の
根
本
的
な
「
害
毒
」
を
こ
そ
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
主
白
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

。
だ
が
、
そ
の
「
害
毒
」
と
は
、

け
っ
し
て
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
回
避
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

ま

さ
に
「
平
和
的
・
民
主
的
方
法
」
へ
の
執
着
と
い
う
修
正
主
義
的
本
質
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

に
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
不
可
能
」
と
い
う
、

」
の
修
正
主
義
的
本
質
の
た
め

い
わ
ば
客
観
的
な
「
害
毒
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、

と
。
で
は
、

つ
ぎ
に
、
拙
著
が
「
対
米
従
属
」
を
「
正
視
」
し
て
い
な
い
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
支
配
」
と
い
う
「
根
本
問
題
-
を
「
無
視
L

し
て

い
る
と
い
う
、
拙
著
に
た
い
す
る
榊
氏
の
き
び
し
い
非
難
が
、

は
た
し
て
、
当
ケ
一
得
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
、
事

実
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

わ
た
し
は
、
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
第
二
章
「
『
平
和
革
命
』
の
理
論
」
の
な
か
で
、

ソ
同
盟
共
産
党
第
二

O
回
大
会
で
の
フ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

二
九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

。

ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
が
「
平
和
的
共
存
か
、

し
か
ら
ず
ん
ば
全
面
的
世
界
戦
争
か
、
一
一
つ
に
一
つ
」
と
い
う
論
法
で
「
平
和
共
存
」
路
線
を

合
理
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
つ
い
て
、
帝
国
主
義
国
の
対
社
会
主
義
戦
争
開
始
は
、

二
度
の
一
世
界
大
戦
を
経
て
き
た
今
日
、
帝
国
主

義
そ
の
も
の
の
崩
壊
の
危
険
を
犯
さ
ず
に
は
は
じ
め
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

一
だ
が
、
帝
国
主
義
そ
の
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
は
『
根
本
的
変
化
』
は
あ
り
え
な
い
し
、

し
た
が
っ
て
、
帝
国
主
義
国
内
部
す
の

寸
力
』
に
よ
る
支
配
と
な
ら
ん
で
、

他
の
い
っ
さ
い
の
国
に
た
い
す
る
、

あ
ら
ゆ
る

『
カ
』
を
動
員
し
て
の
支
配
の
拡
大
と
強
化
は
、

l
i
i
社
会
主
義
陣
営
の
強
化
に
対
応
し
て
|
|
ま
す
ま
す
切
実
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
「
力
』

に
よ
る
支
配
の
達
成
の
中
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
『
式
力
』
の
行
使
に
よ
る
も
の
、

い
い
か
え
れ
ば
戦
争
を
通
じ
る
諸
方
法
も
ふ
く

ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
帝
国
主
義
の
本
質
そ
の
も
の
が
ま
っ
た
く
変
化
せ
ず
、

む
し
ろ
、
『
強
力
』
に
よ
る
支
配
へ
の
必
然
的
傾

向
が
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
、
発
現
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
、
社
会
主
義
に
た
い
す
る
直
接
的
な
戦
争
、

し
か
も
附
界
戦
争
だ
け
を
問
問
題
と

し

こ
の
両
陣
営
問
の
世
界
戦
争
を
『
未
然
に
防
ぐ
可
能
性
』
ば
か
り
論
じ
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、

」
れ
は
「
世
界
革
命
運
動
』
の
指

理
と
い
う
見
地
と
は
ま
っ
た
く
緑
の
な
い
、
社
会
主
義
一
国
の
利
益
の
み
に
関
心
を
も
っ
守
愛
国
主
義
』
の
見
地
に
お
ち
た
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
」
(
前
出
、
二

O
二
ペ
ー
ジ
)

と
の
ベ
、

さ
ら
に

そ
の
よ
う
な
一
平
和
共
存
」
路
線
の
誤
り
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

一
十
第
一
に
、
社
会
主
義
を
直
棲
相
手
と
す
る
全
面
的
世
界
戦
争
に
訴
え
る
と
い
う
方
法
が
、
き
わ
め
て
間
新
か
っ
危
険
で
あ
る
己
と

は
、
当
の
帝
国
主
義
者
が
よ
く
計
算
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
世
界
戦
争
で
な
い
、

そ
れ
以
外
の
戦
争
は
、

い
く
ら
で
も
や
れ
る
し
、

ま
た
現
実
に
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
社
会
主
義
国
の
周
辺
に
あ
る
従
属
国
を
主
役
に
仕
立
て
て

こ
れ
に
対
社
会
主
義
の
戦
争
を
や
ら
せ
る
こ
と
は
、

天
下
周
知
の
『
子
』
で
あ
る
。

ま
た
、
後
進
国
で
国
家
権
力
を
握
っ
て
い
る
者
が
多



少
と
も
「
社
会
主
義
的
』
で
あ
る
と
き
に
、
司
親
帝
国
主
義
』
的
一
派
に
武
力
を
供
与
し
て
戦
争
に
よ
り
国
家
権
力
の
奪
取
を
お
こ
な
わ

せ
る
こ
と

l
i
い
わ
ゆ
る
「
革
命
政
権
』
の
樹
立
|
!
は
、
帝
国
主
義
者
の
後
進
国
支
配
の
常
套
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
周
辺
の
従
属
国

を
主
設
に
仕
立
て
て
の
帝
国
主
義
者
の
社
会
主
義
へ
の
武
力
攻
撃
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
帝
国
主
義
者
の
砲
火
、
爆
撃
に
よ
っ
て
お
び
た
だ

し
い
労
働
者
、
農
民
の
貴
重
な
血
が
流
き
れ
て
い
る
と
き
に
、

全
た
、
後
進
国
で
カ
イ
一
マ
イ
一
派
に
よ
る
「
社
会
主
義
者
」
の
大
量
殺
裁

が
お
こ
な
わ
れ
て
レ
る
と
き
に
、
「
戦
争
は
、

は
た
し
て
宿
命
的
に
不
可
避
で
あ
る
か
」
を
『
問
題
』
に
し
た
り
、
『
世
界
戦
争
は
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
」
な
ど
と
『
結
論
』
づ
け
た
り
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、

い
っ
た
い
、

ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
?

こ
れ
ら
の
局
地
的
戦
争
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
事
態
を
前
に
し
て
、
『
平
和
的
共
存
か
、
全
面
的
世
界
戦
争
か
、

二
つ
に
一
つ
、
第
三

の
道
は
な
い
』
な
と
と
い
う
お
し
ゃ
べ
り
、
か
、

な
ん
と
底
知
れ
ず
に
間
放
け
で
あ
り
、

全
た
底
知
れ
ず
に
悪
質
で
あ
る
こ
と
か
。

第
二
に
、
全
面
的
世
界
戦
争
に
よ
ら
、
ず
と
も
、

ま
た
局
地
的
戦
争
に
よ
ら
ず
と
も
、
そ
れ
以
外
に
、
帝
国
主
義
者
は
、
そ
の
『
支
配
・

さ
ま
ざ
ま
な
『
力
」
を
十
分
も
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
を
つ
ね
に
行
使
し
て
自
国

強
制
の
体
制
』
を
確
保
し
強
化
す
る
た
め
に
必
要
な
、

民
な
ら
び
に
他
国
民
の
隷
属
リ
『
賃
銀
奴
隷
の
体
制
」
を
固
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ら
の
支
配
・
抑
圧
の
強
化
方
法

り
ひ
と
つ
と
し
て
の
戦
争
を
間
阻
止
す
る
こ
と
法
、

そ
の
こ
と
自
体
と
し
て
き
わ
め
て
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

L 

か
し
『
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
教
え
』
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、

つ
ま
り
世
界
革
命
連
動
の
主
体
的
指
導
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、

そ

れ
で
は
き
わ
め
て
不
充
分
で
あ
り
、
決
定
的
な
主
義
は
も
ち
え
な
い
c

「
戦
争
と
い
う
手
で
い
く
か
、
「
平
和
」
と
い
う
子
で
い
く
か
』

は
、
帝
国
主
義
者
が
そ
の
支
配
・
抑
圧
体
制
の
維
持
と
強
化
の
た
め
の
不
可
欠
の
二
つ
の
方
法
の
ち
が
い
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
帝
国
主

義
の
支
配
・
抑
圧
体
制
の
確
保
、
強
化
と
い
う
『
本
質
L

に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
き
、
「
戦
争
』
を
も
っ
ぱ
ら
論

『
戦
争
は
別
の
|
|
強
力
的
な
l
l手
段
に
よ
る
政
治
の
継
続
で
あ
る
」
と
い
う
、
か
の
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
イ

じ
た
て
て
い
る
当
の
報
告
が

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

ッ
ツ
の
有
名
な
格
言
の
意
義
を
す
っ
か
り
忘
れ
は
て
て
い
る
こ
と
は
う
た
が
い
な
い
。
『
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、

こ
の
命
題
を
、

そ
れ
ぞ

れ
の
戦
争
の
意
義
を
み
る
さ
い
の
理
論
的
基
礎
で
あ
る
と
い
つ
も
考
え
て
き
た
が
、

そ
れ
は
正
し
か
っ
た
一
(
レ

l
ニ
ン
)
と
い
う
、
守
偉

大
な
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
』
の
教
え
を
忘
却
し
て
、

ど
こ
に
吋
戦
争
の
問
題
』
の
正
し
い
解
決
が
あ
ろ
う
か
」
(
前
出
、
二

O
二
一
|

二
O
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
山
本
)
。

こ
れ
ら
の
引
用
文
の
な
か
で
、
わ
た
し
が
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
文
字
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、

そ
し
て
、
第
一

次
大
戦
後
の
現
段
陪
に

お
け
る
帝
国
主
義
陣
営
内
部
で
の
ア
メ
リ
カ
の
決
定
的
地
位
を
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、

お
よ
そ
、

」
の
地
球
上
で
資
本
主
義
国
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
の
国
は
、
す
べ
て
、

と
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
『
力
』
に
よ
る
支
配
と
強
制
の
体
制
の
網
の
目
の
中
に
多
少
と
も
包
み
}
」
ま

れ
て
い
な
い
も
の
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
当
然
に
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
、

そ
れ
へ
の
従
属
関
係
」
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
榊
氏
は
、

」
れ
ら
の
文
章
の
ふ
く
空
れ
て
い
る
拙
者
第
二
章
は
、

時
間
の
都
合
上
、

一
読
の
労
す
ら
も
省
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
、
が
、
す
ぐ
な
く
と
も
、
拙
著
の
最
後
の
第
四
平
「
総
括
」
に
つ
い
て

は
、
走
り
読
み
で
も
一
度
は
眼
を
通
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
、

問
題
の
決
定
的
意
義
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
ど
う
し
て
「
無
視
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

つ
ぎ
の
文
章
が
は
っ
き
り
と
「
対
米
従
属
」
の

「
と
こ
ろ
で
、
革
命
の
主
体
的
指
導
と
い
う
問
題
を
考
え
る
ば
あ
い
に
、
第
一
に
必
要
な
こ
と
は
、
|
|
右
に
み
た
よ
う
に

l
iそ
の

資
本
主
義
国
内
部
の
す
べ
て
の
階
級
勢
力
と
そ
の
一
相
互
関
係
を
、
厳
密
に
、
客
観
的
に
考
慮
に
入
れ
、
評
何
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、

ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。
第
二
に
は
、

そ
の
国
を
と
り
ま
く
諸
国
家
の
階
級
勢
力
と
そ
れ
の
当
該
圏
内

の
階
級
勢
力
と
の
相
互
関
係
が
、
同
じ
く
、
厳
密
に
、
客
観
的
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
第
二
の
こ
と
は
、
独
占
資
本

主
義
の
段
階
、

と
く
に
第
二
次
大
戦
後
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
は
、
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
世
界
の
資
本



主
義
国
で
、

ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
と
緊
密
な
関
係
を
も
た
な
い
問
は
な
く
、

ま
た
そ
の
帝
国
主
義
的
支
配
の
網
の
一
日
の
中
に
多
か
れ
少
な

か
れ
包
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
国
は
な
い
。
外
国
の
強
大
な
独
占
資
本
に
よ
る
帝
国
主
義
的
支
配
と
い
う
事
実
を
冷
静
に
、
厳
密
に
、
客
観

的
に
評
価
し
な
い
で
は
、

現
段
階
に
お
け
る
主
体
的
指
導
は
お
よ
そ
問
題
に
な
ら
な
い
」
(
前
出
、
三
二
一
ペ
ー
ジ
、
傍
古
川
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク

体
!
山
本
)
。

さ
ら
に
、

わ
た
し
は
、
右
の
引
用
箇
所
の
最
後
の
文
章
に
、
注
を
つ
け
て
、
「
構
造
改
革
論
」
者
の
重
大
な
誤
謬
に
つ
レ
て
、

っ、々
にの

よ
う
に
明
確
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

「
国
家
権
力
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
『
公
共
的
機
能
』
な
ど
と
い
う
言
葉
で
い
い
く
る
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
の
帝
国
主
義
的

支
配
の
実
態
は
、
ど
ん
な
話
弁
で
も
ご
ま
か
し
き
れ
な
い
。
「
構
造
改
革
論
」
者
が
こ
の
支
配
の
実
態
に
つ
い
て
全
然
ふ
れ
る
こ
と
を
し
な

い
と
い
う
事
実
は
、
ー
ー
ー
注
(
話
)
で
指
摘
し
た
労
働
貴
族
層
の
見
落
し
と
な
ら
ん
で
l

i
じ
つ
に
特
徴
的
で
あ
る
」

(
前
出
、
三
一
二
ベ

ー
、
シ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
山
本
)
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、

わ
た
し
は
、
「
革
命
の
主
体
的
指

r

碍
」
と
い
う
文
字
を
用
い
て
、
「
外
国
帝
国
主
義
の
支
配
」
の
決
定
的
重
要
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
革
命
の
主
体
的
指
導
」
と
い
う
ほ
う
が
、
「
変
革
の
実
践
的
課
題
」
と
い
う
榊
氏
の
ア
イ
マ
イ
な
言
葉
よ
り
、

は
る
か
に
正
確
に
、

「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
」
の
目
見
地
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
は
お
く
と
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
拙
著
の
文
字
を
読
ん
だ
人
が
、
拙
著
に
た
い
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
お
よ
び
、
v 
」

れ
と
従
属
的
同
盟
を
む
す
ぶ
日
本
独
占
資
本
と
の
支
配
と
い
う
根
本
問
題
が
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
一
い
る
と
か
、
「
日
本
独
占
資
本
の

対
米
従
属
を
正
視
し
て
い
な
い
」
と
か
、
よ
く
も
ま
あ
、

ぬ
け
ぬ
け
と
言
い
た
て
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
!

榊
氏
よ
、
「
日
本
を

自
立
し
た
独
占
資
本
主
義
H
国
家
独
占
資
本
主
義
国
と
し
て
諸
問
題
を
論
議
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
あ
な
た
自
身
の
文
章

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)



と

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)(6) 

こ
こ
に
引
用
し
て
か
か
げ
た
拙
著
の
内
容
と
を
、

四

い
ま
こ
こ
で
あ
ら
た
め
℃
と
く
と
見
く
ら
べ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
と

く
に
、

わ
た
し
が
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
文
字
を
、

ど
う
か
と
く
と
「
正
視
」
し
て
い
た
だ
き
た
い

c

そ
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資

木
に
よ
る
帝
国
主
義
的
支
配
の
冷
静
・
厳
密
・
客
観
的
な
評
価
の
決
定
的
重
要
民
」
と
い
う
文
字
を
、
ど
う
し
て
、
完
全
に
「
無
視
」
さ

れ
た
か
、
ど
う
し
て
、
そ
れ
が
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
お
よ
ひ
、
こ
れ
と
従
属
的
同
盟
を
む
す
ぶ
同
本
独
占
資
本
の
支
配
の
無
視
」
と
い
う

文
字
と
し
て
あ
な
た
の
眼
に
映
っ
た
の
か
、

ま
た
、
「
帝
国
主
義
的
支
配
の
網
の
自
の
中
へ
の
包
み
こ
み
、
外
国
帝
国
主
義
の
支
配
の
実

態
」
と
い
う
わ
た
し
の
文
字
を
、

ど
う
し
て
、
一
対
米
従
属
を
正
視
せ
ず
、

日
木
を
自
立
し
た
独
占
資
本
主
義
国
と
し
て
問
題
を
論
議
し

て
い
る
」
と
い
う
一
言
葉
で
お
き
か
え
ら
れ
た
か
、

ど
う
か
、

は
り
き
り
と
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
6
)

「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
の
帝
国
主
義
的
支
配
」
と
「
構
造
改
革
論
者
に
よ
る
そ
の
無
視
」
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
本
稿
の
注

(
3
)
で
あ
げ

た
拙
論
の
当
該
箇
所
の
中
に
も
明
記
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

「
変
革
の
実
践
的
課
題
」
が
一
反
帝
反
独
占
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、

お
よ
そ
、

日
本
独
占
資
本
主
義
に
つ
い
て
初
歩
的
な
知
識

を
も
っ
て
い
る
ほ
ど
の
者
な
ら
ば
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
ぬ
者
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

だ
、
か
、
「
わ
、
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主

議
者
」
は

こ
の
周
知
の
「
課
題
」
の
発
見
者
は
白
分
た
ち
で
あ
り
、

ま
た
自
分
た
ち
だ
け
が
そ
れ
を
題
目
と
し
て
使
用
す
る
「
専
売
特

許
」
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
、

よ
そ
の
人
が
「
反
帝
反
独
占
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
う
と
、
す
ぐ
、
「
無
視
」
し
て
い

る
と
か
、
「
正
視
」
し
て
い
な
い
な
ど
と
い
っ
て
、
自
分
ひ
と
り
だ
け
正
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
白
分
た
ち
を
お
い
て
他
人
は
誰

ひ
と
り
と
し
て
正
し
い
こ
と
を
主
援
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
誇
一
五
し
よ
う
と
す
る
「
品
性
」
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

て

こ
と
に
事
実
を
も
っ
て
一
不
さ
れ
た
榊
氏
の
完
全
な
事
実
欺
晴
、
根
も
葉
も
な
い
こ
じ
つ
け
、
根
拠
の
な
い
「
や
っ
つ
け
」
が
な
ぜ

必
然
的
で
あ
っ
た
か
を
説
明
し
う
る
も
の
は

つ
ま
り
、
そ
の

「
根
拠
」
は
、
右
の
よ
う
な
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義



者
」
特
有
の
「
口
問
性
」
以
外
に
は

」
れ
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
「
日
間
性
」
の
問
題
は
、
あ
と
き
わ
し
に
し
よ
う
。

」
こ
で
は
る
か
に
重
大
な
の
は
、

氏
が
「
正
視
」
す
る
こ
と
を
さ
れ
な
い
ば
か
り
か

拙
著
の
な
か
で
強
調
さ
れ
て
い
る
『
ア
メ

リ
カ
独
占
資
本
に
よ
る
帝
国
主
義
的
支
配
の
冷
静
・
厳
密
・
客
観
的
な
評
価
の
決
定
的
な
重
要
性
」
と
い
う
明
白
な
文
字
そ
の
も
の
を
、
榊

こ
れ
を
す
っ
か
り
「
無
視
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
事
実
そ
の
も
の
が

明
白
な
文
字
す
ら
「
正
視
」

「
か
か
え
て
い
る
深
刻
な
問
題
」
で
あ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
よ
る
帝
国
主
義
的
支
配
」
と
い
う
、

こ
れ
を
「
無
視
」
し
て
し
ま
う
よ
う
な
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ひ
と

が
、
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
よ
る
帝
問
主
義
的
玄
配
」
と
い
う
、
動
か
し
が
た
い
事
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
は
た
し
て
、

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

こ
れ
を
た

だ
し
く
「
正
視
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、

こ
れ
を
す
っ
か
り
「
無
視
」

L
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
?

こ
そ
、

ま
さ
に
「
深
刻
な
問
題
」
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
前
に
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
榊
氏
の
批
判
論
文
の
な
か
に
は
、
、問
、ー

れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
わ
が
国
の
諸
条
件
の
も
と
で
の
変
革
の
実
践
的
課
題
」
と
か
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
お
よ
び
、

こ
れ
と
従

属
的
同
盟
を
む
す
ぶ
日
本
独
占
資
本
と
の
支
配
と
い
う
根
本
問
題
」
と
か
、
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
闘
争
回
避
と
い
う
『
構
造
改
革
』

路
総
の
害
毒
」
と
か
、

い
っ
た
よ
う
な
、

そ
れ
こ
そ
「
『
勇
ま
し
い
』
こ
と
ば
」
が
あ
ち
こ
ち
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
ば
、

当
の
論
者
が
、

「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
よ
る
帝
国
主
義
支
配
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
多
少
と
も
知
っ
て
い
る
こ
と
は
示
し
う
る
が
、

し
か
し

そ
れ
だ
け
で
は
、

と
う
て
い
、

」
の
事
実
を
「
正
視
」
し
て
い
る
と
は
、

い
え
た
も
の
で
は
な
い
。

「
反
帝
反
独
占
」
と
い
う

「
変
革
の
課
題
」
を
か
か
げ
る
だ
け
の
こ
と
な
ら
ば
、
誰
に
で
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
よ
る
帝
国
主
義
的
支
配
」

の
事
実
を
た
だ
し
く
「
正
硯
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
「
変
草
の
諜
題
」
で
は
な
く
し
て
、

の
方
法
」
の
う
ち
に
そ
の
ま
ま
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ま
さ
に

そ
の
一
論
者
の
提
示
す
る
「
変
革

わ
れ
わ
れ
も
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
二
)

ムノ、

者
」
の
か
か
げ
る
「
反
帝
反
独
占
」
と
い
う
変
革
課
題
の
お
題
目
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
な
く
、
ま
っ
す
ぐ
に
、
か
れ
ら
の
唱
え
る
「
変
革
の
方

法」、

つ
ま
り
、
「
変
革
路
線
」
の
内
容
を
「
正
視
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
た
し
て
、

か
れ
ら
が
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
よ
る
帝
国

主
義
的
支
配
」
の
事
実
を
「
正
視
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
冷
静
に
、
厳
密
に
、
し
か
も
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
、
そ
の
主
張
す
る
「
た
た
か
い
方
」
の
う
ち
に
こ
そ
、
「
深
刻
な
問
題
」
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

土

こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
段
に
お
い
て
、

と
く
と
吟
味
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ム

ノ、

さ

τ、
榊
氏
が
拙
著
の
中
に
見
出
さ
れ
る
「
深
刻
な
問
題
」
の
「
第
五
」
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
第
五
に
、
以
上
の
諸
欠
陥
(
誤
り
)
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
反
帝
反
独
占
の
人
民
の
民
主
主
義
章
命
の
課
題
は
ま
っ
た
く
で
て

む
し
ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
を
事
実
上
当
面
す
る
課
題
と
し
て
押
し
だ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
(
傍
点
|
山
本
)
。

こ
な
い
し
、

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
榊
氏
は
、
「
以
上
の
諸
欠
陥
(
誤
り
〉
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
」
と
い
う
よ
う
に
、

述
べ
て
い
ら
れ
る
ο

、.
、ー・

の
「
以
上
の
諸
欠
陥
(
誤
り
ど
と
い
う
の
は

い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、

「
第
一
」
、
「
第
二
」
、
「
第

二
一
一
お
よ
び
「
第
四
」
の
-
深
刻
な
問
題
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

で
お
乙
な
っ
て
き
た
事
実
に
も
と
づ
く
詳
細
な
吟
味
に
よ
っ
て
、
実
は
ま
っ
た
く
根
も
葉
も
な
い
虚
構
で
あ
っ
て
、

存
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
事
実
そ
の
も
の
を
「
正
視
」
し
え
な
い
榊
氏
自
身
の
論
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
レ
う
こ
と
が
明
ら
か

こ
れ
ら
の

「
深
刻
な
問
題
」
と
い
ち
の
は

」
れ
ま

「
深
刻
な
問
題
」
が

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
以
上
の
諸
欠
陥
(
誤
り
)
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
事
実
無
根
の
、

お
し
つ
け
で
し
か
な
く
、

ま
し
て
、

そ
の
「
必
然
的
結
果
と
し
て
」
な
ど
と
い
う
文
句
に
い
た
っ
て
は
、

ま
っ
た
く
の
空
文
句
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

い
ま



さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
と
に
、
榊
氏
の
「
品
性
」
の
ほ
ど
を
よ
〈
示
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
「
必
然
的
結
果
と
し
て
」

と
い
う
、
「
唯
物
論
」
的
響
き
の
す
る
言
葉
で
あ
る
。
榊
氏
は
、
そ
の
「
必
然
的
結
果
と
し
て
、
反
帝
反
独
占
の
人
民
の
民
主
主
義
革
命

の
課
題
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
出
て
く
る
か
、

」
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
「
課
題
」
は
、

そ
れ
自
身
で
本
の
中
か
ら
「
出
て
く
る
」
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
読

者
が
本
の
中
か
ら
「
引
き
だ
し
て
し
ゃ
る
以
外
に
は
、

出
ょ
う
は
な
い
。
だ
が
、
拙
著
を
読
ん
で
、

そ
の
内
容
か
ら
「
反
帝
反
独
占
」

の
課
題
を
「
引
き
出
L
て
」
乙
な
い
よ
う
な
読
者
は
、
「
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本
に
よ
る
帝
国
主
義
的
支
配
」
と
い
う
よ
う
な
明
白
な
文
字

を
「
正
視
」
で
き
ず
、
意
識
的
に
こ
れ
を
「
無
視
」
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
「
日
間
性
」
の
持
主
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、

わ
か
り
き

っ
た
こ
と
は
ま
た
と
な
い
で
あ
ろ
う
。
榊
氏
と
し
て
は
、
読
み
手
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
、
ず
、
拙
著
か
ら
は
右
の
「
課
題
」
が
ひ
と
り
で

に
「
出
て
く
る
」
こ
と
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
読
者
を
言
い
く
る
め
る
た
め
に
「
必
然
的
結
果
と
し
て
」
と
い
う
唯
物
論
的
言
葉
を
お
そ

ら
く
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
の
物
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
と
は
ま
さ
に
逆
で
、
「
以
上
の
明
白
な
文
字
を
正
視
で
き
ず
、

こ
れ
を
無
視
し
た
こ
と
の
必
然
的
結
果
と
し
て
」
ま
と
も
な
結
論
は
「
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

も
し
、
榊
氏
が
、
本
当
に
正
し
い
批
判
を
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
し
て
、
右
の
「
課
題
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
し
、

む
し

ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
苧
命
を
事
実
上
当
面
す
る
謀
題
と
し
て
押
し
だ
し
て
い
る
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
そ
の
こ
と
を
事

実
を
も
っ
て
実
証
さ
れ
な
い
の
か
?
な
ぜ
、
拙
並
行
の
内
容
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
箇
所
を
指
摘
し
て
、
と
の
文
章
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

こ
の
節
の
中
で
述
べ
て
い
る
こ
の
箇
所
に
よ
っ
て
、
「
出
て
こ
な
い
」

L
、
「
押
し
出
し
て
い
る
」
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
、
と
い
う
よ

そ
の
よ
う
な
事
実
を
挙
げ
て

t士う
に
議
論
を
立
て
ら
れ
な
い
の
か
っ

「
必
然
的
結
果
と
し
て
」
と
か
「
事
実
上
」
な
ど
と
い
う
文
句
は
、

議
論
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
諸
欠
陥
(
誤
り
ど
を
ご
ま
か
す
た
め
の
も
の
で
、

ま
さ
に
小
細
工
と
い
う
の
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

七



三
八

と
こ
ろ
で
、
右
の
「
第
五
」
の
非
難
の
な
か
で
き
わ
め
て
並
日
に
値
す
る
の
は
、
「
反
帝
反
独
占
の
人
民
の
民
主
主
義
革
命
」
と
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
」
と
は
全
く
ち
が
っ
た
も
の
だ
と
す
る
、
榊
民
の
主
張
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

」
の
上
う
な
主
張
は
、
「
第
五
」
に
つ
づ
く
つ
ぎ
の

手
き
び
し
い
論
難
の
な
か
に
も
、
あ
き
ら
か
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
。

「
こ
う
し
た
基
本
的
特
徴
が
し
め
す
よ
う
に
、
山
本
氏
の
『
修
正
主
義
批
判
』
は
実
質
的
に
は
、
『
修
正
主
義
批
判
』
の
名
に
よ
る
教

条
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
論
議
で
あ
り
、
反
帝
反
独
占
の
民
主
主
義
的
課
題
の
否
定
論
で
あ
り
、

日
本
共
産
党
の
章
命
路
線
に
た
い
す

る
異
論
の
書
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
最
後
の
『
総
括
』
で
山
本
氏
が
「
残
念
な
が
ら
ま
だ
こ
の
国
に
、
真
に
革
命
理
論
の
名
に
偵
す

る
も
の
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
』
と
峡
珂
を
切
る
の
を
み
る
と
き
、
氏
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る

お
も
い
で
あ
る
L

。

本
的
な
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、

榊
氏
は
、
「
評
論
家
」
で
い
ら
れ
る
そ
う
で
あ
る
が
、
大
切
な
概
念
規
定
に
つ
い
て
、
と
く
に
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
!
ニ
ン
主
義
」
の
茎

ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
「
正
視
」
さ
れ
な
い
で
、
も
っ
ぱ
ら
「
無
視
」
さ
れ
る
こ
と
で
、
評
論
を
立
て
て

い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

な
ぜ
と
い
う
に
、
氏
は
ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
己
反
帝
反
独
占
の
人
民
の
民
主
主
義
革
命
」
と
い
い
な
が
ら
、

他

方
で
は

「
反
帝
反
独
占
の
民
主
主
義
的
課
題
」
と
い
わ
れ
る
。

い
っ
た
い
、
氏
は
、
「
反
帝
反
独
占
」
を
「
課
題
」
と
す
る
「
革
命
」
は

ま
さ
に
「
人
民
的
一
民
主
主
義
革
命
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
「
革
命
」
で
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

も
し
そ

う
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

l
l
そ
し
て
、
右
の
氏
の
非
難
文
章
か
ら
推
せ
ぽ
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
が
、

i
l
「
反
帝
反
独

占
」
を
「
課
題
」
と
し
な
い
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
」
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い

ど
う
い
う
「
革
命
」
な
の
か
、
ど
ん
な
「
課
題
」
を

も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
榊
民
よ
、
ど
う
か
は
っ
き
り
と
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
c

「
反
帝
反
独
占
一
を
「
課
題
」
と
し
て
い
な
い
よ

う
な
、
世
に
も
あ
り
が
た
い
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
」
と
い
う
も
の
を
、
一
言
葉
の
上
だ
け
で
も
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
と
は
、

ま
っ
た
く
も



っ
て
す
ば
ら
し
い
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
者
」
の
「
品
性
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
も
し
、
「
反
帝
反
独
占
」
を
「
課

理
」
と
し
な
い
よ
う
な
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
」
は
現
段
階
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
反
帝
反
独
占
」
の
「
課
題
」

の
「
否
定
論
」
が
「
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
論
議
」
だ
な
ど
と
い
う
御
白
身
の
「
勇
ま
し
い
」
断
定
が
ひ
ど
い
錯
乱
を
示
し
て
い
る
だ
け
だ

と
い
う
こ
と
を
、

お
認
め
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
?

「
反
帝
反
独
占
」
の
「
課
題
」
を

「
否
定
」
し
て
い
る
か
ら
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
革
命
論
議
」
で
あ
る
、
「
人
民
民
主
主
義
革
命
の
否
定
論
」
だ
と
い
う
の
は
、

ま
こ
と
に
見
え
す
い
た
ベ
テ
ン
論
法
で
あ
り
、

そ
の
つ
フ

ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
論
義
」
と
い
う
言
葉
の
上
に
「
教
条
的
な
」
と
い
う
形
容
詞
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
る
と
い
う
小
細
工
を
弄
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
、
氏
自
身
の
概
念
規
定
の
粗
雑
き
と
氏
知
れ
ぬ
混
乱
ぶ
り
、

そ
し
て
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
き
す
り
か
え
と
お
し
つ
け
は
イ
ン
ペ
イ

し
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
氏
は
、

さ
ぎ
の
「
第
五
」
の
な
か
で
、

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
草
命
を
事
実
上
当
面
す
る
課

題
と
し
て
」
と
い
う
一
一
一
一
口
業
を
つ
づ
っ
て
い
ら
れ
る
が
、

い
っ
た
い
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
L

を
も
っ
て
課
題
だ
な
ど
と
一
一
白
う
こ
と
が
、

一
口
葉
そ
の
も
の
と
し
て
も
、
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
か
!

民
主
主
義
革
命
し
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
」
と
は
ま
っ
た
く
ち
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
、

要
す
る
に
、
榊
氏
の
わ
た
し
に
た
い
す
る
こ
れ
ら
の
非
難
の
「
基
本
的
特
徴
が
し
め
す
」
第
一
の
「
深
刻
な
問
題
」
は
、
氏
、
が
「
人
民

ま
こ
と
に
「
品
性
」
に
相
応
わ
し
い
観
念
を

か
た
く
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る

と
こ
ろ
で
、

ま
だ
は
る
か
に
重
大
な
問
題
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
「
日
本
共
産
党

の
革
命
路
線
に
た
い
す
る
異
論
の
書
」
と
い
う
氏
の
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
は
「
反
帝
反
独
占
」
の
「
民
主
主
義
的
課
題
」
と
い

ツ
一
ア
ル
は
り
つ
け
を
あ
え
て
さ
れ
て
き
た
榊
氏
が
、

こ
の
「
課
題
」
と
い
う
言
葉
ひ
と
つ
を
あ
や
つ
る
こ
と
で
、
拙
著
へ
の
レ

こ
こ
に
き
て
、
突
如
と
し
て
、
「
革
命
路
線
」
に
話
を
移
し
か
え
ら
れ
て
い
る
の
で

う
よ
う
に
、
も
っ
ぽ
ら
「
変
革
の
課
題
」
ぽ
か
り
問
題
に
し
、

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
ニ
)

九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

四
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あ
る
。
だ
が
、

こ
の
「
路
線
」
に
つ
い
て
も
、
説
明
は
い
っ
き
い
ぬ
き
で
あ
る
。
拙
苦
で
述
べ
て
い
る
「
路
線
」
が
、

rう
い
う
も
の
で
あ

り
、
日
本
共
産
党
の
「
路
線
」
が
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
、
争
乱
〈
に
よ
る
説
明
を
い
っ
さ
い
省
略
し
て
お
い
て
、
ど
う
し
て
、

い
き
」

な
り
「
異
論
の
書
」
だ
な
ど
と
一
一
目
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
?

榊
氏
は
、

お
そ
ら
く
「
反
帝
反
独
占
の
課
哩
」
を
も
っ
て
き
て
理
由
と
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、

そ
れ
は
、
拙
著
の
中
で
の
修
正
主
義
批
判
か
ら
も
当
然
「
必
然
的
結
果
」
と
し
て
で
て
く
る
は
ず
の
も
の

で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
「
正
視
」
で
き
ず
、
「
無
視
」
し
た
り
し
て
い
る
の
は
、
榊
氏
お
ひ
と
り
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば

ま
っ
た
く
い

わ
れ
の
な
い
言
い
が
か
り
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
c

だ
が
、
榊
氏
は
、

そ
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
の
粗
雑
さ
と
混
乱
、

お
よ
び
そ
の
う
え
に
是
が
非
で
も
「
教
条
主
義
」
、
「
反
共
産
党
的
」

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
い
ち
は
や
く
は
り
つ
け
て
し
ま
お
う
と
い
う
切
な
る
衝
動
の
た
め
に
、
事
態
を
冷
静
に
観
察
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
し
、

ま
た
拙
著
の
内
容
も
よ
く
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
て
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
第
五
」
以
下
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り

で
、
簡
単
に
客
観
的
に
事
態
を
観
察
し
、
拙
著
の
内
容
の
中
で
関
連
す
る
と
こ
ろ
を
ぬ
き
が
き
し
て
お
自
に
か
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

拙
著
は
「
現
代
修
正
主
義
理
論
」
を
批
判
し
た
も
の
℃
あ
っ
て
、

そ
の
核
Jい
は

「谷
強本
力 十

え裏
立か
TT ら

話芸
E 主

義
を

-" 
改 m

i:空
し 'pp

て W ノ

道

11 
-， 

変

」
れ
を

革
路
線
」
の
問
題
に
お
い
て
、
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」
た
る

「
平
和
的
・
民
主
的
(
議
会
的
)
方
法
」
に
お
き
か
え
よ
う
と
す
る
修
正
主
義
の
本
質
を
究
明
・
暴
露
す
る
と
こ
ゐ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

的
に
論
究
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
り
、

「
議
会
内
で
安
定
し
た
多
数
を
獲
得
で
き
れ
ば
・
:
:
」
|
|
ー
を
と
り
あ
げ
て
、

古品

K
L

、
そ
の
一
第
一
一
章
め
末
尾
の
(
注
辺
)
に
お
い
て
、

レ
l
ニ
ン
の
教
一
不
と
の
対
比
に
お
い
て
、
詳
細
か
つ
徹
底

そ
の
報
告
の
中
の
一
句

i
l

拙
著
の
第
二
章
「
「
平
和
革
命
」
の
理
論
」
全
部
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
を
、

そ
れ
が
反
レ
i
ニ
ン
的
な
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」

執
着
す
る
修
正
主
義
者
の
反
科
学
性
を
端
的
に
示
、
す
も
の
だ
'
と
い
う
こ
と
な
胡
ら
か
に
し
て
い
る
の
も
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ



が
、
一
九
六
一
年
七
月
第
八
回
党
大
会
で
満
場
一
致
採
択
ぎ
れ
た
「
日
本
共
産
党
綱
領
」
の
中
の
肝
腎
の
「
変
革
路
線
」
の
中
心
に
は
、
右

の
一
句
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
事
実
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
拙
著
第
二
章
の
内
容
は
、
客
観
的
に
は
、
「
日

本
共
産
党
綱
領
」
の
中
の
「
変
革
路
線
」
の
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
の
「
修
正
主
義
的
本
質
」
を
批
判
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
と
い
う
、
事
実
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
榊
氏
が
、
拙
著
の
内
容
宏
「
正
視
」
も
せ
ず
、
す
っ
か
り
「
無
視
」
し
さ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
拙
著
を
「
日
本
共
産

党
の
革
命
路
線
に
た
い
す
る
異
論
の
書
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
は

一
方
に
お
い
て
、
榊
氏
の
「
品
性
」
の
中
で
の
第
六
感
の
働
き
が
と

く
に
確
か
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
も
な
り
う
る
し
、

ま
た
他
方
で
は
、
「
変
革
路
線
」
と
「
変
革
課
題
」
と
の
区
別
と
関
連
が
わ
け
わ
か

ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
、
「
課
題
L

に
執
着
し
て
す
り
か
え
と
ベ
テ
ン
で
拙
著
を
や
っ
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
と
も
な

り
う
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
別
に
「
岐
川
町
を
切
る
」
つ
も
り
は
な
〈
、
「
日
本
共
産
党
綱
領
」
の
中
の
右
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
式
「
平

和
的
・
議
会
的
方
法
」
の
一
句
を
そ
れ
と
明
示
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
簡
単
に
「
わ
が
園
で
は
、
真
に
革
命
理
論
の
名
に
値
す
る
も
の
が
っ

く
り
だ
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
」
と
記
し
て
ぬ
い
た
が
、
そ
れ
は
、
右
の
諸
事
実
と
こ
れ
を
と
り
ま
く
諸
状
勢
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
、
も
し
榊
氏
が
、

よ
く
物
を
見
き
わ
め
る
限
を
お
も
ち
に
な
っ
て
、
拙
著
第
二
章
の
内
容
を
た
だ
し
く
正

視
さ
れ
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
」
の
「
平
和
的
・
議
会
的
方
法
」
の
度
レ
l
ニ
ン
的
修
正
主
義
的
本
質
を
た
だ
し
く
「
正
視
」
さ
れ
た

ど
う
し
て
拙
著
が
「
異
論
の
書
」
と
な
っ
て
い
る
か
を
、
第
六
感
に
頼
る
こ
と
な
く
、
事
実
を
も
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、

な
ら
ば
、

も
な
く
、

ま
た
、
「
峡
明
」
に
腹
を
立
て
る
こ
と
な
ぐ
、
拙
著
の
「
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
お
も
い
L

な
ど
お
持
ち
に
な
る
空
で

マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
γ
主
義
的
意
図
を
は
っ
き
り
と
事
実
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
日
本
共
産
党
の
革
命
路
線
に
た
い
す
る
異
論
の
書
」
と
い
う
、
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
き
「
事
大
主
義
的
」

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

四



正
し
い
批
判
ば
い
か
に
あ
る
べ
き
か
っ
一
)

四

「
権
威
依
存
主
義
的
」
一
一
一
一
口
辞
を
弄
し
て
、
拙
著
に
ケ
チ
を
お
つ
け
に
な
ろ
う
と
い
う
「
意
図
」
な
ど
生
じ
る
余
地
も
な
か
っ
た
は
ず
な
の

で
あ
る
。

き
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
事
実
に
つ
い
て
の
「
正
視
」
拒
否
、
基
本
的
概
念
規
定
の
欠
如
と
混
乱
、
粗
雑
、
混
同
と
す
り
か
え
、

沌
然
た
る
べ
テ
ン
と
い
う
氏
独
自
の
「
方
法
」
に
よ
っ
て
、
拙
著
に
た
い
す
る
「
事
大
主
義
的
」
「
権
威
依
存
主
義
的
」
や
っ
つ
け
と
レ
ッ
テ

ル
は
り
を
美
事
な
し
と
け
ら
れ
た
榊
氏
は
、

さ
ら
に
そ
の
全
面
的
打
倒
を
完
成
す
る
た
め
に
、
拙
著
の
内
容
の
中
か
ら
、
た
ま
た
ま
そ
の
眼

に
ふ
れ
ら
れ
た
問
題
点
を
二
、
一
二
と
り
だ
し
て
、
駄
目
お
し
的
非
難
の
言
葉
を
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、

さ
ら
に
、

榊
氏
の
鋒
先
の
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
い
っ
て
、
事
実
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
究
わ
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
は
右
の
氏
独
自
の
「
方
法
」
が
ど
ん
な
に
遺
憾
な
く
そ
の
効
用
を
発
揮
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の

駄
目
お
し
的
例
証
が
そ
こ
に
数
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
よ
り
て
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
1
ニ
ン
主
義

者
」
の
「
口
同
性
」
に
つ
い
て
の
い
よ
い
よ
動
か
し
が
た
い
判
断
材
料
も
十
二
分
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
期
待
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

(
一
九
六
七
・
こ
・
二
六
)




