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さ
て
、

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
〆'、¥
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「
日
本
共
産
党
の
革
命
路
線
に
た
い
す
る
異
論
の
書
」
、
「
教
条
主
義
」
と
い
う
レ
y

テ
ル
を
、
な
に
ひ
と
つ
事
実
を
あ
げ
ず
頭

1
1
1
教
条
主
義
批
判
を
装
っ
た
修
正
主
義
1
1
1山

本

ま

え

が

予
備
的
注
意

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

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

榊
氏
に
よ
る
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
批
判
(
そ
の
三
)
:
・
:
(
以
上
、
本
号
所
載
)

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

榊
氏
に
よ
る
修
正
主
義
批
判

榊
氏
の
一
教
条
主
義
批
判
し
の
客
観
的
意
義

む

す

び

き

第
四
節

榊
氏
に
よ
る
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』

の
批
判
(
そ
の
三
)

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

一一一一一

ご
な
し
に
お
し
つ
け
る
こ
と
で
全
面
的
打
倒
と
い
う
所
期
の
目
的
の
大
半
を
首
尾
よ
く
な
し
と
げ
ら
れ
た
榊
民
は
、
今
度
は
そ
の
批
判
の

鋒
先
き
を
か
え
て
、
個
々
の
論
点
を
攻
撃
す
る
段
取
り
に
移
ら
れ
る
。
そ
の
書
き
出
し
は
、

こ
う
で
あ
る
。

「
山
本
氏
の
所
説
に
は
、
き
わ
め
て
『
勇
し
い
』
こ
と
ば
の
か
げ
に
危
険
な
ド
グ
マ
、
が
目
立
つ
」
。

で
は
、
そ
の
「
『
勇
し
い
』
こ
と
ば
」
と
い
う
の
は
、

ど
ん
な
言
葉
で
あ
る
か
?

そ
の
「
一
言
葉
の
か
げ
」
に
「
目
立
つ
」
て
い
る
「
危

険
な
ド
グ
マ
」
と
は
、

な
ん
で
あ
る
か
?

榊
民
は
、
右
に
つ
づ
い
て
「
た
と
え
ば
」
と
し
て
賃
銀
に
つ
い
て
の
こ
つ
の
問
題
点
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
、
が
、
拙
著
か
ら
の
二
つ
の
引
用
箇
所
の
中
に
は
、
ど
こ
を
探
し
て
も
、
「
吋
勇
し
い
』
こ
と
ぽ
」
も
「
危
険
な
ド
グ
マ
」
も
、

全
然
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
た
と
え
ぽ
、
労
働
者
階
級
の
組
織
と
意
識
を
革
命
に
向
け
て
高
揚
さ
せ
る
『
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
』
が
な
げ
れ
ば
『
最
低
賃
銀
制
実
施
』
も

か
え
っ
て
独
占
資
本
主
義
維
持
の
道
具
立
て
に
な
る
と
か

(
p
日
)
、
「
先
進
的
な
理
論
家
の
大
半
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア

w
労
働
評
価
μ

や
仰
向
一
労
働
・
同
一

賃
銀
u

を
ふ
り
ま
わ
し
て
い
る
』

(
P
日
)
と
か
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
?
」

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
榊
氏
は
「
:
:
:
と
か
、
;
:
:
と
か
書
い
て
い
る
」
と
い
う
口
調
で
書
き
立
て
て
い
ら
れ
る
が
、

」
う
い
う
表
現

は
、
そ
の
内
容
が
ま
っ
た
く
お
話
に
な
ら
な
い
ほ
ど
混
乱
し
て
い
て
取
り
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
と
き
に
は
じ
め
て
つ
か
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
榊
氏
ば
、
右
の
実
現
を
採
用
し
て
、

わ
た
し
の
所
論
、
が
ま
っ
た
く
支
離
滅
裂
で
、
無
意
味
な
一
ド
グ
マ
」
の
羅
列

で
し
か
な
い
と
い
う
御
自
分
の
印
象
を
ば
、
説
明
す
る
手
間
を
は
ぶ
い
て
、
読
者
に
伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
そ

の
最
後
で
は
、

こ
と
さ
ら
「
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
?
」
と
い
う
「
疑
問
」
体
が
採
ら
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
、

榊
氏
の
印
象
が
正
し
い
か
、
そ
れ
と
も
、
榊
民
が
問
題
の
本
質
を
全
然
わ
き
ま
え
な
い
わ
け
わ
か
ら
ず
の
は
っ
た
り
壁
で
あ
る
か
|
1
1
事

柄
を
吟
味
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。



ま
ず
最
初
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
拙
著
の
中
か
ら
問
題
の
箇
所
を
と
り
だ
す
さ
い
の
榊
氏
の
や
り
方
が
き
わ
め

な
ぎ
あ
わ
せ
、

て
作
為
的
で
あ
っ
て
、
前
後
の
脈
絡
か
ら
勝
手
に
き
り
は
な
し
、
自
分
に
都
合
の
悪
い
と
こ
ろ
は
き
り
す
て
都
合
の
よ
い
言
葉
ば
か
り
つ

わ
た
し
の
主
張
を
こ
と
さ
ら
ゆ
が
め
、
改
ざ
ん
し
て
読
者
に
示
す
と
い
う
手
法
が
つ
ね
に
と
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
拙
著
の
具
体
的
な
内
容
と
つ
き
あ
わ
し
て
、
榊
氏
が
ど
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
と
り

だ
し
、
ど
の
よ
う
に
「
解
釈
」
し
て
、

ど
の
よ
う
に
歪
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
事
実
に
よ
っ
て
ま
ず
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。ま

ず
、

「
最
低
賃
銀
制
」
の
問
題
に
つ
い
て
。

こ
の
問
題
が
拙
著
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
第
一
章
「
『
構
造
改
草
許
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
の
第
二
節
「
『
構
造
改

革
』
の
具
体
的
内
容
」
の
中
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、

こ
の
第
二
節
で
、

「
構
造
改
革
論
」
者
自
身
の
説
明
に
も
と
づ
い
て
、

「
「
構
造
改

草
』
と
い
う
も
の
の
具
体
的
内
容
は
、
要
す
る
に
『
独
占
支
配
の
制
限
』
の
仕
方
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
」

(
四
六
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
、

佐
藤
昇
氏
が
「
経
済
の
面
で
の
独
占
支
配
の
制
限
の
具
体
的
内
容
」
の
「
第
ご
と
し
て
あ
げ
て
い
ら
れ
る
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る

」
と
」
の
各
種
の
方
策
に
つ
い
て
、

い
ち
い
ち
こ
れ
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
佐
藤
氏
は
、
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
と

し
て
、

「
賃
銀
闘
争
」
、
「
労
働
時
間
短
縮
闘
争
」
と
な
ら
ん
で
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
、
社
会
保
障
の
拡
充
、
大
衆
課
税
や
独
占
価
格
の

引
下
げ
、
完
全
一
雇
用
な
ど
」
を
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

わ
た
し
は
、
当
然
の
こ
と
な
、
が
ら
、

「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
が
は
た

し
て
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

そ
れ
が
「
比
較
的
も
勺
と
も
よ
く
『
実
施
』
さ
れ
た
と
し
て

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

四

も
」
と
し
て
、

「
第
一
に
、

こ
の
『
最
低
賃
銀
』
で
は
人
間
労
働
力
の
正
常
な
維
持
H
再
生
産
は
と
う
て
い
お
ぼ
つ
か
な
い
」

」

1ζ

、

「
第
二
に
、

」
の
『
最
低
賃
銀
」
に
す
ら
め
ぐ
ま
れ
な
い
賃
銀
労
働
者
、

つ
空
り
失
業
者
は
、

な
ん
の
賃
銀
も
保
障
さ
れ
な
い
」
こ
と
、

さ
ら
に

「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
に
よ
っ
て
賃
銀
引
上
げ
を
強
制
き
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
「
低
賃
銀
・
長
時
間
労
働
の
中
小
・
零
細
企

そ
れ
ば
当
の
「
独
占
の
搾
取
」
に
は
む
し
ろ
有
利
に
、
中
小
・
零
細
企
業
に
は
き
わ
め
て
不
利
に
は
た
ら
か
ざ
る
を
え

業
」
で
あ
っ
て
、

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
最
低
賃
録
制
の
実
施
」
が
『
独
占
の
搾
取
の
制
限
』
に
な
る
と
い
う
主
張
は
、
資
本
主
義
の
基
本
的
な
経
済
法
則
を
ま
っ
た
く

無
視
し
た
悪
質
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
般
に
『
最
低
賃
削
除
制
の
実
施
』
が
賃
銀
労
働
者
の
経
済
的
状
態
の
『
改
良
』
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
る
こ
と
は
う
た
が
い
な
い
し
、
こ
の
点
に
『
最
低
賃
銀
制
』
の
真
の
意
義
が
存
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
資
本
主
義
の
存
立
を
前

提
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
、
資
本
主
義
の
『
構
造
』
を
『
改
革
』
ず
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
『
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
』
も
の

な
ど
で
も
あ
り
え
な
い
。
最
低
賃
銀
制
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
う
た
が
い
も
な
く
、
労
働
者
階
級
の
経
済
的
地
位
の
改
善
で
あ
り
、
経
済
的
「
改
良
』
で

あ
る
が
、
こ
の
『
改
良
』
を
改
良
と
し
て
正
し
く
資
本
主
義
変
革
に
役
立
て
る
た
め
に
は
、
『
改
良
』
と
『
革
命
』
と
の
関
係
を
た
だ
し
く
把
握
し
、
『
独

占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
』
な
ど
と
い
う
、
内
容
主
つ
ぼ
の
か
け
声
な
ど
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
を
い
っ
さ
い
や
め
て
、
つ
ね
に
労
働
者
階

級
の
組
織
と
意
識
と
を
守
革
命
」
に
む
か
つ
て
高
揚
さ
ぜ
整
備
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
て
い
っ
さ
い
の
闘
争
を
指
導
す
る
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地

に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
真
の
正
し
い
革
命
的
見
地
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
の
『
最
低
賃
銀
制
の
実
施
』
な
る
も
の
は
、
か
え
っ

て
全
般
的
危
機
に
あ
る
独
占
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
そ
れ
の
維
持
H
存
続
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
道
具
立
て
の
ひ
と
つ
と
し
て
役
立
つ
こ
と
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
」
(
五
五
ペ
ー
ジ
〉
。

み
ら
れ
る
と
お
り
、

マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、

い
ず
れ
も
自
明
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
を
述
べ
た
ま
で
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が

こ
こ
に
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

1
ニ
ン
主
義
者
」
と
自
称
す
る
一

「
-
討
論
家
」
が
現
わ
れ
て
、

「
:
・
・
・
・
と
か

と
か
書
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
い
っ
た
い
な
に
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
?
」
と
い
う
、
非
難
と
侮
蔑
の
言
葉
を
投
げ
つ
け
て
い
る
の
で
あ



る
。
そ
こ
で
、

わ
た
し
は
、
賃
銀
論
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
的
常
識
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
し
、

」
の
、
も
っ
ぱ
ら

「
や
っ
つ
け
」
を
事
と
す
る
「
評
論
家
し
の
非
繁
に
、
こ
た
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
資
本
主
義
社
会
で
、
賃
銀
労
働
者
の
労
働
賃
銀
を
一
定
の
水
準
以
上
に
|
|
国
家
的
強
制
力
に

最
低
賃
銀
制
は
、

よ
り
1

1
引
上
げ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
賃
銀
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
改
善
ー
そ
の
引
上
げ
に
直
接
役

立
つ
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
で
は
、

そ
の
経
済
的
発
展
法
則
の
官
一
徹
に
よ
り
、
労
働
力
H
商
品
の
売
手
で
あ
る
賃
銀
労
働
者
の
売

手
と
し
て
の
地
位
は
ま
す
ま
す
困
難
な
も
の
に
な
り
、
資
本
家
は
、

」
れ
ら
の
法
則
の
諸
結
果
を
利
用
し
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
口
実
で
労
働

カ
リ
商
品
の
買
叩
き
を
お
し
す
す
め
る
。
そ
の
た
め
、
賃
銀
労
働
者
の
労
賃
は
、
そ
の
労
働
力
の
正
常
な
再
生
産
費
は
お
ろ
か
、
肉
体
的

最
低
必
要
限
度
を
も
割
る
よ
う
な
劣
悪
な
水
準
に
お
し
下
、
げ
ら
れ
る
。
こ
の
資
本
主
義
社
会
で
は
、
賃
銀
奴
隷
は
、
奴
隷
と
し
て
必
要
な

「
餌
」
す
ら
、
十
分
に
は
保
障
さ
れ
え
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賃
銀
労
働
者
の
利
益
の
た
め
に
た
た
か
う
こ
と
を
標

梼
す
る
人
々
や
組
合
や
、
あ
る
い
は
政
党
は
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
賃
銀
の
引
上
げ
の
た
め
に
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

最
低
賃
録
制
の
た
め
の
闘
争
の
意
義
も
そ
ミ
に
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
最
低
賃
銀
制
は
、
あ
く
ま
で
も
労
働
力
H
商
品
の
販
売
価
格
の
引
上

げ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

い
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
は
賃
銀
奴
隷
を
賃
銀
奴
隷
と
し
て
維
持
し
再
生
産
す
る
に

必
要
な
「
餌
」
の
割
増
し
な
い
し
は
若
干
の
引
上
げ
で
あ
っ
て
、
賃
銀
奴
隷
を
奴
隷
状
態
そ
の
も
の
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

し
か
と
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
、
資
本
に
と
っ
て
必
要
な
労
働
力
H
商
品
の
売
手
た
る
賃
銀

う
こ
と
を
、

労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
改
善
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
う
え
、
最
低
賃
銀
制
は
、
労
働
者
階
級
全
体
に
と
っ
て
、

そ
の
経
済
的
地
位
の
根
本

的
改
善
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
局
部
的
改
善
に
す
、
ぎ
ず
、

し
か
も
、
多
く
の
場
合
、

一
時
的
改
善
に
終
る
傾
き
が
あ

る
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
最
低
賃
銀
制
を
制
定
す
る
国
家
権
力
を
握
っ
て
い
る
の
は
資
本
家
階
級
、
と
く
に
独
占
資
本
家
階
層
で
あ
っ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

ノ、

て
、
労
働
者
階
級
の
圧
力
に
お
さ
れ
て
や
む
な
く
こ
れ
を
制
定
し
た
も
の
の
、
そ
の
実
質
的
効
果
を
減
殺
す
る
こ
と
を
必
ず
企
て
な
い
で

は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
は
、

か
れ
ら
は
、
最
低
賃
銀
制
の
適
用
範
囲
や
そ
の
金
額
に
き
ま
ざ
ま
の
制
限
、

例
外
規
定
を
も
う
け

た
り
、
租
税
そ
の
他
の
財
政
々
策
を
通
じ
て
い
ろ
い
ろ
の
負
担
を
勤
労
大
衆
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
経
済
的
地
位

の
実
質
的
向
上
を
阻
止
し
よ
う
と
た
え
ず
っ
と
め
、
同
時
に
他
方
で
は
、
そ
の
制
定
の
阻
止
に
失
敗
し
て
労
働
者
階
級
の
圧
力
の
も
と
に

な
ん
ら
か
の
形
の
最
低
賃
銀
制
を
制
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
破
局
に
な
る
や
い
な
や
、
今
度
は
手
を
か
え
て
、

」
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
、
独

占
資
本
の
支
配
す
る
国
家
が
、
労
働
者
階
級
の
経
済
的
地
位
の
向
上
に
も
と
も
と
関
心
を
も
っ
て
い
て
そ
の
た
め
に
積
極
的
に
こ
の
法
律

の
制
定
に
つ
と
め
た
も
の
だ
と
か
、

こ
の
資
本
主
義
社
会
で
は
|
|
各
種
の
社
会
保
障
制
度
と
あ
い
ま
っ
て

i
l労
資
協
調
の
も
と
に
、

労
働
者
階
級
の
経
済
的
地
位
の
向
上
、
国
民
全
体
の
生
活
の
保
障
が
首
尾
よ
く
達
成
さ
れ
う
る
し
、
自
分
た
ち
は
そ
の
た
め
に
万
全
の
対

策
を
た
て
て
い
る
の
だ
と
か
、

さ
か
ん
に
ふ
れ
ま
わ
る
の
で
あ
る
。

ほ
ん
の
す
こ
し
の
経
済
的
襲
歩
に
よ
っ
て
、

1
1
1
そ
れ
も
た
い
て
い

の
場
合
、
な
ん
ら
か
の
形
で
確
実
に
と
り
か
え
す
の
だ
が
、

1
1
i
賃
銀
奴
隷
を
お
と
な
し
い
「
平
和
的
」
な
奴
隷
に
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と

が
で
き
、
賃
銀
奴
隷
制
と
い
う
、

こ
の
独
占
資
木
に
と
っ
て
の
楽
園
、
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、

か
れ
ら
の
基
本
的
な
狙
い
だ
し
、
そ

の
た
め
に
あ
の
手
こ
の
手
が
つ
か
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、

-

i

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
が
「
何
を
意
味

す
る
で
あ
ろ
う
か
」
ま
っ
た
〈
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
し
が
、

い
っ
た
い
、
あ
る
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、

ど
こ
の
資
本
主
義
国
で
も
数
多
く
労
働
組
合
や
労
働
者
政
党
が
あ
っ
て
同
じ
よ
う
に
労
働
者
の
経
済
的
利
益
の
た

め
に
、
そ
の
経
済
的
地
位
の
改
善
の
た
め
に
活
動
し
「
た
た
か
っ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
そ
れ
ら
の
立
場
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
も
の

が
あ
り
、
そ
の
っ
た
た
か
い
方
」
に
も
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
、
事
実
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

榊
氏
は
、
そ
の
批
判
論
文
の
冒
頭
で
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
は
、

た
え
ず
右
翼
日
和
見
主
義
、
修
正
主
義
と
た
た



か
つ
て
き
た
」
と
か
、

「
先
駆
的
な
闘
争
を
お
こ
な
っ
て
き
た
」
と
か
、

さ
て
は
「
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
」
と
か
述
べ
た
て
て

い
ら
れ
る
が
、
労
働
者
階
級
の
経
済
的
地
位
の
改
善
の
た
め
に
「
右
翼
日
和
見
主
義
」
者
た
ち
、
改
良
主
義
者
た
ち
が

E
の
よ
う
ー
に
「
た

た
か
っ
て
き
た
」
か
を
全
く
知
っ
て
い
な
い
と
御
自
身
で
こ
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
ど
う
や
ら
右
の
「
勇
ま

し
い
自
己
礼
讃
」
は
、
手
前
味
噌
を
並
べ
た
だ
け
の
「
号
卦
レ
い
ト
亦
ご
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
安
が
、
お
の
づ
か
ら
暴
露
さ
れ
て
い

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

榊
君
よ
、

よ
く
聞
き
た
ま
え
、
右
翼
日
和
見
主
義
者
、
修
正
主
義
者
、
改
良
主
義
者
と
、
真
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
者
と
で

は
、
同
じ
く
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
改
善
の
た
め
に
た
た
か
う
と
は
い
い
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
立
場
は
正
反
対
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て

そ
の
「
た
た
か
い
方
」
は
ま
つ
こ
う
か
ら
対
立
し
て
い
る
の
だ
。
右
翼
日
和
見
主
義
者
、
組
合
主
義
者
、
改
良
主
義
者
た
ち
は
、
労
働
者

の
経
済
的
地
位
の
改
善
を
主
張
し
、
そ
の
実
施
を
要
求
し
て
「
た
た
か
う
」
が
、
そ
れ
は
、
ほ
ん
の
す
こ
し
の
、
一
時
的
な
経
済
的
地
位

こ
の
資
本
主
義
社
会
の
も
と
で
労
働
者
の
地
位
の
向
上
、
生
活
の
保
障
が
可
能
で
あ
る
と
い
ろ
考

の
改
善
を
か
ち
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

え
方
に
労
働
者
を
ひ
き
い
れ
、
労
働
者
の
「
闘
争
」
を
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
地
位
の
改
良
に
だ
け
お
し
こ
め
よ
う
と
す
る
巳
も
の
で
あ
る
。
資

本
主
義
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、

し
た
が
っ
て
資
本
の
支
配
、
賃
銀
奴
隷
制
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
の
経
済
的
地

位
の
改
善
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
不
満
を
そ
ら
し
、
資
本
主
義
の
も
と
で
も
労
働
者
の
地
位
の
不
断
の
向
上
、
生
活
の
保
障
は
可
能
で
あ

り
、
必
然
で
あ
る
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
矛
盾
を
隠
蔽
し
、
賃
銀
奴
隷
の
自
覚
を
お
し
こ
ろ
し
、
資
本
主
義
の
存
続
、

ダコ

ま
り
賃
銀
奴
隷
制
の
永
遠
化
を
説
く
と
い
う
社
会
的
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

た
と
え
か
れ
ら
が
な
ん
と
自
称
し
て

い
よ
う
と
も
、

こ
の
よ
う
な
主
張
を
か
か
げ
る
者
は
、

よ
し
ん
ば
そ
の
人
が
ま
っ
た
く
誠
実
で
あ
っ
て
真
に
労
働
者
の
も
た
め
ば
か
り
考
え

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

七



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

八

て
行
動
し
た
と
し
て
も
、
客
観
的
に
は
、
労
働
者
た
ち
を
堕
落
さ
せ
無
力
に
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
先
き
と
し
て
、
労
働
者
の
地
位

向
上
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
の
隷
属
状
態
の
、
水
久
化
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
・
レ
I
ニ
ン
主
義
者
も
、
も
ち
ろ
ん
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
改
善
-

向
上
の
た
め
に
た
た
か

ぅ
。
だ
が
、
右
翼
日
和
見
主
義
者
、
改
良
主
義
者
た
ち
の
よ
ろ
に
、
闘
争
を
改
良
に
限
る
こ
と
も
な
く
、

ま
た
改
良
に
よ
っ
て
労
働
者
の

経
済
的
地
位
が
確
実
に
改
善
さ
れ
、
そ
の
生
活
が
確
実
に
保
障
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
説
く
こ
と
も
し
な
い
。

か
れ
ら
は
、

改
良
主
義
者
の
主
張
を
ひ
つ
く
り
か
え
し
、
改
良
主
義
者
の
ご
ま
か
し
を
暴
露
し
て
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
改
良
は
、
き
ま
っ
て
一
時

的
、
局
部
的
で
あ
っ
て
根
本
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
支
配
階
級
は
必
ず
他
方
で
な
ん
ら
か
の
形
で
そ
の
「
借
り
」
を
返
さ
ず

に
は
い
な
い
こ
と
合
説
明
し
、
こ
の
資
本
主
義
、
つ
ま
り
賃
銀
奴
隷
制
の
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
労
働
者
の
地
位
の
根
本
的
改
善
は
あ
り
え

な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
こ
の
賃
銀
奴
隷
制
を
打
倒
す
る
た
め
に
こ
そ
経
済
的
地
位
の
改
善
を
か
ち
と
り
、
こ
れ
を
正
し
く
利
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。

改
良
主
義
者
、
右
翼
日
和
見
主
義
者
同
改
良
の
枠
の
中
に
労
働
者
の
闘
争
を
制
限
し
、
闘
争
が
こ
の
枠
を
の
り
こ
え
る
こ
と
を
阻
止

し
て
、

賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
H
強
化
を
は
か
る
た
め
に
、

経
済
的
地
位
の
改
善
を
主
張
す
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、

労
働
者
の
闘
争
が
改
良
の
枠
を
の
り
こ
え
て
賃
銀
奴
隷
制
そ
の
も
の
の
打
倒
の
た
め
の
闘
争
に
拡
大
さ
れ
強
化
さ
れ
る

マ
ル
ク
ス
・
レ

l

ニ
ン
主
義
者
は
、

た
め
に
、
経
済
的
地
位
の
改
善
を
お
し
す
す
め
る
。
こ
こ
に
、
改
良
に
つ
い
て
の
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
改

善
に
つ
い
て
の
、
改
良
主
義
と
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
と
の
根
本
的
原
則
の
ち
が
い
、

そ
の
「
た
た
か
い
方
」
の
根
本
的
差
異
が
あ

る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
は
、
資
本
主
義
の
革
命
的
変
革
の
立
場
に
立
っ
て
、
労
働
者
に
た
い
し
、
賃
銀
の
本
質
、
賃

銀
奴
隷
制
の
本
質
に
つ
い
て
の
正
確
で
徹
氏
的
な
理
解
を
え
き
せ
る
よ
う
に
粘
り
づ
上
い
努
力
を
か
た
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
資
本
の



支
配
の
つ
づ
く
か
、
ぎ
り
賃
銀
奴
隷
制
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
つ
か
ま
せ
、

こ
の
賃
銀
奴
隷
制
そ
の
も
の
を
根
本
的
に
打
倒

し
て
社
会
主
義
社
会
を
創
設
す
る
「
担
い
手
」
と
し
て
の
労
働
者
階
級
の
歴
史
的
使
命
を
明
確
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
を
、
な
に
よ
り
も
ま

ず
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
「
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
」
に
立
っ
て
い
っ
さ
い
の
闘
争
を
積
極
的
に

指
導
す
る
こ
と
に
上
っ
て
、

は
じ
め
て
労
働
者
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
改
良
、
が
一
時
的
で
な
ん
ら
重
大
な
も
の
で
あ
り
え
な
い
こ
と

を
つ
か
み
、
改
良
主
義
的
指
導
者
た
ち
の
巧
言
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
改
善
の
た
め
に
た
た
か
い
な
が
ら
、
こ
の
改
善
を
利

用
し
て
賃
銀
奴
隷
制
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
い
っ
そ
う
粘
り
づ
よ
い
闘
争
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

「
た
た
か
い
方
」
の
う
ち
に
と
そ
、

レ
l
ニ
ン
が
く
り
か
え
し
強
調
し
て
い
る
「
改
良
と
革
命
と
の
正
し
い
関
連
づ
け
」
が
見
出
さ
れ
る

と
い
う
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
と
は
、
最
低
賃
銀
制
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
完
全
に
妥
当
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
上
う
な
「
改
良
と
苧
命
と
の

E
し
い
関
連
づ
け
」
を
強
調
す
る
「
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
」
が
ど
ん
な
に
決
定
的
な
意
義
を

つ
ぎ
の
簡
単
な
事
実
を

か
え
り
み
て
み
る
だ
け
で
も
、
十
分
思
い
知
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
最
低
賃
銀
制
が
古
典
的
に
き
わ
め
て
完
壁
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
る
「
恵
ま
れ
た
」
資
本
主
義
国
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
と
っ
て
み
る
が
い
い
。
あ
る
い
は
、
最
低
賃
銀
制
が
よ
く
と
と
の
っ
て
い
て

「
最
賃
制
の
お
か
げ
で
労
働
者
の
生
活
の
保
障
と
向
上
が
す
す
ん
で
い
る
」
と
し
て
一
部
の
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

1

ニ
ン
主
義

(
1
)
 

者
」
が
お
手
本
と
し
て
必
ず
推
奨
す
る
ア
メ
リ
カ
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
み
る
が
い
い
。
こ
れ
ら
の
国
で
は
、

「
最
賃
制
の
実
施
」

の
お
か
げ
で
、
賃
銀
労
働
者
の
経
済
的
地
位
が
根
本
的
に
改
善
さ
れ
、
そ
の
生
活
が
確
実
に
向
上
し
保
障
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
?

し、

っ
た
い
、

こ
れ
ら
の
国
で
は
「
最
賃
制
」
に
よ
っ
て
、
、
ど
れ
だ
け
賃
銀
奴
諜
の
地
位
か
ら
の
解
放
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
と
い
う
の
か
?

そ
こ
で
は
、
労
働
者
階
級
の
内
部
に
根
強
く
巣
く
っ
て
い
る
右
翼
日
和
見
主
義
、
小
ブ
ル
的
修
正
主
義
や
改
良
主
義
の
優
勢
と
あ
い
空
つ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
ベ
き
か

回。

て
、
「
最
賃
制
」
そ
の
他
に
よ
る
経
済
的
地
位
の
一
時
的
改
善
は
、

か
え
っ
て
資
本
主
義
の
も
と
で
も
労
働
者
は
l

「
民
主
的
嗣
家
の
民
主

的
施
策
」
の
お
か
げ
で
l

「
最
低
賃
銀
L

宏
保
証
さ
れ
て
そ
の
経
済
的
地
位
の
向
上
、
生
活
の
保
障
が
十
分
可
能
な
の
だ
と
の
考
え
を
強

め
、
賃
銀
奴
隷
制
の
打
倒
な
ど
全
く
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
無
自
覚
な
「
満
た
さ
れ
た
奴
隷
」
を
多
数
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
資

本
主
義
の
維
持
H

強
化
に
役
立
つ
も
の
と
な
っ
て
レ
る
と
い
う
の
が
、
実
状
で
は
な
い
か
?

と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
後
の
全
般
的
危
機

の
い
っ
そ
う
の
一
探
化
の
時
期
に
お
い
て
、
社
会
主
義
圏
内
の
労
働
者
の
地
位
の
不
断
の
向
上
と
い
う
事
実
を
目
の
前
に
ひ
か
え
て
、
独
占

資
本
主
義
圏
内
の
賃
銀
労
働
者
が
そ
の
歴
史
的
使
命
を
自
覚
し
賃
銀
奴
隷
制
の
打
倒
に
た
ち
あ
が
る
の
を
極
力
阻
止
せ
ん
が
た
め
に
、
支

配
階
級
の
側
か
ら
す
す
ん
で
ほ
ん
の
些
細
な
一
時
的
譲
歩
が
あ
れ
こ
れ
お
こ
な
わ
れ
、

か
く
し
て
労
働
者
の
地
位
の
改
善
の
た
め
の
さ
ま

、
さ
空
な
方
策
が
、
資
本
主
義
嗣
家
権
力
の
手
を
通
じ
て
、
資
本
主
義
体
制
維
持
の
た
め
の
「
必
要
不
可
欠
な
道
具
立
て
」
と
し
て
整
備
き

れ
強
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
最
賃
制
、
失
業
保
険
、
そ
の
他
数
多
く
の
社
会
保
障
制
度
等
々
、

い
ず
れ
も
み
な
し
か
り
、

で
あ
る
。
全
世
界
的
規
模
で
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
賃
銀
奴
隷
制
の
全
面
的
崩
壊
の
危
機
を
目
前
に
し
て
、
独
占
資
本
主
義
国
の
支
配
階
級

が
そ
の
支
配
の
維
持
日
強
化
の
た
め
の
二
つ
の
道
具
1

1
鞭
と
飴
1
ー
を
ぱ
、
な
お
い
っ
そ
う
完
隣
諸
に
住
上
げ
、
拡
大
し
強
化
す
る
こ
と

を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、

乙
の
歴
史
的
法
則
の
貫
徹
に
つ
い
て
す
と
し
も
知
ら
な
い
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
-
一
ン
、
玉
義
者
」
な
ど
、

L 

っ
た
い
、
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
ワ

ω
全
世
界
に
そ
の
「
支
配
と
強
制
」
の
網
の
目
を
は
り
め
ぐ
ら
し
「
毎
秒
数
ド
ル
」
の
最
大
限
利
潤
を
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
搾
り
あ
げ
て
い
る
ア
メ
リ

カ
帝
国
主
義
の
「
指
導
者
」
、
キ
ュ
ー
バ
草
命
の
庄
殺
を
は
か
り
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
侵
略
を
は
じ
め
た
故
ケ
ネ
デ
ィ
も
、
「
最
賃
制
の
完
全
実
施
」
の
「
貢
績
」

に
よ
っ
て
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
者
」
の
一
人
、
塩
田
庄
兵
衛
氏
に
よ
っ
て
、
っ
、
ぎ
の
よ
う
な
絶
賛
の
言
葉
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
で
は
最
低
賃
銀
は
一
時
間
一
-
一
五
ド
ル

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
れ
ま
で
最
低
賃
銀
は
一
時
間
一
ド
ル
と
き
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

一
日
八
時
間
労
働
す
れ
ば
、
日
本
円
に



換
算
し
て
二
、
八
八

O
円
の
賃
銀
は
ど
ん
な
労
働
者
で
も
も
ら
え
る
仕
組
み
で
、
そ
れ
以
下
の
賃
銀
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ケ
ネ
デ
ィ
氏
が
大
統
領
に
就
任
す
る
や
い
な
や
、
最
低
賃
銀
を
一
-
一
五
ド
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
発
表
し
、
二
年
後
に
は
一
・
二
五
ド
ル
に

す
る
と
約
束
し
た
。
二
年
間
に
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
所
得
増
加
で
あ
る
。
今
回
、
臼
本
で
八

0
0
0円
以
下
の
低
賃
銀
労
働
者
は
五

O
O万
人
と
い
わ

れ
て
い
る
。
最
低
賃
銀
制
の
運
動
は
、
白
木
の
低
賃
銀
構
造
を
撫
り
崩
す
テ
コ
で
あ
り
、
日
本
か
ら
貧
之
を
追
放
す
る
き
め
手
で
あ
る
」
(
塩
田
氏
著

『
労
働
組
合
入
門
L

、
一
九
六
一
年
五
月
、
一
七
五
ペ
ー
ジ
。
ゴ
ツ
ッ
ク
体
|
塩
田
氏
、
傍
点
!
山
本
)
。

「
ど
ん
な
労
働
者
で
も
、
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
の
代
弁
者
ケ
ネ
デ
ィ
氏
の
お
か
げ
で
、
一
日
三
、
六

O
O円
が
も
ら
え
る
」
と
、
「
労
働
問
題
」
の

『
専
門
家
』
で
あ
る
わ
が
塩
田
氏
は
、
「
す
ば
ら
し
い
労
働
者
の
楽
園
、
ア
メ
リ
カ
」
を
賞
め
ち
ぎ
っ
て
い
ら
れ
る
が
、
同
じ
一
九
六
一
年
に
日
求
の

総
評
大
会
に
出
席
し
た
ア
メ
リ
カ
電
機
労
組
代
表
ニ
ク
ソ
ン
氏
は
、
「
ア
メ
リ
カ
で
は
現
在
、
七

O
O万
人
(
全
労
働
者
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
〉
の
失

業
者
が
お
り
、
先
週
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
千
五
百
人
も
の
婦
人
が
洗
濯
婦
の
仕
事
を
得
る
た
め
に
三
日
間
に
わ
た
っ
て
行
列
ー
し
て
い
た
」
と
い
う
、

生
々
し
い
事
実
の
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

一
介
の
労
働
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
一
組
合
代
表
者
が
「
賃
銀
奴
隷
に
と
っ
て
の
地
獄
だ
」
と
そ
の
実
情
を
訴
え
て
い
る
当
の
ア
メ
リ
カ
独
占
資
本

主
義
国
が
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
者
」
の
限
に
は
「
労
働
者
の
楽
園
」
と
し
て
映
る
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
か
?
そ
の
「
地
獄
」
の
維
持
H
強
化
に
役
立
っ
て
い
る
「
最
賃
制
」
が
、
「
貧
乏
を
追
放
す
る
き
め
て
」
と
し
て
映
る
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
?
榊
氏
の
よ
う
な
「
口
間
性
」
を
も
っ
た
一
部
の
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
者
」
は
、
そ
の
「
品
性
」
の
放

に
、
事
実
す
ら
ま
と
も
に
「
正
視
」
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
?

賃
銀
労
働
者
が
、
改
良
主
義
の
枠
に
と
じ
こ
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

た
だ
し
く
改
良
を
利
用
し
て
そ
の
階
級
闘
争
を
お
し
す
す
め
、

ヲー

」

れ
を
拡
大
強
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
賃
銀
労
働
者
自
身
が
、
資
本
主
義
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
賃
銀
奴
隷
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
を
も
つ
こ
と
、

そ
こ
に
、
真
の
前
衛
党
に
と
っ
て
「
労
働
者
階
級
の
組
織
と
意
識
を
『
革
命
に
』
む
か
つ
て
高

「
真
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
に
終
始
す
る
」
必
要
と
義
務
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
思
想
を
た
だ
し
く
把
握
し
て

い
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
肝
要
で
あ
り
、

揚
さ
せ
整
備
す
る
」
た
め
に
た
た
か
い
、

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

四



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

す
べ
て
以
上
の
こ
と
は
真
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、

四

み
な
原
則
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
自
明
す
ぎ
る
ほ
ど
で

あ
る
の
に
、

」
う
い
っ
た
こ
と
が
「
全
然
わ
か
ら
な
い
」
と
、

「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
者
」
、
榊
民
は
告
白
し
て
い
ら

れ
る
の
で
あ
る
!

こ
の
「
皆
目
無
知
」
と
い
う
氏
の
告
白
そ
の
も
の
が
示
し
て
い
る
客
観
的
事
実
は
、

つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
榊
氏
の
よ
う
な
「
品
性
」
を
も
っ
一
部
の
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
は
、

レ
1
ニ
ン
の
教
示
す
る

「
改
良
と
革
命
と
の
正
し
い
関
連
づ
け
L

を
全
然
守
っ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
当
然
に
、
反
レ

l
ニ
ソ
主
義
的
な
改
良
主
義
、
右
翼
日

和
見
主
義
の
見
地
を
後
生
大
事
と
守
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、

事
実
を
も
っ
て
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

わ
た
し
は
、

つ
ぎ
に
簡
単
な

ま
ず
、

つ
ぎ
の
引
用
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
。

「
最
低
賃
銀
制
に
ふ
く
ま
れ
る
べ
き
内
容
の
基
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、
最
低
賃
銀
制
と
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
賃
銀
の
最
低
を
法
律
に
よ
っ
て
保

障
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
労
働
者
の
生
活
向
上
、
労
働
者
の
生
活
保
樟
を
国
家
が
与
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
ひ
い
て
は
、

農
産
物
価
格
に
ふ
く
ま
れ
る
自
家
労
賃
、
お
よ
び
商
工
業
者
の
税
金
控
除
額
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
自
家
労
賃
な
ど
の
、
基
準
に
な
っ
て
く
る
の
は
当

然
で
、
農
民
商
工
業
者
自
身
の
生
活
向
上
を
意
味
し
て
い
る
と
同
時
に
、
ま
た
下
請
け
の
中
小
企
業
に
す
れ
ば
、
下
請
け
単
価
の
な
か
で
見
つ
も
ら
れ
る

労
賃
部
分
も
、
こ
の
最
低
賃
銀
制
に
よ
る
額
が
基
準
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
経
営
内
容
、
経
営
の
保
障
に
も
役
立
つ
わ
け
で
、
全
体
と
し
て
日
本
人
民

の
生
活
を
維
持
向
上
さ
せ
保
障
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
フ
ラ
ン
ス
の
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
失
業
保
険
お
よ
び
家
族
手
当
を
は
じ
め
と

す
る
、
社
会
保
障
な
ど
の
給
付
基
準
も
、
当
然
こ
の
最
賃
制
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
最
低
金
額
を
も
と
に
し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
@

も
う
一
度
く
り
返
し
、
こ
の
基
本
を
述
べ
ま
す
と
、
最
低
賃
銀
制
一
伐
を
確
立
す
る
と
い
う
の
は
、
日
本
人
民
全
体
の
生
活
を
保
障
し
、
向
上
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
法
律
を
制
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
労
働
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
も
か
く
も
職
に
つ
い
て
働
く
以
上
、
こ
れ
以
下
の



賃
銀
で
働
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
制
度
と
し
て
確
立
す
る
わ
け
で
す
。
」

「
:
:
:
こ
の
最
低
賃
銀
制
確
立
の
闘
争
は
、
労
働
者
の
積
極
的
な
要
求
を
法
律
化
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
し
か
も
日
本
資
本
主
義
を
維
持
し
、
発
展
さ

せ
て
き
た
一
要
因
と
い
わ
れ
る
低
賃
銀
体
制
を
打
ち
破
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
白
木
の
資
本
主
義
を
一
部
と
は
い
え
、
相
当
大
き
く

変
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
を
法
律
に
よ
っ
て
固
定
化
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
」
(
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
山
本
、
賃
金
は
す
べ
て
賃
銀
と
討
正
〉
。

こ
こ
に
は
、
独
占
資
本
の
に
ぎ
る
ず
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権
力
の
手
で

|
1法
律
に
よ
っ
て
1

1

「
固
定
化
」
さ
れ
る

最
低
賃
銀
制

l
i
つ
ま
り
、
半
飢
餓
的
最
低
賃
銀
の
法
制
化
ー
ー
が
、
労
働
者
の
経
済
的
地
位
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
生
活
を
保
障
す
る
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
農
民
、
商
工
業
者
、
中
小
企
業
に
ま
で
そ
の
経
営
の
保
障
を
あ
た
え
る
し
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
日
本
人
民
全
体
の

生
活
の
保
障
と
向
上
を
絶
対
確
実
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
な
ん
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
資
本
主
義
の
一
部
ま
で
が
相
当
大
き
く
変
革

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

さ
れ
る
の
だ
、

と
い
う
主
曜
が
、
と
の
上
も
な
く
明
確
に
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。
最
低
賃
銀
制
は
、
職
に
あ
り
つ
い
て
い
な
い
労
働
者
は

そ
の
主
ま
に
捨
て
て
お
き
、

し
か
も
そ
の
実
施
に
よ
っ
て
経
営
の
合
理
化
を
迫
ら
れ
る
中
小
企
業
で
ほ
就
業
労
働
者
を
減
ら
す
た
め
に
失

業
者
を
む
し
ろ
増
大
さ
せ
る
結
果
を
招
く
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
、
当
の
就
業
労
働
者
に
た
い
し
て
は
労
働
力
の
維
持
H

再
生
産
に
必
要

な
額
を
は
る
か
に
下
回
る
半
飢
餓
的
賃
銀
を
国
家
|
|
資
本
家
国
家
ー
ー
が
保
障
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
国
家
が
い
か

に
も
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
改
善
を
真
剣
に
お
し
す
す
め
て
い
る
よ
う
な
外
観
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
れ
ゆ
え
、

業
の
経
営
困
難
、
失
業
増
加
、
増
税
、
物
価
引
上
げ
等
々
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
改
良
の
効
果
を
い
ち
じ
る
し
く
減
殺
す

」
の
制
度
は
、
中
小
企

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
、

こ
れ
に
よ
っ
て
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
も
「
労
働
者
の
生
活
の
保
障
と
向
上
」
が
可
能
で
あ
っ

て
、
資
本
家
国
家
が
そ
の
た
め
に
尽
力
し
て
く
れ
る
と
い
う
観
念
を
労
働
者
に
植
え
つ
け
、
そ
の
観
念
を
強
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
役

立
つ
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
労
働
者
の
賃
銀
奴
隷
制
に
た
い
す
る
不
満
、
反
抗
お
よ
び
階
級
的
自
覚
が
鈍
ら
さ
れ
眠
り
こ
ま
ぎ
れ
、

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

四



正
し
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き
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四
四

賃
銀
奴
隷
制
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
独
占
資
本
に
よ
る
人
民
全
体
の
「
支
配
と
強
制
」
の
体
制
の
、
維
持
H
強
化
に
役
立
た
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
L
て
、
支
配
階
級
と
そ
の
代
弁
者
た
る
政
党
指
導
者
や
組
合
幹
部
た
ち
は
、
右
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
最
低
賃
銀
制
の
あ

じ
「
立
場
」
に
た
っ
て
、

り
が
た
さ
を
説
明
し
て
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
現
わ
れ
た
前
衛
党
の
一
「
指
導
者
」
は
、
榊
氏
と
ま
っ
た
く
同

こ
の
最
低
賃
銀
制
が
、
山
W
L
配
野
ム

F
E
A舎
か
か
と
か
か
が
?
ゆ
わ
貯
働
争
か
岳
見
町
小
}
骨
骨
レ
舟
上
か
や
る
も
の
で

あ
る
|
|
諸
君
、
よ
く
ぎ
き
た
ま
え
、
生
活
の
保
障
、
生
活
の
向
上
だ
そ
う
で
あ
る
!
!
ー
ば
か
り
で
な
く
、

さ
ら
に
ひ
ろ
く
農
民
や
商
工
業

者
や
中
小
企
業
ま
で
も
の
経
営
が
り
っ
ぱ
に
採
算
が
と
れ
て
豊
か
に
営
ま
れ
る
よ
う
に
保
障
し
て
く
れ
る
l
l
諸
君
、
工
く
き
き
た
ま
え
、

経
営
の
保
障
だ
そ
う
で
あ
る
!
ー
ー
ば
か
り
で
な
く
、
な
ん
と
日
本
人
民
全
体
の
生
活
を
保
障
す
る
|
|
諸
君
、
お
ど
ろ
く
な
か
れ
、
日
本
人
民

全
体
の
生
活
の
保
障
だ
そ
う
で
あ
る
!

独
占
資
本
も
健
在
、
日
本
人
民
全
体
の
生
活
も
首
尾
よ
く
保
障
さ
れ
る
と
い
う
、
世
に
も
あ
り
が
た
い
資
本
家
国

家
!

こ
の
す
ば
ら
し
い
楽
園
を
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
犠
牲
を
は
ら
っ
て
変
革
す
る
こ
と
が
い
ろ
う
か
引
l
!
こ
と
が
で
き
る
し
、
お
ま
け
に
日
本
資

本
主
義
そ
の
も
の
の
一
部
ま
で
が
こ
れ
で
相
当
大
き
く
変
革
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
主
張
を
公
然
と
か
か
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

榊
民
と
同
じ
「
品
性
」
の
持
主
た
ち
は
、
あ
と
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
わ
が
国
の
構
造
改
革
論
」
者
を
ば
|
|
何
と
か
の
一
つ
覚
え
式
に

1
1
6
た
っ
た
ひ
と
つ
の
「
理
由
」
で
、

い
る
が
、
同
じ
論
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
右
に
あ
、
げ
た
一

り
で
に
革
命
論
」
で
あ
↑
っ
て
、

つ
ま
り
そ
れ
が
「
な
し
く
ず
し
革
命
論
」
を
唱
え
て
い
る
と
い
う
「
理
窟
」
で
、
非
難
攻
撃
し
て

ま
き
に
「
ひ
と

「
指
導
者
」
の
主
張
な
ど
は
、

「
な
し
く
ず
し
」
ど
こ
ろ
か
、

「
わ
が
国
の
構
造
改
革
論
」
者
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
廻
る
、
正
真
正
銘
の
構
造
改
革
論
と
い
わ
な
け
れ

4

・hp
ム
‘
つ
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B
U
T
F
J
i
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「
わ
が
国
の
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は

「
イ
タ
リ
ー
の
道
」
を
そ
の
ま
ぎ
と
っ
て
「
控
え
目
」
に
、
「
最
賃
制
の
実
施
」

が
「
独
占
の
搾
取
す
}
制
限
す
る
」
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、

、-
(J) 

「
指
導
者
」
は
、

そ
の
「
最
賃
制
の
実
施
」
が
そ
の

ま
ま
「
日
本
人
民
全
体
の
生
活
の
保
障
と
向
上
」
を
も
た
ら
し
、

「
日
本
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
部
分
的
変
革
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い



る
の
で
あ
る
!

こ
の
よ
う
な
ま
ぎ
れ
も
な
い
改
良
主
義
的
、
修
正
主
義
的
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
「
改
良
と
草
命
と
の
正
し
い
関
連
づ

「
労
働
者
階
級
の
組
織
と
意
識
と
を
『
革
命
』
に
む
か
つ
て
高

げ
」
と
い
う
レ
!
ニ
ン
の
教
示
な
ど
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
忘
れ
て
し
ま
い
、

揚
さ
せ
整
備
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
て
い
っ
さ
い
の
闘
争
」
を
、

し
た
が
っ
て
「
改
良
闘
争
」
を
も
「
指
導
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
」
と
い
ゲ
明
確
な
文
字
を
見
て
も
、

そ
の
意
味
が
わ
か
ら
ず
、

「
こ
れ
は
、

い
っ
た
い
、
何
を
意
味
す

る
だ
ろ
う
か
?
」
と
い
う
、
卒
直
な
叫
び
声
を
出
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
の
も
、

理
の
当
然
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

日
本
共
産
党
中
央
委
員
の
要
職
に
あ
っ
て
「
労
働
運
動
、
労
働
問
題
」
の
「
専
門

家
」
と
称
さ
れ
る
高
原
晋
一
氏
で
あ
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
「
ひ
と
り
で
に
革
命
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
高
原
氏
が
と
く

こ
'
古
川
一
年
ヘ
一
応
、
新
日
本
出
版
社
)
の
中
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
一
例
と
し
て
あ
げ
た
一

「
指
導
者
」
と
は
、

に
労
働
者
向
け
に
著
わ
さ
れ
た
『
賃
金
闘
争
』

な
お
、
読
者
の
誤
解
を
さ
け
る

た
め
に
、
高
原
氏
が
「
日
本
人
民
全
体
の
生
活
を
保
障
し
向
上
さ
せ
る
」
も
の
、

「
日
本
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
一
部
を
大
き
く
変
革
す

る
」
も
の
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
最
低
賃
銀
制
が
「
最
低
」
と
し
て
法
律
的
に
規
制
す
る
賃
銀
の
額
を
い
く
ら
と
指
定
し
て
い
ら
れ
る
か
を

一
九
五
八
年
に
は
、
な
ん
と
、
一
万

お
伝
え
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
わ
が
国
の
最
低
賃
銀
制
の
と
る
べ
き
金
額
は
、
高
原
氏
に
よ
れ
ば
、

一
千
円
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
日
本
共
産
党
も
発
表
し
て
い
る
数
字
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
(
前
出
、
八
八
ペ
ー
ジ
参
照
)
。
高
原
氏
は
ま

た
、
同
じ
著
書
の
他
の
箇
所
で
は

l
l
'
こ
の
一
万
一
千
円
で
は
少
々
お
粗
末
に
す
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
た
も
の
か
、

1
1
1
日
本
共
産
党
の
数

字
と
は
ち
が
っ
て
、
一
万
四
千
円
を
「
最
低
に
お
い
て
い
い
と
思
う
」
と
言
明
し
て
い
ら
れ
る
(
前
出
、
一

O
Oぺ
!
ク
参
照
)
@

人
間
一
人
の
最
低
生
活
費
が
一
万
円
と
い
わ
れ
た
そ
の
と
き
に
、
標
準
家
族
の
最
低
生
活
費
の
な
ん
と
三
分
の
一
に
も
お
よ
ば
な
い
半

飢
餓
的
最
低
賃
銀
、
一
万
四
千
円
!

万
四
千
円
!

そ
れ
も
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
職
に
あ
り
つ
い
た
者
に
だ
け
、
資
本
家
国
家
が
保
障
し
て
下
さ
る
一

日
本
人
民
全
体
の
生
活
を
保
障
し
向
上
さ
せ
、
日
本
資
本
主
義
の
一
部
を
大
巾
に
変
革
す
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
一
万
四
千
円

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

四
五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

四
六

な
ん
と
、
最
大
限
利
潤
で
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
独
占
資
本
の
ふ
と
こ
ろ
に
と
っ
て
こ
の
上
も
な
い
慰
安
を
そ
そ
ぐ
福
音
で
あ
ろ
う
か
!

そ
し
て
ま
た
、

う
ち
ひ
し
が
れ
た
賃
銀
奴
隷
の
よ
る
ベ
な
き
魂
に
と
っ
て
、
な
ん
と
心
あ
た
た
ま
る
救
い
の
啓
示
で
あ
ろ
う
か
!

よ
う
な
福
音
、
啓
示
を
さ
し
お
い
て
、
そ
れ
以
上
に
創
造
的
な
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ

γ
主
義
の
修
正
が
、
そ
の
「
構
造
改
革
」
的
歪
曲

(
2
)
 

が
、
い
っ
た
い
、
あ
る
だ
ろ
う
か
?

の

そ
し
て
、

同
じ
修
正
、
同
じ
歪
曲
を
中
味
と
す
る
同
じ
「
構
造
改
革
論
」
者
で
あ
り
な
が
ら
、

そ

の
一
方
の
他
方
に
た
い
す
る
非
難
、
攻
撃
の
、

な
ん
と
手
き
び
し
く
、
峻
烈
で
あ
る
こ
と
か
!

(

2

)

高
原
氏
の
著
書
『
賃
金
闘
争
』
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
、
と
く
に
そ
の
修
正
主
義
的
本
質
に
つ
い
て
の
究
明
は
、
そ
の
刊
行
直
後
に
発

表
し
た
拙
論
、
「
賃
銀
論
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
?
|
|
修
正
主
義
的
諸
儒
向
の
克
服
の
た
め
に
|
l
t
」
(
一
九
六
一
年
六
月
お
よ
び
十
月
、
『
立

教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
巻
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
所
載
)
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

「
自
然
発
生
性
へ
の
屈
従
と
拝
脆
」
に
つ
い
て
は
、
行
論
で
も
論
及
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

四

つ
ぎ
に
、

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
〔
的
な
山
本
〕
『
労
働
評
価
』
や
『
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」
」
と
い
う
文
句
に
う
つ
ろ
う
。

わ
た
し
は
、
拙
著
の
終
章
「
総
括
」
の
中
で
、
「
構
造
改
革
論
」
の
独
特
な
思
考
方
法
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

歴
史
的
役
割
」
に
つ
い
て
の
理
解
の
完
全
な
欠
如
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、

」
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
役
割
」
の
正

確
で
徹
底
的
な
理
解
こ
そ
が
決
定
的
に
重
要
だ
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
と
関
連
し
て
、

つ
ぎ
」
の
二
占
川
、

つ
ま
り
、

「第

に
、
科
学
的
経
済
理
論
を
た
だ
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ
と
、

第
二
に
、
階
級
意
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
同
じ
く
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
が
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ
と
」
を
力
説

し

」
の
二
点
に
注
を
つ
け
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



「
こ
と
で
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
例
と
し
て
、
賃
銀
問
題
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
賃
銀
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、
科
学
的
経
済
理
論
に
も
と
づ
い
て
そ
の
内
容

を
正
し
く
説
明
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
先
進
的
理
論
家
の
大
半
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
「
労
働
評
価
』
や
『
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」

を
ふ
り
ま
わ
し
て
い
る
始
未
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
階
級
意
識
を
う
え
つ
け
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
こ
れ
を
陵
味
に
し
、
骨
抜
き
に
す
る
だ
け
で
あ
る
」
(
一
二

一
二
ペ
ー
ジ
)
。

榊
氏
は
、

こ
の
中
の
「
先
進
的
な
理
論
家
の
大
半
ば
、
:
:
始
末
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
を
ぬ
き
だ
し
て
、

こ
れ
を
「
き
わ
め
て
『
勇

し
い
』
こ
と
ば
の
か
げ
に
危
険
な
ド
グ
マ
が
目
立
つ
」
絶
好
の
例
だ
と
し
て
、

「
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
?
」
と

い
う
、
非
難
と
侮
蔑
の
言
葉
を
投
げ
つ
け
て
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、

「
労
働
-
評
価
」
や
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」
が

ど
う
い
う
性
格
の
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一
見
し
て
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、

「
労
働
評
価
」
と
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」
と
は
、
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
同
じ
内
容

の
主
張
を
異
な
っ
て
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、

ζ

と
で
、
こ
の
「
評
価
」
に
し
た
が
っ
て
「
労
働
」
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

「
労
樹
の
質
と
量
と
応
じ
て
の
賃
銀
」
が
正
し
い
の
だ
と
い
う
主
張
に
た
て
ぽ
、

「
労
働
評
価
」
と
は
、

「
労
働
の
質
と
量
」
を
「
評
価
」
す
る
と
い
う

り

一
方
で
は
、
そ
の
「
労
働
」
を
「
評
価
」
す
る
必

要
が
生
ず
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
当
然
そ
の
「
評
価
」
に
し
た
が
う
以
上
、

「
同
じ
労
働
」
は
「
同
じ
賃
銀
」
を
支
払
わ
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
主
張
、
が
導
き
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実
に
つ
い
て
み

τも
、
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」
を
主
張

す
る
「
先
進
的
理
論
家
」
は
、
例
外
な
く
そ
の
全
部
が
「
労
働
評
価
」
の
主
張
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
逆
に
、

価
」
を
唱
え
る
論
者
は
か
な
ら
ず
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」
論
者
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

「
労
働
評

「
先
進
的
な
理
論
家

の
大
半
」
が
、
ど
ん
な
に
積
極
的
に
「
労
働
評
価
」
や
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」
を
主
張
し
た
り
支
持
し
た
り
し
て
い
る
か
と
い
う
こ

を
示
す
た
め
に
、

二
、
三
の
実
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
ベ
き
か

四
七
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(
そ
の
一
)
舟
橋
尚
道
民
の
主
張

(
3
)
 

「
私
が
従
来
の
論
文
に
お
い
て
第
一
に
強
調
し
た
こ
と
は
、
賃
銀
は
本
来
的
に
は
労
働
力
の
価
値
の
貨
幣
的
形
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
資
本
家
、
が
労
働

力
を
買
う
の
は
、
ぞ
れ
が
一
定
の
労
働
時
間
の
対
象
化
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
資
本
家
に
と
っ
て
使
用
価
値
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ

"
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
が
『
物
が
無
用
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
も
ま
た
無
用
で
あ
り
、
労
働
と
し
て
は
計
算
に
は
い
ら
ず
、
従
っ
て
何
ら

(
4
)
 

の
価
値
も
形
成
し
な
い
』
と
喜
一
口
っ
て
い
る
ζ

と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
価
値
論
の
常
識
に
属
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
の
従
来
の
賃

銀
理
論
に
お
い
て
は
こ
の
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
に
強
調
し
た
こ
と
は
、
労
働
力
の
資
本
家
に
と
っ
て
の
使
用
価
値
は
、
価
値
を
生
産

〈

su

す
る
と
い
う
乙
と
に
あ
り
、
と
の
点
が
他
の
商
品
と
は
異
な
る
労
働
力
の
特
殊
性
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
力
の
使
用
価
値
の
こ
の
上
う
な
特

(
8
)
 

殊
性
(
い
か
な
る
具
体
的
・
有
用
的
労
働
と
い
え
ど
も
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
と
い
う
属
性
に
お
い
て
は
価
値
を
形
成
す
る
と
い
う
特
殊
性
)
に
も
と

づ
い
て
、
労
働
力
の
使
用
価
値
は
、
他
の
商
品
と
は
異
な
っ
て
通
約
性
(
同

O
B
E
g
g
s
E
E竺
)
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
労
働
力
の
使
用

価
値
自
体
が
評
価
可
能
な
も
の
に
な
る
」
(
舟
橋
氏
論
文
、
「
労
働
の
価
格
法
則
再
論
|
黒
川
俊
雄
氏
の
反
論
に
答
え
る
し
、
『
経
済
評
論
』
一
九
五
九
年

五
月
号
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
)
。

(
3
)

「
賃
銀
は
木
来
的
に
は
労
働
力
の
価
値
の
貨
幣
的
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、
ま
っ
た
〈
の
諜
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
労
働
力
の
価

値
の
貨
幣
的
形
態
」
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
「
労
働
力
の
価
値
を
貨
幣
で
表
現
し
た
も
の
」
、
つ
ま
り
「
労
働
力
の
価
格
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
が
、
労
働
賃
銀
は
、
こ
の
「
労
働
力
の
価
格
」
が
ま
さ
に
「
労
働
の
価
格
」
に
転
形
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
転
化
し
た
形
態
と
い
う
点
に
こ

そ
労
働
賃
銀
の
木
質
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(
4
〉
「
資
本
家
が
労
働
力
を
買
う
の
は
、
そ
れ
が
資
本
家
に
と
っ
て
使
用
価
値
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
主
張
に
は
、
格
別
異
論
を
さ
し
は
さ
む
余
地

は
な
い
が
、
し
か
し
、
「
こ
の
こ
と
」
は
、
舟
橋
民
の
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
「
価
値
論
の
常
識
に
属
す
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ

れ
は
、
ま
さ
に
労
賃
論
の
領
域
の
問
題
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
「
労
賃
論
の
常
識
」
か
ら
い
え
ば
、
資
本
家
は
、
労
働
か
を
買
う
の
で
は
な
く
、
労
働

を
買
う
も
の
と
ぎ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
舟
橋
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
物
が
無
用
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
も
ま
た
無
用
で
あ
り
、
労

働
と
し
て
は
計
算
に
は
い
ら
ず
、
従
っ
て
何
ら
の
価
値
も
形
成
し
な
い
」
と
い
う
文
章
を
引
用
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
明
ら
か
」
だ
と
い
う
よ
う
に

説
明
占
さ
れ
る
が
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
文
章
は
、
舟
橋
氏
の
い
わ
れ
る
「
こ
の
こ
と
」
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
学
の
と

り
あ
っ
か
う
も
の
が
、
社
会
の
存
続
を
支
え
る
社
会
的
生
産
物
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
の
存
続
を
支
え
る
生
産
物
を
生
産
す
る
労
働
、
つ
ま
り
社
会
的



労
働
で
あ
る
と
い
う
、
経
済
学
の
本
来
の
対
象
に
か
か
わ
る
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
当
然
の
結
論
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
文
章
を
据
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
規
定
を
明
確
に
す
る
と
同
時
に
、
「
物
が
無
用
で
あ
れ
ば
」
を
拡
大
解
釈
し
て
「
物
が
売
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
商
品
の
価
値
は

下
る
」
と
か
、
「
買
手
に
と
っ
て
の
使
用
価
値
の
度
合
で
価
値
が
き
ま
る
」
と
か
い
っ
た
よ
う
な
、
俗
物
的
な
効
用
価
値
説
を
あ
ら
か
じ
め
封
じ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
文
章
は
、
む
し
ろ
、
舟
橋
氏
の
強
論
さ
れ
る
「
価
値
論
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
常
識
」
を
全
面
的
に
覆
え
し
て
い
る
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

5

)

「
価
値
を
生
産
す
る
」
と
い
う
点
に
「
労
働
力
H
商
品
の
特
殊
性
の
一
つ
」
を
認
め
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
正
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
「
価
値

を
生
産
す
る
ー
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
身
の
価
値
よ
り
も
大
き
い
価
値
を
つ
く
り
だ
す
」
と
い
う
点
に
こ
そ
、
「
労
働
力
H
商
品
の
特
殊
性
の
一
つ
」

が
、
し
か
も
そ
の
最
重
要
な
「
特
殊
性
」
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
肝
腎
の
点
を
見
失
っ
て
、
た
だ
「
価
値
を
生
産
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
認

め
る
な
ら
ば
、
剰
余
価
値
生
産
と
い
う
も
の
は
そ
の
視
野
か
ら
完
全
に
消
え
失
せ
て
し
ま
い
、
賃
銀
奴
隷
の
本
質
を
た
だ
し
く
把
握
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
絶
対
に
不
可
能
と
な
る
。

(
6
)

「
ど
ん
な
具
体
的
・
有
用
的
労
働
と
い
え
ど
も
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
と
い
う
属
性
に
お
い
て
価
値
を
形
成
す
る
」
と
い
う
氏
の
命
題
は
、
誤

り
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
、
労
働
と
価
値
と
を
混
同
し
て
い
る
。
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
は
、
対
象
化
し
た
形
態
に
お
い
て
の
み
価
値
を
形
成
す

る
。
第
二
に
、
そ
れ
が
対
象
化
す
る
当
の
生
産
物
は
、
他
人
の
た
め
の
使
用
価
値
を
も
っ
社
会
的
生
産
物
で
な
け
れ
ば
、
価
値
は
形
成
さ
れ
な
い
。
資
本

主
義
社
会
に
は
、
価
値
を
つ
く
り
だ
さ
な
い
労
働
が
実
に
お
び
た
だ
し
く
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
不
生
産
的
労
働
に
た
い
し
て
は
、
な
ん
ら
価

値
を
形
成
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
手
日
資
本
家
に
よ
っ
て
賃
銀
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
買
手
H
資
本
家
に
と
っ
て
の
「
使
用
価
値
」

と
は
、
一
面
に
お
い
て
は
「
特
定
の
、
具
体
的
・
有
用
的
労
働
」
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
て
は
そ
の
「
具
体
的
・
有
用
的
労
働
」
を
通
じ
て
「
利
潤
」

を
取
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
の
「
利
潤
」
は
、
そ
れ
が
生
産
的
部
面
で
の
生
産
的
労
働
で
あ
る
と
き
に
は
「
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
と
い

う
属
性
に
お
い
て
形
成
し
た
価
値
」
の
う
ち
か
ら
生
ず
る
が
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
、
他
の
と
こ
ろ
で
生
産
さ
れ
た
剰
余
価
値
の
配
分
に
あ
づ
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。

舟
橋
氏
は
、

「
労
働
力
の
使
用
価
値
」
を
「
価
値
を
つ
く
り
だ
す
」
こ
と
の
み
に
限
定
し
て
、

「
価
値
を
つ
く
り
だ
す
」
も
の
と
し
て

は
、
等
質
で
あ
っ
て
量
的
に
ち
が
う
だ
け
で
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
論
理
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
「
他
の
商
品
と
は
異
な
っ
た
通
約
性
」
が
あ

る
の
だ
と
主
張
さ
れ
、

こ
こ
か
ら
「
労
働
力
の
使
用
価
値
自
体
が
評
価
可
能
な
も
の
」
に
な
る
と
の
結
論
を
ひ
き
だ
し
て
こ
ら
れ
る
。

Jコ

正
し
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批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
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九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
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き
か

五。

ま
り
、
簡
単
に
い
え
ば
、

「
ど
れ
だ
け
価
値
を
つ
く
り
だ
す
か
」
と
い
う
、
「
価
値
の
分
量
-
が
「
評
価
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て

こ
の
「
ど
れ
だ
け
価
値
を
つ
く
り
だ
す
か
」
と
い
う
そ
の
「
価
値
の
分
量
」
が
「
評
価
で
き
れ
」
ば
、

そ
の
労
働
力
の
特
殊
の

使
用
価
値
が
算
定
さ
れ
え
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
「
評
価
L

に
し
た
が
っ
て
賃
銀
が
当
然
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
舟
橋
氏
の
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
並
べ
て
み
る
だ
け
で
、

そ
の
根
本
的
欠
陥
は
た
だ
ち
に
あ
き
ら
か
に

な
る
。
舟
橋
氏
は
、
右
の
よ
う
な
議
論
の
進
め
方

F

討
体
の
う
ち
に
、

マ
ル
ク
ス
「
価
値
論
の
常
識
」
を
す
っ
か
り
見
落
し
て
し
ま
う
危
険

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
「
価
値
論
の
常
識
」
の
第
一
は
、
「
一
商
品
の
価
値
は
、
そ
れ
の
生
産
に
社
会
的
に
必

要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
き
き
る
」
と
い
う
、
価
値
法
則
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
商
品
の
使
用
価
値
が
そ
の
買
手
に
と
っ
て
大
き
か
ろ
う

と
小
さ
か
ろ
う
と
、

+Jh

こ宇品こ、

p
u
v
中
j
J
g
J
j

そ
れ
が
買
手
の
た
め
に
「
価
値
を
つ
く
り
だ
す
」
と
「
つ
く
り
だ
き
な
い
」
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ

の
商
品
の
価
値
は
、
そ
れ
自
身
の
生
産
巴
要
す
る
労
働
量
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
マ
ル
ク
ス
の
有
名
な
基
本
的
命
題
|
|

「
労
働
そ
の
も
の
は
な
ん
ら
の
価
値
を
も
た
な
レ
L

、
で
あ
る
。
第
一
一
一
は
、
「
労
働
力
の
使
用
価
値
」
は
「
労
働
力
の
流
動
」
そ
の
も
の
、

労
働
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
た
る
労
働
は
一
一
面
を
も
っ
と
い
う
こ
と
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
は
、

つ
ね
に
具

体
的
・
有
用
的
労
働
の
形
態
の
も
と
で
の
み
お
こ
な
わ
れ
、
具
体
的
・
有
用
的
労
働
の
中
に
の
み
存
在
し
う
る
が
、

そ
れ
が
労
働
生
産
物

に
対
象
化
し
て
商
品
価
値
を
形
成
す
る
の
は
、
私
的
所
有
の
社
会
で
の
み
、

し
か
も
そ
の
生
産
物
が
他
人
の
た
め
の
使
用
価
値
を
も
っ
場

ム
口
、
た
け
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

そ
の
具
体
的
・
有
用
的
労
働
に
よ
っ
て
特
定
の
「
形
態
変
化
」
が
お
こ
な
わ
れ
、

一
定

の
使
用
価
値
が
生
産
さ
れ
た
ば
あ
い
に
だ
け
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
が
そ
の
生
産
物
H
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
と
い
う
点
を
考
え

れ
ば
、

「
労
働
力
の
使
用
価
値
」
に
お
い
て
第
一
に
決
定
的
意
義
を
も
つ
の
は
、

む
し
ろ
具
体
的
・
有
用
的
労
働
の
面
で
あ
っ
て
、

そ
こ



で
他
の
一
面
の
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
が
対
象
化
す
る
か
否
か
は
、
第
二
義
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
こ
と
は
、

明
b
か
三
あ
る

c

五

〈
そ
の
二
)
宮
川
実
氏
の
主
張
。

宮
川
氏
が
こ
と
さ
ら
「
労
働
者
向
け
L

に
書
い
た
と
い
わ
れ
る
著
書
守
賃
金
』
は
、

い
み
じ
く
も
「
賃
上
げ
は
な
ぜ
可
能
か
」
と
い
う

副
題
が
つ
げ
ら
れ
て
い
る
。
賃
銀
の
説
明
は
、

な
ぜ
そ
れ
が
劣
悪
な
の
か
、

「
賃
上
、
げ
」
で
法
た
し
て
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
根
本
的

改
善
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
追
究
し
、
賃
銀
奴
隷
制
の
暴
露
に
焦
点
を
合
せ
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

そ
う
い
う

説
明
は
い
っ
さ
い
ぬ
き
で

こ
こ
で
は
、
な
ん
と
「
賃
上
げ
は
可
能
だ
」
と
い
う
、

労
働
者
の
ふ
と
こ
ろ
と
心
と
を
よ
ろ
こ
ぼ
せ
る
答
え

を
引
き
出
す
こ
と
に
藍
点
、
か
お
か
れ
て
い
る
。
右
の
副
題
は
、
典
型
的
な
改
良
主
義
的
お
し
ゃ
べ
り
、
修
正
主
義
的
主
張
を
端
的
に
あ
ら

わ
す
も
の
で
し
か
な
い
が
、
実
際
の
内
容
に
つ
い
て
す
こ
し
く
そ
の
検
証
を
こ
こ
ろ
み
て
み
よ
う
。

宮
川
氏
は
、

「
同
じ
質
の
労
働
力
の
価
値
は
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
表
題
を
つ
け
た
一
節
の
中
で
、

「
労
働
者
階
級
が
主
張
す
る
『
同

一
労
働
同
一
賃
銀
』
の
原
則
は
、

い
っ
た
い
、

ど
ん
な
内
容
の
も
の
か
」
と
述
べ
、

」
れ
に
た
い
し
て
こ
う
説
明
さ
れ
る
。

「
第
一
に
、
労
働
力
の
価
値
は
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
貨
幣
で
表
わ
し
た
労
働
力
の
価
格
は
、
そ
の
一
労
働
力
、
か
熟
練
労
働
力
で
あ
る
か
未
熟
練
労
働
力

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
き
さ
が
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
云
え
ば
、
同
じ
質
の
労
働
力
の
価
値
(
し
た
が
っ
て
価
格
)
は
、
同
じ
大
き
さ
で
す
。
な

ぜ
と
い
う
に
、
同
じ
質
の
労
働
力
を
生
産
す
る
た
め
に
そ
の
社
会
が
必
要
と
す
る
労
働
の
分
量
は
、
同
じ
だ
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
に
ち
で
は
、

労
働
力
の
価
格
(
賃
銀
)
は
労
働
力
の
価
値
よ
り
も
は
る
か
に
下
に
押
し
さ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
下
が
っ
た
な
ら
下
が
っ
た
水
準
で
、
同
じ
質

の
労
働
力
の
価
格
は
同
じ
で
あ
る
べ
き
で
す
」
(
一
一
一
|
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
山
本
)
。

商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
、
そ
の
商
品
を
「
生
産
す
る
た
め
に
社
会
が
必
要
と
す
る
労
働
の
分
畳
」
で
き
ま
る
。
だ
か
ら
、
右
の
よ
う

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五

に
、
な
ぜ
同
じ
質
の
商
品
の
価
値
が
同
じ
大
き
さ
か
と
た
ず
ね
て
、

「
そ
れ
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
が
必
要
と
す
る
労
働
の
分
量
が
同

じ
だ
か
ら
」
と
答
え
る
の
は
、

ま
っ
た
く
子
供
だ
ま
し
の
ト
オ
ト
ロ
ギ
1
で
し
か
な
い
。
氏
ぼ
、

は
じ
め
に
「
労
働
力
の
価
格
」
ば
「
労

働
力
の
価
値
を
貨
幣
で
表
わ
し
た
」
も
の
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
な
が
ら
、
あ
と
で
は
、
岡
じ
「
労
働
力
の
価
格
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
、
そ
れ
が
「
労
働
力
の
価
値
よ
り
も
は
る
か
に
下
に
押
し
さ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
て
、

に
す
り
か
え
て
し
ま
わ
れ
る
。
こ
の
土
う
に
「
労
働
力
の
価
値
の
貨
幣
的
表
現
」
を
「
賃
銀
」
と
同
じ
も
の
だ
と
す
る
の
は
、
「
賃
銀
」
が

こ
の
「
労
働
力
の
価
格
」
を
「
賃
銀
」

「
労
働
力
の
価
格
」
と
は
か
け
は
な
れ
た
「
も
っ
と
も
不
合
理
な
形
態
」
で
あ
る
こ
と
の
解
明
を
そ
の
主
た
る
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
い

る
『
資
本
論
』
の
立
場
を
完
全
に
捨
て
て
、

マ
ル
ク
ス
が
論
破
し
て
や
ま
な
か
っ
た
当
の
俗
物
的
弁
護
請
の
一
見
地
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を

自
ら
一
市
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
俗
物
的
弁
護
論
の
見
地
は
、

「
下
が
っ
た
な
ら
下
が
っ
た
水
準
で
、
同
じ
質
の
労
働

力
の
価
格
は
同
じ
で
あ
る
べ
き
で
す
」
と
い
う
、

ま
さ
に
資
本
家
に
と
っ
て
願
っ
た
り
叶
っ
た
り
の
主
張
に
は
っ
き
り
う
ち
だ
さ
れ
て
い

る
。
同
じ
く
日
価
値
三
千
円
の
労
働
力
H

商
品
種
類
が
二
つ
あ
る
と
し
て
、
そ
の
一
方
の
「
労
働
力
の
価
格
(
賃
銀
ど
が
「
押
し
下
げ
ら

れ
」
て
二
千
円
の
「
水
準
」
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
他
方
の
「
労
働
力
の
価
格
(
賃
銀
)
し
も
、
当
然
「
同
じ
で
あ
る
べ
き
」
で
、
同
ビ
「
水

準
」
の
二
千
円
に
な
る
べ
き
だ
、

が
、
な
ん
と
、

と
い
う
「
原
則
」
ほ
ど
、
資
本
家
に
と
っ
て
よ
ろ
こ
ば
し
い
「
マ
ル
ク
ス
的
原
則
」
は
な
い
が
、

(
7
)
 

「
労
働
者
階
級
の
主
張
す
る
『
同
一
労
働
同
一
賃
銀
』
の
原
則
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
!

れ

(
7
)

こ
こ
で
古
川
氏
は
、
「
資
本
家
の
主
張
す
る
『
同
一
労
働
同
一
賃
銀
』
」
と
い
う
一
一
日
一
日
棄
を
も
ち
だ
し
て
、
こ
ろ
説
明
さ
れ
る
。

「
資
本
家
は
、
労
働
者
に
よ
っ
て
新
し
く
つ
く
り
だ
さ
れ
た
価
値
総
額
の
う
ち
、
主
ず
最
大
限
の
利
潤
を
と
っ
て
お
い
て
、
そ
の
残
り
を
労
働
者
に
賃

銀
総
額
と
し
て
あ
た
え
、
こ
う
し
て
労
働
者
に
賃
銀
総
額
と
し
て
あ
た
え
た
も
の
を
、
『
同
一
労
働
同
一
賃
銀
』
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
労
働
者
た
ち
の

あ
い
だ
に
分
配
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
」
(
一
一
六
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
山
本
)
。
「
資
本
家
の
『
同
一
労
働
同
一
賃
銀
』
の
原
則
は
、
資
求
家
が
ま
ヂ
最
大

限
の
利
潤
を
差
し
引
い
た
残
り
を
労
働
者
の
あ
い
だ
に
分
配
す
る
原
則
、
労
働
者
た
ち
の
受
け
と
る
賃
銀
の
相
対
的
割
合
を
き
め
る
原
則
、
資
本
家
が



き
め
た
賃
銀
総
額
の
な
か
の
ど
れ
だ
け
を
個
々
の
労
働
者
が
う
け
と
る
か
を
き
め
る
原
則
で
す
。
資
本
家
の
『
同
一
労
働
問
一
賃
銀
』
の
原
則
は
、
資

本
家
と
労
働
者
と
の
関
係
の
問
題
を
、
労
働
者
と
労
働
者
と
の
関
係
の
問
題
に
巧
み
に
す
り
か
え
た
も
の
で
す
」
(
一
一
七
ペ
ー
ジ
、
ゴ
シ
V

グ
体
|
宮

川
氏
、
傍
点
|
山
本
)
。

さ
き
に
「
同
じ
水
準
に
押
し
さ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
革
命
的
福
音
」
を
授
け
ら
れ
て
よ
ろ
こ
ん
だ
資
本
家
た
ち
も
、
こ
こ
で
の
「
ま

ず
最
大
限
の
利
潤
を
と
っ
て
お
い
℃
そ
の
残
り
を
労
働
者
の
あ
い
だ
に
分
け
る
」
と
い
う
、
超
俗
物
的
主
張
を
き
い
て
は
、
首
を
か
し
げ
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
宮
川
氏
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
費
用
と
い
う
ひ
と
つ
の
言
葉
の
意
味
す
ら
全
然
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
告
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
ま
ず
最
大
限
利
潤
を
差
し
引
い
て
、
そ
の
残
り
を
賃
銀
総
額
と
し
て
労
働
者
に
与
え
る
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
か
り
に
も
考
え
た
こ
と
が

あ
る
資
本
家
が
、
ひ
と
り
で
も
い
る
だ
ろ
う
か
?
宮
川
氏
は
、
「
ま
ず
最
大
限
利
潤
を
差
し
引
い
て
」
な
ど
と
ま
こ
と
し
や
か
に
一
百
わ
れ
る
が
、
い
っ

た
い
、
な
に
か
ら
「
最
大
限
利
潤
」
を
差
し
引
く
と
い
わ
れ
る
の
か
、
ま
ず
は
っ
き
り
説
明
さ
れ
る
が
い
い
。
つ
ぎ
に
は
、
そ
の
「
差
し
引
く
」
ベ
き

「
最
大
限
利
潤
」
の
額
は
ど
う
し
て
き
め
ら
れ
る
の
か
、
は
っ
き
り
説
明
さ
れ
た
い
。
賃
銀
総
額
は
い
う
ま
で
も
な
く
費
用
の
中
の
主
要
な
一
一
明
白
で

あ
る
が
、
お
よ
そ
「
利
潤
」
が
さ
き
に
き
ま
っ
て
そ
れ
を
「
差
し
引
い
て
」
残
り
が
「
費
用
」
と
し
て
き
ま
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
タ
ワ
ゴ
ト
が
、
真

面
目
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
?
ま
た
、
氏
は
さ
も
も
っ
と
も
ら
し
く
、
ゴ
シ
ッ
ク
休
ま
で
っ
か
つ
て
、
「
労
働
者
と
労
働
者
と
の
関
係
の
問

題
に
巧
み
に
す
り
か
え
た
も
の
で
す
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
問
題
は
「
同
一
労
働
」
に
た
い
す
る
「
伺
一
賃
銀
」
で
あ
る
以
上
、
当
然
に
「
一
労
働

者
の
労
働
と
他
の
労
働
者
の
労
働
と
の
関
係
の
問
題
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
同
一
」
の
問
題
は
、
ま
さ
に
「
労
働
者
と
労
働
者
と
の
問
題
」
で

あ
っ
て
、
こ
こ
に
こ
そ
「
同
一
山
労
働
同
一
賃
銀
」
弘
酬
の
危
険
な
反
革
命
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
巧
み
に
す
り
か
え
た
」
の
は
、
ほ
か
た
ら

ぬ
宮
川
氏
で
あ
っ
て
、
氏
は
、
「
問
一
労
働
伺
一
賃
銀
」
と
い
う
、
賃
銀

(
H
費
用
)
に
か
ん
す
る
資
本
家
的
原
則
を
、
「
最
大
限
利
潤
の
控
除
」
と

い
う
で
た
ら
め
の
原
則
に
す
り
か
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
同
じ
費
の
労
働
力
の
価
値
は
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
一
一
言
葉
そ
の
も
の
と

L
て
は
一
応
成
り
立
つ

Q

だ
が
、
「
労
働
力
の
質
」

と
そ
の
「
価
値
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
っ

宮
川
氏
は
、

「
労
働
力
の
質
の
差
は
労
働
の
質
の
差
で
一
示
さ
れ

る
」
と
題
す
る
節
の
中
で
こ
う
説
明
さ
れ
る
。

「
そ
れ
で
は
、
労
働
力
が
同
じ
質
の
労
働
力
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
ど
う
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
労
働
者
た
ち
が
労
働
力
を
発
揮
し
て
同
じ
質

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五
回

の
労
働
を
す
る
ば
あ
い
に
は
、
か
れ
ら
の
労
働
力
は
同
じ
質
の
労
働
力
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
労
働
の
質
が
同
じ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
労
働
力
の
質
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
指
標
で
す
。
し
か
も
唯
一
の
指
標
で
す
・
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
は
、
労
働
力
の
質

の
差
を
あ
ら
わ
ず
指
標
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
す
(
一
一
一
一
i
一
一
三
ペ
ー
ジ
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
1

宮
川
氏
〉
。

「
労
働
力
の
質
」
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、

そ
の
「
労
働
力
の
支
出
」
で
あ
る
一
労
働
」
の
質
も
同
じ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

逆
に
、
現
に
し
て
い
る
「
労
働
の
質
し
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
ら
の
「
労
働
力
の
質
」
が
同
じ
だ
と
は
け
っ
し
て
い
え
な

L、。

「
労
働
力
の
支
出
」
つ
空
り
「
労
働
」
は
、
資
本
家
の
指
図
ど
お
り
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
「
労
働
の
質
」

は
、
資
本
家
の
思
い
通
り
の
も
の
に
、

つ
ま
り
高
い
も
の
に
も
低
い
も
の
に
も
き
め
ら
れ
る
。
大
学
卒
A
と
中
学
卒
B
と
の
二
人
が
雇
わ

れ
て
、
同
じ
帳
簿
を
つ
け
る
労
働
を
す
る
場
合
、

「
労
働
の
質
」
が
同
じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

A
と
B
と
の
「
労
働
力
の
質
」
は
同
じ
で

点
U
ヲ
h
v

、
と
断
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
ワ

こ
の
場
合
、
資
本
家
は
、
宮
川
氏
の
「
労
働
者
階
級
の
主
張
す
る
「
同
一
労
働
同
一
賃
銀
』
の
原

A
の
賃
銀
、
を
引
き
下
げ
て

B
の
賃
銀
と
同
一
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
宮
川
氏
の
さ
き
の
「
下

が
っ
た
な
ら
下
が
っ
た
水
準
で
、
同
じ
で
あ
る
べ
き
で
す
」
と
い
う
御
託
宣
に
も
忠
実
に
副
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

則
し
を
欣
然
と
し
て
守
っ
て
、

と
こ
ろ
で
、
宮
川
氏
は
「
労
働
の
質
」
と
い
う
言
葉
を
さ
か
ん
に
く
り
か
え
さ
れ
る
が
、

い
っ
た
い
、

〕
の
ば
あ
い
の
「
労
働
」
と

は
、
ど
ん
な
労
働
か
、
そ
れ
は
「
具
体
的
労
働
」
か
、

そ
れ
と
も
「
抽
象
的
労
働
」
か
?

そ
の
ど
ち
ら
を
と
る
に
せ
よ
、

い
っ
た
い
、

ど
う
や
っ
て
そ
の
「
質
」
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
?

ま
た
、

か
り
に
そ
の
「
質
」
が
比
較
で
き
計
算
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の

「
質
」
と
「
賃
銀
の
高
さ
、
水
準
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
か
?

労
働
の
「
質
」
と
「
価
値
量
」
と
の

あ
い
だ
に
は
全
く
な
ん
の
関
係
も
な
い
と
い
う
「
マ
ル
グ
ス
価
値
論
の
常
識
」
を
ひ
つ
く
り
か
え
し
た
こ
う
い
う
主
張
を
か
か
げ
る
と

(
8
)
 

は
、
な
ん
と
す
ぐ
れ
た
「
品
性
」
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
経
済
学
者
で
あ
ろ
う
か
!



(

8
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こ
う
い
う
「
日
間
性
」
の
経
済
学
者
が
ど
ん
な
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
労
働
者
教
育
を
し
て
い
る
か
を
如
実
に
示
す
ほ
ん
の
一
例
と
し
て
、
同
じ
氏

の
著
書
の
中
か
ら
つ
、
ぎ
の
箇
所
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
経
済
闘
争
(
そ
の
中
心
は
賃
銀
闘
争
で
あ
る
)
と
政
治
闘
争
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
諸
点
を
し
っ
か
り
つ
か
ん
で
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

第
一
に
、
政
府
に
工
場
法
や
街
生
法
を
つ
く
ら
せ
た
り
、
最
低
賃
銀
法
や
社
会
保
障
法
を
つ
く
ら
せ
た
り
す
る
望
動
は
、
政
治
闘
争
で
は
な
い
と
い

う
乙
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
運
動
は
、
資
本
主
義
国
家
を
前
提
し
、
こ
れ
に
労
働
者
の
要
求
を
だ
す
闘
争
で
す
か
ら
、
経
済
闘
争
つ
ま
り
資
本
主
義
制
度

の
も
と
で
労
働
条
件
と
生
活
条
件
と
を
改
善
す
る
た
め
の
闘
争
で
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
政
治
闘
争
と
は
、
資
本
主
義
国
家
そ
の
も
の
を
打
倒
す
る
た

め
の
闘
争
、
政
治
権
力
を
資
本
家
階
級
の
手
か
ら
労
働
者
階
級
の
手
に
奪
取
す
る
た
め
の
闘
争
で
す
。

第
二
に
、
経
済
闘
争
は
政
治
闘
争
の
学
校
で
す
。
労
働
者
階
級
は
、
じ
ぶ
ん
の
経
済
的
状
態
が
直
緩
に
か
つ
直
ち
に
改
善
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

世
の
中
が
よ
く
な
っ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
労
働
者
の
経
済
状
態
も
改
善
さ
れ
る
と
い
う
の
で
、
労
働
者
大
衆
は
運
動
に
ひ
き
こ
ま
れ
、
精
カ
的
に
そ

れ
に
参
加
し
、
英
雄
的
行
動
と
自
己
犠
牲
と
偉
大
な
事
業
に
た
い
す
る
献
身
と
を
発
揮
す
る
の
で
す
。
労
働
者
の
生
活
条
件
は
ひ
じ
よ
う
に
悪
い
の
で

す
か
ら
、
事
態
は
そ
う
せ
、
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
」
(
一
五
七
!
一
五
八
ペ
ー
ジ
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
お
よ
び
傍
点
山
本
)
。

み
ら
れ
る
と
お
り
、
菅
川
氏
の
超
マ
ル
ク
ス
主
義
的
主
張
の
精
華
が
い
か
ん
な
く
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
工
場
法
そ
の
他
の
法
律
を

つ
く
ら
せ
る
た
め
の
闘
争
は
政
治
闘
争
で
は
な
い
と
い
う
、
完
全
無
欠
な
錯
乱
。
第
二
に
、
資
本
主
義
国
家
そ
の
も
の
を
打
倒
す
る
た
め
の
闘
争
だ
け

が
政
治
問
争
だ
と
い
う
、
左
翼
日
和
見
的
な
超
革
命
論
。
第
三
に
、
労
働
者
は
そ
の
経
済
的
状
態
が
直
接
に
か
つ
直
ち
に
改
善
さ
れ
る
と
い
う
の
で
運

動
に
ひ
き
こ
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
、
典
型
的
な
物
質
至
上
主
義
の
改
山
民
主
義
的
主
張
。
第
四
に
、
労
働
者
の
生
活
条
件
が
ひ
じ
工
う
に
悪
い
か
ら
、
そ

れ
の
直
銭
か
っ
直
ち
の
改
善
を
め
ざ
し
て
、
労
働
者
が
運
動
に
ひ
き
こ
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
、
超
マ
ル
ク
ス
主
義
的
「
窮
乏
革
命
」
論
。
第
五
に
、
労

働
者
は
、
経
済
的
状
態
が
直
接
に
か
つ
直
ち
に
改
善
さ
れ
る
己
と
で
運
動
に
引
き
こ
ま
れ
る
の
だ
と
一
一
一
一
口
い
な
が
ら
、
そ
の
労
働
者
が
自
己
犠
牲
や
献
身

を
発
揮
す
る
な
ど
と
い
う
、
全
く
矛
盾
し
た
主
張
を
か
か
げ
て
平
気
で
い
ら
れ
る
と
い
う
、
お
ど
ろ
く
べ
き
論
理
的
錯
乱
と
煽
動
政
治
屋
的
だ
ぼ
ら
。

(
そ
の
四
)
高
原
普
一
氏
の
主
張
。

「
:
;
・
わ
た
し
た
ち
は
、
賃
銀
闘
争
の
発
展
方
向
の
中
心
に
こ
の
課
題
〔
最
低
賃
銀
制
度
の
確
立
l
山
本
〕
を
は
っ
き
り
す
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
そ
の
賃
銀
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
『
伺
一
労
働
同
一
賃
銀
の
原
則
」
と
『
労
働
の
量
と
質
に
応
じ
た
賃
銀
の
原
則
』

が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
(
前
出
、
六
八
ペ
ー
ジ
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
高
原
氏
)
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五
五



正
L
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五
六

「
:
:
:
わ
た
し
は
、
む
し
ろ
、
『
労
働
の
量
と
質
に
応
じ
た
賃
銀
』
と
『
同
一
労
働
同
一
賃
銀
』
と
い
う
二
つ
の
ス

?
i
ガ
ン
と
、
こ
れ
が
要
求
と
し

て
労
働
者
か
ら
出
て
き
た
歴
史
と
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
い
う
賃
銀
論
か
ら
考
え
る
理
論
上
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
労
働
者
の
卒
直
な
要

(
q
u
)
 

求
で
『
同
じ
値
打
ち
の
仕
事
に
は
同
じ
賃
銀
を
払
え
』
と
い
ち
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
い
で
い
え
ば
、
わ
た
し
は
賃
銀
論
に
ア
正
し
く
あ

て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
賃
銀
の
根
本
で
あ
る
労
働
力
を
、
実
際
に
比
較
で
き
る
労
働
内
容
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
意
味
の
労
働
と
と

る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
」
(
前
出
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
山
本
)
。

(
9
〉
高
原
氏
は
「
労
働
者
の
卒
直
な
要
求
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
典
型
的
な
小
プ
ル
的
要
求
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
著
『
賃
銀
、
価
格
お
よ
び
利

潤
』
の
結
び
の
有
名
な
文
章

l
l「
『
公
正
な
一
日
分
の
労
働
に
た
い
し
て
公
正
な
一
日
分
の
賃
銀
!
』
と
い
う
保
守
的
な
ス

R
1
ガ
γ
の
か
わ
り
に
、
か

れ
ら
の
旗
じ
る
し
の
上
に
、
『
賃
銀
制
度
の
廃
止
!
』
と
い
う
革
命
的
な
ス
ロ

l
カ
ン
を
書
き
し
る
す
べ
き
で
あ
る
。
」
i
ー
を
飾
ト
ト
レ
わ
か
か
げ
る

論
者
は
、
高
原
氏
、
宮
川
氏
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
い
ず
れ
も
、
同
時
に
「
労
働
の
資
と
量
に
応
じ
た
賃
銀
」
と
か
「
同

一
労
働
同
一
賃
銀
」
と
か
い
う
ス
ロ

i
ガ
ソ
を
懸
命
に
説
い
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
珍
妙
と
い
う
の
ほ
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
公
正
な
一
日
分

の
労
働
に
た
い
し
て
公
正
な
一
日
分
の
賃
銀
!
」
は
、
歴
史
的
に
り
っ
ぱ
に
進
歩
的
役
割
を
果
し
た
(
ま
た
、
現
在
も
果
し
う
る
)
ス

?
i
ガ
ン
で
あ

る
が
、
「
労
働
の
質
と
量
に
応
じ
た
賃
銀
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
こ
れ
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
、
ま
っ
た
く
鼻
も
も
た
ら
ぬ
反
動
的
ス
ロ
ー
ガ

ン
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ーよー・
ノ、

以
上
に
よ
っ
て
み
て
も
、

わ
が
国
の
先
進
的
理
論
家
や
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ソ
主
義
者
」
の
大
半
が
「
労
働
の
質
と
量
に

応
じ
た
賃
銀
」
、
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
銀
」
を
主
張
し
て
い
る
ー
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
原
則
」
が
ど
ん
な
に
「
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
」
で
「
反
動
的
」
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
二
、
コ
一
の
初
歩
的
質
問
を
提
起
す
る
だ
け
で
あ
き
ら
か
と
な
る
。

高
原
民
や
榊
氏
な
ど
は
、
異
口
同
音
に
「
労
働
の
質
と
量
に
応
じ
た
賃
銀
」
と
い
う
「
勇
ま
し
い
」
ス
ロ

1
ガ

γ
を
か
か
げ
て
い
ら
れ

る
。
よ
ろ
し
い
、

で
は
ひ
と
つ
お
き
き
し
よ
う
。
そ
の
「
労
働
」
と
い
う
の
は
、

、「
J

R

-

、、

I
u
w
d

中
心

I
W

ど
う
い
う
労
働
で
あ
る
の
か
、
具
体
的
労



働
か
、
そ
れ
と
も
抽
象
的
労
働
か
っ

「
労
働
」
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
た
て
て
い
る
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
I
ニ

γ
主
義
者
」
が
揃
い

も
そ
ろ
っ
て
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
礎
石
で
老
る
「
労
働
の
二
面
性
」
に
す
こ
し
も
ふ
れ
ず
、
頬
っ
か
む
り
の
「
労
働
」
で
事
を
す
ま
し
て

ゐ
ア
サ
ケ

い
る
の
は
、
そ
の
「
品
性
」
の
い
た
す
と
こ
ろ
と
は
い
え
、
情
な
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
い
ま
か
ら
で
も
お
そ
く
は
な
い
、

『
資
本
論
』

(
第
一
章
第
一
節
)
を
読
ん
で
、

は
っ
き
り
と
答
え
た
ま
え
。
ど
ち
ら
の
「
労
働
」
で
あ
る
か
?

こ
の
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
高
原
氏
や
榊
氏
は
、
残
念
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
完
全
に
落
第
も
の
だ
が
、

ぎ
た
、

ど
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
同
じ
く
完
全
に
落
第
で
あ
る
。

「
抽
象
的
労
働
」
だ
と
答
え
ら
れ
る
か
ワ

で
は
お
き
き
す
る

が
、
各
人
の
「
抽
象
的
労
働
」
の
「
質
と
量
」
と
を
、
ど
う
や
っ
て
は
か
る
と
い
う
の
か
?

そ
れ
と
も
、

「
具
体
的
労
働
」
だ
と
答
え

ら
れ
る
か
?

で
は
お
き
き
す
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
質
を
異
に
し
た
特
定
の
形
態
の
有
用
的
労
働
に
つ
い
て
、
ど
う
や
っ
て
「
質
と
量
」
と

を
比
較
計
算
す
る
と
い
う
の
か
?

「
ど
う
い
う
労
働
か
?
」
と
い
う
質
問
に
は
、
絶
対
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
諸
君
は
わ
け
わ
か
ら
ず
に
や
た

ら
と
知
り
も
し
な
い
「
労
働
」
を
ふ
り
ま
わ
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
聞
は
み
ご
と
落
第
だ
が
、
も
っ
と
む
ず
か
し
い
第

二
聞
が
ひ
か
え
て
い
る
。
か
り
に
百
歩
ゆ
づ
っ
て
、

「
労
働
の
質
と
量
」
が
計
算
で
き
た
と
し
て
も
、
賃
銀
と
ど
う
結
び
つ
け
る
か
?

あ
る
一
定
の
「
質
と
量
の
労
働
」
に
た
い
し
て
、
ど
う
い
う
一
定
額
の
貨
幣
が
対
応
す
る
と
い
う
の
か
?

「
労
働
」
と
「
貨
幣
」
と
を

結
び
つ
け
る
と
は
、

ま
た
な
ん
と
た
い
し
た
俗
物
的
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
で
あ
ろ
う
か
!

右
の
二
問
を
出
す
だ
け
で
諸
君
の
掛
マ
ル
ク
ス
的
水
準
は
明
確
に
な
る
が
、
さ
ら
に
第
三
間
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
君
の
脳
中
の

完
全
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
観
念
が
動
か
し
が
た
く
検
出
さ
れ
る
。
さ
き
の
こ
問
が
片
づ
い
た
も
の
と
し
て
、

た
と
え
ば
あ
る
労
働
者
の
一
日

分
の
「
労
働
」
の
価
値
が
一
ニ

O
O
O円
と
計
算
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
労
働
者
の
日
賃
銀
は
、
い
っ
た
い
、

い
く
ら
が
正
し
い
と
い
う
の
か
?

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五
七



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五
八

日
賃
銀
は
三

0
0
0円
が
正
し
い
、

と
い
わ
れ
る
か
?

こ
れ
が
諸
君
の
答
え
ら
れ
る
最
善
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

労
働
者
が

資
本
家
に
た
い
し
て
一
日
に
三

0
0
0円
の
労
働
、

つ
ま
り
仕
事
を
し
て
や
り
、
賃
銀
と
し
て
三

0
0
0円
を
受
け
と
る
と
す
れ
ば
、

L 

っ
た
い
、
資
本
家
は
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
の
か
?

な
ら
な
い
。
資
本
や
資
本
家
を
消
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
日
賃
銀
は
、

こ
れ
で
は
搾
取
ど
こ
ろ
か
、
資
本
も
資
本
家
も
消
え
て
な
く
な
ら
ね
ば

た
と
え
ば
ニ

0
0
0円
と
か
一
五

0
0円
に
切
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
で
は
、

こ
の
二

0
0
0円
な
い
し
一
五

0
0円
の
日
賃
銀
を
も
っ
て
「
労
働
の
質
と
量
に
応
じ
た
賃
銀
」
、
つ
ま
り
「
三

0
0
0円
の

労
働
に
応
じ
た
賃
銀
」
と
い
わ
れ
る
か
っ

な
ん
と
資
本
家
に
と
っ
て
心
強
い
賃
銀
原
則
で
あ
ろ
う
か
!

「
労
働
」
の
「
質
と
量
」
は
、

さ
き
に
み
た
よ
う
に
絶
対
に
価
値
計
算
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
銀
一
五

O
O円
で
も
、

「
労
働

の
質
と
量
」
が
一
五

O
O円
で
あ
る
労
働
に
対
応
し
た
も
の
だ
と
と
じ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
@
こ
の
「
労
働
」
を
「
価
値
」
に
、

し
お、

も
思
い
き
り
低
い
「
価
値
」
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
手
口
聞
を
果
す
た
め
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
が
、
各
種
の
精
巧
な
「
労
働
評
価
表
」

し
か
も
こ
れ
は
「
労
働
の
質
と
量
に
正
確

で
あ
る
。
資
本
家
は
こ
の
「
評
価
表
」
に
照
ら
し
て
一
五

O
O円、

に
応
じ
た
賃
銀
」
だ
と
主
張
す
る
。

一
三

O
O円
と
切
下
げ
、

「
同
一
」
と
い
う
と
「
民
主
的
」
で
聞
え
は
よ
い
が
、
商
品
の
売
手
が
同
一
の
商
品
に
同
一
の
価
格

を
要
求
す
る
の
は
当
り
前
で
、
賀
手
た
る
資
本
家
に
と
っ
て
は
こ
ん
な
要
求
は
痛
く
も
倖
く
も
な
い
。

一
日
二

0
0
0円
で
も
同
一
、

五

0
0円
で
も
同
一
で
あ
る
。
肝
賢
な
の
は
、
買
手
に
た
い
し
て
、

い
く
ら
い
く
ら
よ
こ
せ
と
そ
の
金
額
を
明
示
し
て
要
求
す
る
こ
と
で
あ

る。

「
同
一
労
働
同
一
賃
銀
」
の
要
求
は
、
男
女
別
、
臨
時
工
木
工
別
、

ま

「
同
じ
だ
け
よ
こ
せ
」
な
ど
と
い
う
売
手
が
あ
ろ
う
か
?

た
は
人
種
別
等
の
差
別
賃
銀
に
た
い
し
て
の
み
、
一
定
の
範
囲
内
で
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
存
在
理
由
を
も
ち
う
る
が
、

(uv 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
「
労
働
評
価
」
の
尻
馬
に
乗
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
賃

銀
闘
争
一
般
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
、

(
叩
)

こ
の
点
の
た
ち
い
っ
た
論
究
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
労
働
賃
銀
』
の
第
九
章
「
公
正
な
賃
銀
|
|
『
向
一
労
働
向
一
賃
銀
』
論
に
つ
い
て
」
お
よ



び
前
出
拙
論
、

「
賃
銀
論
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
?
」
の
「
四

『
同
一
労
働
同
一
賃
銀
』
論
の
修
正
主
義
的
性
格
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

右
に
あ
げ
た
一
ニ
つ
の
問
い
に
全
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
の
理
論
的
意
義
は
、

J
A、
労
賃
と
は
な
に
か
?
と
い
う
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
こ
と
が
全
然
お
わ
か
り
に
な
っ
て
い
な
い
。

巻
第
六
篇
を
ぽ
「
労
賃
」
と
題
し
て
労
賃
形
態
の
必
然
性
と
不
合
理
性
を
解
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
御
両
君
の
念
頭
か
ら
完

マ
ル
ク
ス
価
値
論
の
基
本
も
マ
ル
ク
ス
労
賃
論
の
基
本
も
み
な
す
っ
か
り
ぬ
け
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
か

こ
う
で
あ
る
。

つ
空
り
、
御
両
君
と

マ
ル
ク
ス
は
、

『
資
本
論
』
第
一

全
に
ぬ
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

わ
り
に
御
両
君
の
頭
脳
を
埋
め
て
い
る
も
の
と
で
は
、

マ
ル
ク
ス
の
断
片
的
な
語
句
の
ょ
せ
あ
つ
め
と
賃
銀
に
つ
い
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

な
粗
雑
な
俗
物
観
念
ば
か
り
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

「
労
働
評
価
」
な
ど
と
い
う
の
は
、

「
労
働
」
お
よ
び
賃
銀
に
つ
い

て
の
歪
め
ら
れ
た

e

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
観
念
を
裏
付
け
る
た
め
の
見
せ
か
け
の
「
操
作
」
で
あ
っ
て
、
賃
銀
を
労
働
力
の
価
値
よ
り
は
る
か
下

の
水
準
に
切
り
下
げ
る
た
め
の
恰
好
の
口
実
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
し
か
果
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
そ
れ
で
も
な
お
、
榊
民
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
労
働
評
価
」
と
い
う
わ
た
し
の
言
葉
を
「
教
条
主
義
的
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど

う
ぞ
っ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
労
働
評
価
」
を
ひ
と
つ
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
わ
た
し
ひ
と
り
で
な
く
、
日
本
人
民
全
体
の
た
め
に
、
ど
う
か
一
日
も

早
く
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
労
働
評
価
」
を
発
表
し
て
く
れ
た
ま
え
。

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
榊
氏
は
、

「
最
低
賃
銀
制
」
と
い
う
、

「
経
済
的
改
良
」
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
改
良
主
義
者
と
全
く
同
じ

見
地
に
立
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
卒
直
に
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、

」
こ
で
は
ま
た
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
要
内
容
」
た
る
経
済
理
論

の
基
本
的
諸
命
題
に
つ
い
て
の
完
全
無
欠
な
無
知
、
価
値
・
価
格
お
よ
び
賃
銀
に
つ
い
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
粗
雑
な
観
念
へ
の
執
着
と

い
う
事
実
を
、
公
然
と
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、
良
心
的
な
読
者
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
深
刻
な
疑

惑
を
禁
じ
え
な
い
の
は
、
け
だ
し
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
う
、

l
l
l榊
氏
は
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
1
ニ
ン
主
義
者
」
で
「
一
計
論

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

五
九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

ノ、。

家
」
だ
と
称
し
て
い
ら
れ
る
が
、

「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
と
自
称
す
る
一
部
の
人
々
は
、

「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
な
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
榊
氏
は
な
に
を
「
評
論
」
す
る
専
門
家
で
あ
る
の
か
?

い
っ
た
い
、

、
、
、
、

ど
う
い
う

と

(
一
九
六
七
・
五
・
五
)

× 

× 

× 

× 

× 

× 

さ
き
に
発
表
し
た
本
論
稿
の
〈
一
)
に
た
い
し
て
、
榊
氏
は
、
前
回
と
同
じ
く
「
学
生
新
聞
』
(
八
月
一
一
一
十
日
付
〉
を
つ
か
っ
て
、
「
拙
劣

伝
議
論
は
ど
ん
な
実
効
を
も
つ
か
」
と
い
う
題
の
反
駁
論
文
を
公
表
さ
れ
た
。
と
の
論
文
は
、
榊
氏
の
論
じ
方
や
「
ロ
阿
佐
」
に
つ
い
て
の

特
徴
を
突
に
土
く
示
し
た
も
の
で
、
当
面
の
議
論
に
と
っ
て
大
変
貴
重
な
材
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

っ
、
ぎ
に
そ
の
要
点
を
か
か
げ
て
、

多
少
の
注
釈
を
つ
け
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、

「
公
然
た
る
党
攻
撃
の
歩
み
」
と
題
し
た
(
一
)
で
、
氏
は
こ
う
云
わ
れ
る
。

「
二
カ
月
ほ
ど
前
、
わ
た
し
は
山
本
氏
の
こ
の
論
文
:
:
:
を
:
:
:
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
重
大
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
水
準
が
あ

ま
り
に
も
低
い
の
で
、
こ
と
さ
ら
取
り
あ
げ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
立
教
大
学
関
係
だ
け
で
な
く
、
氏
の
出
講
さ
れ
て
い
る

愛
知
大
学
、
知
友
関
係
そ
の
他
に
山
本
氏
の
論
文
が
抜
刷
で
頒
布
さ
れ
、
一
部
の
対
外
盲
従
分
子
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聴
く
に
い
た
っ
た
。
そ

れ
以
前
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
山
本
氏
が
教
温
か
ら
し
ば
し
ば
、
日
本
共
産
党
の
幹
部
を
名
指
し
で
中
傷
し
た
り
、
党
の
ひ
ぼ
う
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と

(
一
例
を
ひ
け
ば
、
「
共
産
党
の
賃
上
げ
は
改
良
主
義
だ
」
:
:
:
等
々
)
は
、
伝
え
き
い
て
い
た
。

こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
山
本
氏
の
新
し
い
論
文
を
黙
過
し
て
お
く
の
は
不
適
当
の
よ
う
で
あ
る
。
」

氏
の
言
い
分
は
し
ご
く
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
山
本
の
論
文
は
「
水
準
が
あ
ま
り
に
低
い
の
で
、

と
り
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
」
の
だ



が
、
山
本
が
論
文
の
抜
刷
を
大
学
、
知
友
関
係
に
配
布
し
た
の
で
、

ま
た
、

」
れ
こ
れ
の
を
噂
を
「
伝
え
き
い
て
い
た
」
の
で
、
「
黙
っ
て

と
い
う
の
で
あ
る
。
「
修
正
主
義
批
判
を
装
っ
た
教
条
主
義
」
と
い
う
四
段
抜
き
大
見
出
し
で
、

学
的
理
論
」
と
い
う
明
白
な
文
字
を
「
自
著
し
と
す
り
か
え
ま
で
し
て
「
事
大
主
義
的
」
「
権
威
依
存
主
義
的
」
「
セ
ク
ト
主
義
」
と
や
た

ら
レ
ッ
テ
ル
を
お
し
つ
け
た
記
事
を
抜
打
ち
的
に
新
聞
に
載
せ
て
全
国
に
数
万
部
ば
ら
ま
い
て
い
た
男
が
、
そ
の
理
不
尽
な
非
難
攻
撃
を

反
駁
し
て
当
の
相
手
が
自
ら
正
し
い
と
考
え
る
主
張
を
書
い
て
学
校
の
雑
誌
に
載
せ
、
知
友
学
生
に
精
々
数
百
部
の
抜
刷
を
配
布
し
て
事

の
真
相
を
知
っ
て
も
ら
う
よ
う
努
力
し
た
と
聴
い
た
の
で
、
黙
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
こ
れ
の

噂
を
伝
え
き
い
た
の
で
、
黙
過
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
言
い
方
は
、
暴
力
団
の
「
言
い
が
か
り
」
そ
っ
く
り
で
あ

見
過
す
」
わ
け
に
は
い
か
な
い
、

科

る
。
重
大
な
「
基
本
原
則
」
に
か
ん
す
る
議
論
で
、

こ
の
よ
う
な
「
言
い
が
か
り
」
を
弄
し
て
、

わ
た
し
の
主
張
に
「
公
然
た
る
党
攻
撃

の
歩
み
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
お
し
つ
け
、

「
党
攻
撃
」
者
と
の
印
象
を
ひ
ろ
め
よ
う
と
す
る
の
は
、

お
よ
そ
理
論
闘
争
が
ど
う
い
う
も

の
か
を
わ
き
ま
え
な
い
「
や
っ
つ
け
」
攻
撃
で
あ
り
、
卑
劣
な
「
難
癖
づ
け
」
で
あ
る
。

「
水
準
が
あ
ま
り
に
も
低
い
」
と
い
う
な
ら
、

そ
の
こ
と
を
議
論
の
中
で
論
証
し
て
、

理
論
的
・
論
理
的
誤
り
を
明
確
に
す
れ
ば
よ
い
し
、

ま
た
そ
う
す
る
た
め
に
こ
そ
論
争
は
お
こ
な

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
の
人
々
が
ど
う
言
う
か
、

ど
う
「
利
用
」
す
る
か
を
気
に
す
る
こ
と
自
体
お
か
し
い
。
ま
し
て
、

「
水
準
が
あ
ま

り
に
も
低
い
」
論
文
な
ど
、

ど
う
「
利
用
」
で
き
る
と
い
う
の
か
。

わ
た
し
が
学
生
に
話
し
た
の
は
、
高
原
晋
一
氏
著
『
賃
金
闘
争
』
、

い
わ
ゆ
る
野
坂
理
論
(
「
ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
は
解
放
軍
で
あ
る
」
)
、
袴
田

論
文
、

「
日
本
共
産
党
綱
領
」
等
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
説
明
内
容
は
、

わ
た
し
が
す
で
に
論
文
、
著
書
と
し
て
発
表
し
た
も
の
、

お
よ
び
本
論
稿
に
お
い

て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
要
約
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

た
と
え
ば
、
高
原
氏
の
主
張
の
徹
底
的
批
判
は
、
す
で
に
拙
論
「
賃

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

ムノ、



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

ムノ、

銀
論
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
?
i
l
修
正
主
義
的
諸
偏
向
の
克
服
の
た
め
に
」
ハ
前
・
後
篇
)
(
本
誌
第
十
五
巻
第
一
、
二
号
)
で
お
こ
な
わ

れ
、
「
自
然
発
生
性
へ
の
屈
従
と
拝
抗
」
、
「
修
正
主
義
的
歪
曲
」
と
い
う
結
論
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
党
綱
領
」
に
勺
レ
て
は
、

「
党
章
草
案
」
の
当
時
か
ら
、

わ
た
し
は
、

そ
れ
が
一
九
五
六
年
ソ
連
共
産
党
第
二

O
回
大
会
で
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
の
中
の
最
悪
の

修
正
主
義
的
主
珪
i
l
l
「
平
和
共
存
に
よ
る
世
界
革
命
方
式
」
、

「
平
和
革
命
」
論
、
「
国
会
で
安
定
し
た
過
半
数
が
得
ら
れ
れ
ば
:
:
:
し
と

い
う
棚
ボ
タ
式
戦
術
論
ー
ー
を
そ
の
ま
ま
?
引
き
写
し
た
も
の
で
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
党
の
綱
領
と
し
て
は
欠
格
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
批
判
を
く
り
か
え
し
説
明
し
て
き
て
い
る
。

許
さ
れ
な
い
も
の
だ
、

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
?

し
か
し
、
こ
う
し
た
高
原
理
論
の
批
判
、
綱
領
の
批
判
は
、
党
批
判
、
党
攻
撃
で
あ
っ
て

一
九
六
三
年
以
後
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
賞
め
ち

た
と
え
ば
、
榊
氏

b
は、

ぎ
っ
て
い
た
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
同
士
山
」
を
ば
に
わ
か
に
「
フ
ル
シ
チ
ョ
ア
ら
」
と
呼
じ
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
」
な
る
も
の
を
痛
烈

に
攻
撃
さ
れ
て
い
る
が
、

い
っ
た
い
、

」
れ
は
ソ
連
共
産
党
の
攻
撃
だ
と
い
っ
て
よ
い

T
あ
ろ
う
か
?

今
日
で
は
そ
の
完
全
な
反
レ

l

ニ
シ
的
性
格
が
明
確
と
な
っ
た
が
、
ソ
連
共
産
党
新
綱
領
を
「
反
革
命
的
」
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
、
ソ
連
共
産
党
を
批
判
し
攻
撃
す
る

榊
氏
ら
は
、
最
近
「
毛
一
派
L

と
名
指
し
で
「
中
傷
的
」
攻
撃
を
加
え
て
い
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
、

」
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ワ

そ
も
そ
も
、
中
国
共
産
党
に
た
い
す
る
「
中
傷
」
で
あ
り
「
誹
詩
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
い
い
と
考
え
ら
れ
る
か
?

同
じ
こ
と
を
内

分
が
や
る
の
は
正
し
い
が
、

他
人
が
や
る
の
は
ま
ち
が
い
、

け
し
か
ら
ん
と
い
う
の
で
は

せ
っ
か
く
の
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義

者
」
と
い
う
看
板
も
泣
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
れ
の
「
う
わ
さ
」
を
き
レ
て
レ
た
の
で
「
公
然
た
る
党
攻
撃
の
歩
み
」
を
し

て
い
る
の
だ
、
と
き
め
つ
け
斗
党
攻
撃
者
」
だ
と
言
い
ふ
ら
す
、
と
い
う
氏
の
や
り
方
も
、
賞
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
七
う
わ
さ
」
で
は
な

く
、
わ
た
し
の
著
書
や
論
文
に
つ
い
て
、
平
素
の
ー
ー
ま
た
と
く
に
選
挙
時
の
[
|
言
動
を
よ
く
確
か
め
て
、
事
実
に
つ
い
て
判
断
さ
れ

る
が
い
い
。
野
坂
理
論
や
綱
領
の
棚
ボ
タ
式
戦
術
論
の
批
判
を
き
い
た
「
忠
実
な
」
党
員
学
生
・
助
教
授
ら
が
、
反
駁
で
き
な
い
た
め
に
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影
響
力
の
減
殺
す
る
の
を
喰
い
止
め
よ
う
と
し
て
、
例
に
よ
っ
て
愚
に
も
つ
か
凪
デ
マ
を
つ
く
っ
て
「
党
攻
撃
者
」
と
い
う
レ
ッ

材
料
を
授
け
る
ど
こ
ろ
か
、

テ
ル
を
は
り
つ
け
い
い
ふ
ら
す
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
報
告
」
を
き
い
た
上
級
機
関
が
真
相
を
確
か
め
反
駁
の

そ
の
デ
マ
を
真
に
受
け
こ
れ
に
便
乗
し
て
尾
鰭
を
つ
け
、
お
ま
け
に
当
の
教
授
の
演
習
に
参
加
し
た
学
生
や

卒
業
生
を
と
ら
え
て
「
党
攻
撃
者
」
だ
と
い
い
ふ
ら
す
に
い
た
っ
て
は
、

な
ん
と
評
し
た
ら
よ
い
か
?

む
か
し
か
ら
、
下
、
上
に
見
な

ら
う
と
い
う
諺
も
あ
る
。
「
水
準
が
あ
ま
り
に
も
低
い
L

と
い
い
な
が
ら
反
駁
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
「
自
分
」
を
「
党
」
に

お
き
か
え
て
、
「
い
い
が
か
り
」
を
弄
し
て
「
党
攻
撃
者
」
に
仕
立
て
あ
げ
て
相
手
を
「
亡
き
も
の
に
す
る
」
と
い
う
、

こ
の
榊
氏
の
「
手

法
」
に
つ
い
て
、

わ
た
し
が
心
配
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
手
法
」
が
平
素
か
ら
氏
に
よ
っ
て
愛
用
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
氏
の
周
辺

で
は
こ
の
「
手
法
」
、
が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
こ
れ
に
よ
っ
て
は
し
な
く
も
暴
露
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
う
事
実
こ
そ
、
重
大
で
あ
る
。

「
自
分
」
を
「
党
」
に
お
き
か
え
党
の
権
威
を
か
き
に
「
い
い
が
か
り
」
を
つ
け
て
有
無
を
い
わ

き
ず
相
手
を
や
っ
つ
け
る
、

1

1
こ
の
、

ま
さ
に
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
暴
力
」
の
常
用
者
が
勤
労
大
衆
に
「
民
主
主
義
」
な
ど
を
説
い
て
ま

わ
っ
て
い
る
の
は
、
狼
が
羊
に
向
っ
て
「
仲
良
く
し
よ
う
」
と
も
ち
か
け
て
い
る
図
を
お
も
い
だ
さ
せ
る
。

そ
の
う
一
)
で
、
榊
氏
は
{
弁
明
」
と
「
攻
撃
し
と
を
あ
わ
せ
お
こ
な
っ
て
い
ら
れ
る
。

「
:
:
:
「
は
じ
め
か
ら
仰
や
っ
つ
け
る
u

た
め
に
』
い
ろ
ん
な
『
レ
ッ
テ
ル
』
を
は
り
つ
け
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
守
最
悪
の

w
教
条
主
義
μ

の
主

張
だ
と
断
罪
』
し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
:
:
:
わ
た
し
の
文
章
を
も
う
一
度
よ
く
よ
ん
で
も
ら
え
ば
「
最
悪
の
』
と
い
っ
た
種
類
の
こ
と
は
ど
こ
に
も

な
い
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
山
本
氏
に
つ
い
て
『
教
条
主
義
者
』
と
い
う
断
定
的
規
定
も
避
け
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
教
条
主
義
的
、
セ
ク
ト
主

義
的
傾
斜
』
:
:
:
と
い
う
よ
う
に
、
き
わ
め
て
抑
制
し
な
が
ら
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
・
:
:
山
本
氏
は
・
:
固
と
っ
ぱ
な
か
ら
、
右
の
よ
う
な
創
作
〔
最

悪
と
い
う
言
葉
|
山
本
〕
主
で
し
て
食
つ
で
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
氏
の
弱
さ
を
裏
垂
直
き
し
て
い
る
。
」

自
分
個
人
を
党
そ
の
も
の
に
な
ぞ
ら
え
党
の
権
威
を
か
さ
に
な
ん
で
も
押
し
通
す
と
い
う
氏
の
愛
用
手
段
が
、

こ
こ
で
も
よ
く
示
さ
れ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

占

ノ、



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

六
四

て
い
る
。

は
っ
き
り
お
断
わ
り
し
て
お
く
が
、

わ
た
し
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
十
骨
か
「
反
帝
反
独
占
」
・
長
の
「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
を

支
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
榊
氏
は
、
全
く
自
分
勝
手
に
「
の
み
と
り
眼
」
よ
ろ
し
く
片
言
隻
句
、
を
曲
解
し
て
、

会
主
義
革
命
」
の
主
張
者
だ
と
思
い
こ
み
、
む
り
や
り
そ
の
主
張
者
に
仕
立
て
あ
、
げ
、
わ
た
し
を
「
教
条
主
義
」
と
熔
印
し
て
や
っ
つ
け

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社

聞
に
の
せ
て
全
国
に
ば
ら
ま
き
、

ょ
う
と
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
事
実
無
根
の
デ
ッ
チ
上
げ
を
「
修

E
主
義
批
判
を
装
っ
た
教
条
主
義
」
と
い
う
大
見
出
し
の
論
文
で
新

「
科
学
的
理
論
」
と
い
う
明
白
な
文
字
を
「
白
著
」
と
や
ト
か
む
ま
で
し
て
「
事
大
主
義
的
、
権
威
依

存
主
義
的
」
と
わ
め
き
た
て
「
セ
ク
ト
主
義
的
傾
斜
」
だ
と
書
き
た
て
て
い
る
男
が
、

な
ん
と
「
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
た
も
の
で
な

い
」
と
か
「
断
定
的
規
定
を
避
け
て
い
た
」
と
か
「
き
わ
め
て
抑
制
し
な
が
ら
書
い
た
」
と
か
、
よ
く
も
ま
あ
、
ぬ
け
ぬ
け
と
言
え
た
、
も
の

で
あ
る
!
「
教
条
主
義
」
と
大
見
出
し
に
書
い
た
が
「
教
条
主
義
者
」
と
は
書
か
な
か
っ
た
、
左
言
う
の
も
見
苦
し
い
。
「
最
悪
の
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
が
氏
の
書
い
て
い
る
「
き
わ
め
て
危
険
な
」
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
て
、
そ
の
言
葉
を
書
い
て
い
な

い
と
い
う
も
、

恥
知
ら
、
ず
な
逃
げ
口
上
で
あ
る
。
だ
が
、
も
っ
と
も
理
不
尽
で
非
道
な
の
は
、
真
の
人
民
民
主
主
義
革
命
の
熱
心
な
支

持
者
を
と
ら
え
て
む
り
や
り
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
」
の
主
張
者
に
デ
ッ
チ
上
げ
て
い
る
氏
の
や
り
方
、

」
の
驚
く
べ
き
「
創

作
」
で
あ
る
。
不
当
な
デ
ッ
チ
上
げ
、

レ
ッ
テ
ル
は
り
に
た
い
し
て
そ
の
理
論
的
・
論
理
的
錯
乱
と
ペ
テ
ン
と
を
反
駁
さ
れ
る
と
、

た
ち

主
ち
開
き
直
っ
て
「
党
攻
撃
者
」
だ
と
わ
め
き
ち
ら
す
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い
、
榊
氏
の
ど
ん
な
「
強
さ
」
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き

かワ・

こ
れ
こ
そ
、

「
最
悪
の
挑
発
者
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
」
で
な
〈
て
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
つ
一
〉
も
、

「
三
番
煎
じ
の
『
路
線
転
換
」
論
の
自
己
矛
盾
」
と
い
う
凝
っ
た
題
名
が
つ
け
て
あ
る
。
そ
の
中
で
、

「
山
本
氏
が
こ
の
論
文
で
こ
こ
ろ
み
た
主
要
点
は
、
ま
ず
第
一
に
、
わ
た
し
の
前
回
の
す
人
章
を
例
に
し
て
『
日
本
共
産
党
の
路
線
転
換
』
な
る
も
の
を

う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
で
あ
り
、
」



と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
ど
う
や
ら
、
榊
氏
は
、
一
一
一
輪
氏
の
拙
著
「
推
賞
」
が
榊
氏
の
「
非
難
打
倒
の
レ
ッ
テ
ル
は
り
」

変
」
し
た
事
卦
を
わ
た
し
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
で
「
日
本
共
産
党
の
路
線
転
換
」
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
、
そ
こ
で
わ

一「

豹

ざ
わ
ざ
右
の
よ
う
な
凝
っ
た
題
名
を
つ
け
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
前
稿
つ
一
)
で
「
榊
氏
の
『
ロ
間
性
』
の
中
で
第
六
感
の
働
き

が
と
く
に
確
か
」

(
本
誌
第
二
十
一
巻
第
一
一
号
、
四
一
ペ
ー
ジ
)
と
指
摘
さ
れ
た
氏
の
「
第
六
感
」
も
、

」
こ
で
は
す
っ
か
り
狂
っ
た
も
の
と

み
え
る
。

は
っ
き
り
申
上
げ
て
お
く
、
が
、

わ
た
し
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
日
本
共
産
党
が
「
路
線
転
換
」
を
し
た
な
ど
と
思
っ
た
こ
と
は
な

ぃ
。
敗
戦
以
後
、

と
く
に
二
・
一
ス
ト
以
後
日
共
路
線
は
終
始
一
貫
し
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
二
番
煎
じ
の
『
路

線
』
転
換
』
論
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
も
、
す
こ
し
も
痛
停
を
感
じ
な
い
。
わ
た
し
、
が
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、

「
共
立
民
主
義
の
茎
本
原
則
」

の
立
場
に
た
っ
て
の
修
正
主
義
批
判
を
こ
こ
ろ
み
た
拙
者
に
た
い
す
る
評
価
が
、
榊
氏
に
お
い
て
「
豹
変
」
し
た
と
い
う
、
事
実
そ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
榊
氏
の
攻
撃
論
文
を
付
細
に
追
究
し
て
、

そ
れ
が
全
く
の
デ
ッ
チ
上
げ
に
理
論
的
・
論
理
的
錯
乱
を
加

え
て
成
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
第
一
の
問
題
は
、
榊
氏
に
け
け
る
批
判
の
「
豹
変
」
そ

の
も
の
が
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
!
ニ
ン
主
義
の
原
則
」
に
か
な
っ
た
も
の
か
ど
う
か
の
究
明
に
あ
る
。
榊
氏
は
、
御
自
身
の
「
豹
変
」
に
つ

い
て
、

「
ど
だ
い
、
同
一
の
本
に
つ
い
て
見
方
が
く
い
ち
が
っ
た
り
、
あ
る
人
に
よ
る
評
価
が
他
の
人
に
よ
っ
て
妥
当
に
是
正
さ
れ
た
り

(
臼
〉

よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
、
見
え
寸
い
た
手
前
味
噌
を
並
べ
て
い
ら
れ
る
が
、

」
の
中
の
「
同
一
の
本
」
の
か
わ
り

す
る
の
は
、

に
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ユ
ン
主
義
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
の
問
題
」
と
お
き
、

「
あ
る
人
」
を
「
あ
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ソ
主
義
者
」

に
お
き
か
え
て
み
る
が
い
い
。
榊
氏
、
が
「
基
本
原
則
」
の
判
断
の
問
題
を
ば
、
愚
に
も
つ
か
ぬ
こ
と
を
書
い
て
読
者
を
惑
わ
ず
職
莱
的

「
評
論
家
」
の
書
評
の
問
題
と
全
く
同
じ
に
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。

つ
ま
り
、
氏
の
見
地
そ
の
も
の
が
、

「
マ
ル
ク
ス
・
レ

ー
ニ
ン
主
義
」
の
そ
れ
で
は
な
く
、
小
ブ
ル
的
「
評
論
家
」
の
そ
れ
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

六
五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

六
六

(
ロ
)
「
あ
と
か
ら
妥
当
に
是
正
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
」
と
い
っ
て
の
け
る
こ
の
「
唯
我
独
尊
」
的
人
物
に
し
た
が
え
ば
、
た
と
え
ば
、
近
い

将
来
「
反
党
売
党
」
の
志
賀
氏
ら
と
「
よ
り
を
も
ど
す
」
こ
と
が
起
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
「
あ
と
か
ら
妥
当
に
是
正
さ
れ
た
」
も
の
で
な
ん
の

弁
明
も
不
用
、
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
い
つ
で
も
一
あ
と
か
ら
妥
当
に
是
正
で
き
る
人
物
」
と
は
、
い
つ
で
も
風
向
き
し
だ
い
で
「
豹
変
で
き
る
人

物
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
の
う
一
)
で
、
榊
氏
は
、

一
こ
の
こ
と
に
は
、
万
物
は
特
定
の
外
閣
を
軸
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ら
し
く
、

一
五
々
」
と
い
う

言
葉
を
連
ね
、

ま
た
つ
二
一
〉
で
、

「
氏
が
ほ
め
た
た
え
る
人
」
と
か
「
氏
の
帰
依
す
る
外
国
の
現
存
指
導
者
」
と
か
い
う
文
句
を
並
べ
て

い
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、

氏
は
わ
た
し
を
「
中
共
一
辺
倒
」
だ
と
思
い
こ
み
、

「
対
外
盲
従
分
子
」
の
一
味
だ
と
考
え
、

そ
う
い

う
も
の
に
仕
立
て
あ
げ
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
攻
撃
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
さ
き
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
孝
命

の
主
張
者
」
と
い
う
の
に
お
と
ら
ぬ
、
下
劣
な
一
プ
ッ
チ
上
げ
で
あ
る
。
お
断
わ
り
し
て
お
く
が
、
わ
た
し
は
け
っ
し
て
「
中
共
一
辺
倒
L

で
は
な
い
。
わ
た
し
は
中
国
革
命
を
指
導
し
て
き
た
中
国
共
産
党
は
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
-
一
ン
主
義
党
で
あ
る
と
考

え
る
し
、
中
国
革
命
の
経
験
を
真
剣
に
学
び
と
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
中
国
革
命
の
経
験
を
そ

の
ま
ま
「
直
輸
入
」
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
な
い
。
中
国
革
命
の
経
験
を
1

i
今
日
の
中
国
文
化
大
革
命
を
ふ
く
め
て

1
|厳
密
に
科
学

的
に
研
究
し
、
正
し
く
「
摂
取
」
す
る
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
肝
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
摂
取
」
に
さ
い
し
て
は
日
本
の
諸
条
件
を
正
確

に
分
析
し
把
握
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
正
し
い
一
ー
摂
取
L

の
必
要
と
い
う
こ
と
は
い
ず
れ
の
国
の

革
命
の
経
験
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
榊
氏
が
ど
う
し
て
わ
た
し
を
し
ゃ
に
む
に
「
中
共
一
辺
倒
」
に
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
た
か
、

そ
の
考
え
ら
れ
る
唯
一
の
「
手
が
か
り
」
は
、
氏
が
「
自
著
」
と
す
り
か
え
ま
で
強
行
し
た
拙
著
「
は
し

そ
の
動
機
は
わ
か
ら
な
い
が
、

が
き
」
の
一
部
分
1
1
i
「
中
国
共
産
党
指
導
部
に
よ
る
国
際
修
正
主
義
の
批
判
が
、
:
・
:
そ
の
批
判
論
点
お
よ
び
結
論
部
分
に
つ
い
て
・
:



-
:
本
書
の
主
張
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
」
!
ー
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
に
た
い
し
て
同
じ
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

i

ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」
の
立
場
か
ら
批
判
を
お
こ
な
え
ば
、
そ
の
「
批
判
論
点
お
よ
び
結
論
部
分
」
が
「
軌
を
一
に
す
る
」
め
は
当
然

で
あ
っ
て

そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
か
え
っ
て
不
思
儀
で
あ
る
。
榊
氏
は
、

」
の
「
軌
を
一
に
し
て
い
る
」
と
い
う
文
字
を
「
全
く
同
じ
も

の
」
と
解
し
、

し
か
も
わ
た
し
が
「
中
共
指
導
部
」
に
す
っ
か
り
「
向
調
」

L
て
そ
の
「
正
し
さ
と
威
力
」
を
誇
示
し
て
い
る
も
の
と
勘

を

L 
fこ
」さ

とて

うそ
事、「
突、中
を共
指一
摘辺
し倒
た」

のだ
l土、

ち
が
い
し
、

「
対
外
盲
従
分
子
」
だ
と
わ
め
き
ち
ら
す
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
、

車九

わ
が
国
で
は
他
人
l
l
i
と
く
に
レ

l
ニ
ン
や
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
や
の
|
|
j
の
文
章
を
そ
っ

く
り
そ
の
ま
ま
無
断
借
用

l
i劉
窃
i
ー
し
て
自
分
、
が
「
創
造
的
に
」
つ
く
り
あ
げ
た
な
ど
と
い
い
ふ
ら
す
「
品
性
」
の
持
主
が
あ
ま
り

こ
の
事
実
の
指
摘
を
と
ら
え
て
、
た
ち

に
も
多
い
の
で
、

そ
う
い
う
連
中
と
同
列
に
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ま
ち
「
中
止
ハ
一
辺
倒
し
分
子
に
デ
ッ
チ
上
、
げ
、
こ
の
全
く
の

J

プ
マ
を
全
国
に
ま
き
ち
ら
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
て

ナ

、

「
亡
き
も
の
」
に
し
よ
う
と
図
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
榊
氏
そ
の
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
下
司
の
か
ん
ぐ
り
」
で
理
不
尽

そ
の
デ
ッ
チ
上
、
げ
に
た
い
し
て
反
駁
を
加
え
れ
ば
有
無
を
い
わ
さ
ず
「
党
攻

撃
者
」
だ
と
し
て
や
っ
つ
け
る
、
|
|
こ
の
お
ど
ろ
く
べ
き
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
暴
力
」
が
氏
の
周
辺
で
ま
か
り
と
お
っ
て
い
る
と
い
う
事

実
、
こ
の
典
型
的
な
挑
発
者
的
相
貌
を
具
え
た
デ
マ
ゴ
ー
グ
が
「
指
導
的
」
な
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
γ
主
義
者
」
を
笑
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
に
は
、
重
大
な
関
心
を
よ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

な
デ
ッ
チ
上
げ
を
し
、
そ
の
デ
ッ
チ
上
げ
を
ま
き
ち
ら
し
、

そ
の
(
四
)
は
、
「
わ
が
党
の
先
駆
性
を
傷
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
本
論
稿
(
一
)
で
「
現
代
修
正
主
義
の

巨
魁
と
目
さ
れ
る
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
一
派
に
た
い
し
て
『
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
』
が
ど
ん
な
先
駆
的
な
闘
争
を
し
て
き

た
か
、
そ
れ
を
実
証
す
る
事
実
を
た
っ
た
ひ
と
つ
で
も
よ
い
、
ど
う
か
は
っ
き
り
と
示
し
て
く
れ
た
ま
え
」
(
前
出
、
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
と
要
請

四

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

六
七



E
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

ノ、
八

し
た
の
に
こ
た
え
て
、
榊
氏
、
が
た
だ
ち
に
「
先
駆
的
な
闘
争
を
実
証
す
る
事
実
」
を
あ
げ
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
こ

た
え
て
く
れ
た
こ
と
に
、

わ
た
し
は
謝
意
を
表
す
る
。
こ
れ
か
ら
も
質
問
や
要
請
に
こ
た
え
て
ど
し
ど
し
事
実
を
出
し
て
も
ら
い
た
い
も

の
で
あ
る
。

ま
だ
全
然
容
え
て
く
れ
な
い
問
題
も
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
こ
れ
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
出
す
か
ら
、

ど
う
か
早
く
、

は
っ
き
り
と

お
こ
た
え
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
真
実
は
い
か
に
あ
る
か
を
読
者
諸
君
と
い
っ
し
ょ
に
究
明
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ

で
、
榊
民
の
あ
げ
ら
れ
る
「
事
実
」
は

こ
う
で
あ
る
。

「
わ
が
党
は
こ
の
主
と
し
て
国
内
で
の
闘
争
を
や
る
だ
け
で
な
く
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
代
表
さ
れ
る
修
正
主
義
の
国
際
潮
流
に
た
い
寸
る
理
論
闘
争
で
も

大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
は
や
く
も
一
九
六

O
年
の
八
一
カ
国
共
産
党
・
労
働
者
党
代
表
者
会
議
で
わ
が
党
代
表
が
八
十
以
上
に

お
よ
ぶ
修
正
案
を
提
起
し
、
会
議
の
『
声
明
」
を
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ヱ
ン
主
義
の
原
則
に
か
な
っ
た
も
の
と
す
る
た
め
に
奮
闘
し
た
こ
と
を
あ
げ
た
だ
け

で
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
し
(
傍
点
|
山
本
)
。

問
題
は
ま
さ
に
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
と
先
駆
的
に
闘
争
し
た
か
否
か
」
に
あ
る
。
榊
氏
は
、

で
他
の
八

0
ヵ
国
諸
党
全
部
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
の
と
り
こ
と
な
っ
て
い
て
八

O
以
上
も
の
プ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
に
毒
さ
れ

そ
の
さ
い
日
共
代
表
だ
け
が
八

0
ヵ
国
諸
党
全
部
に
き
き
が
け
て
い
ち
は
や
く
そ
の
八

O
以
上
の

一
九
六

O
年
八
一
カ
国
諸
党
会
議

た
誤
り
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
い
、

誤
り
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
正
し
い
も
の
に
修
正
さ
せ
る
た
め
に
会
闘
し
た
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
、
八

0
ヵ
国
諸
完
全
部
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修

正
主
義
の
と
り
こ
に
な
っ
て
い
て
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
に
毒
さ
れ
た
八

O
以
上
も
の
誤
っ
た
箇
所
を
全
然
見
逃
し
て
い
た
な
ど
と
い

う
こ
と
が
、
事
実
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
?
も
し
そ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
八

0
ヵ
国
諸
党
全
部
に
と
っ
て
こ
の
上
も
な
く
不
名
誉

な
こ
と
で
あ
り
、
世
界
革
命
運
動
の
歴
史
か
ら
み
て
も
由
々
し
い
問
題
で
あ
る
。
榊
氏
は
「
八

O
以
上
、
あ
げ
た
だ
げ
で
も
あ
き
ら
か
」

だ
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
、

「八

O
以
上
」
と
あ
る
だ
け
で
は
、
数
字
だ
け
で
、
中
味
は
わ
か
ら
な
い
。
世
間
に
は
、
戸
明
文
を
つ
く
る
と



三号、

「
見
透
し
」
を
「
展
望
」
に
な
お
し
、
「
現
在
」
を
「
今
や
」
と
お
き
か
え
て
そ
れ
で
り
っ
ぱ
な
「
修
正
」
を
し
た
な
ど
と
い
い
ふ
ら

ま
え
。
ど
う
い
う
原
文
を
日
共
代
表
が
ど
の
よ
う
に
修
正
し
た
か
、

で
き
る
だ
け
は
や
く
「
八

O
以
上
」
の
修
正
箇
所
に
つ
い
可
、
そ
の
内
容
を
は
っ
き
り
示
し
た

L
か
も
そ
の
修
正
に
た
い
し
て
他
の
八

O
カ
圏
諸
党
代
表
全
部
が
ど

す
手
合
も
少
く
な
い
。
だ
か
ら
、
榊
君
よ
、

の
よ
う
な
異
論
を
唱
え
た
か
を
す
っ
か
り
説
明
し
た
ま
え
。
も
し
そ
の
内
容
会
示
さ
ず
、

た
だ
「
八

O
以
上
」
と
い
う
数
字
だ
け
で
「
日

共
指
導
部
の
先
駆
性
」
を
誇
示
し
て
い
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
客
観
的
に
は
、

八
0
カ
国
諸
党
の
名
誉
を
い
わ
れ
も
な
く
不
当
に
傷
つ
け
そ

の
顔
に
泥
を
塗
っ
て
自
分
ひ
と
り
だ
け
「
良
い
子
」
に
な
ろ
う
と
す
る
世
界
的
挑
発
者
、

「
各
国
共
産
党
問
の
団
結
の
基
準
」
な
ど
と
い

う
も
っ
と
も
ら
し
い
文
句
を
か
か
げ
な
が
ら
八

0
カ
国
詰
党
全
部
を
中
傷
し
誹
議
す
る
国
際
的
分
裂
主
義
者
、
最
悪
の
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
類

す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
事
実
し
を
あ
げ
る
と
称
し
て
榊
氏
は
ま
だ
「
数
字
L

し
か
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

わ
た
し
は
こ
の
さ
い
、
別
の
方
面
で
事
安

を
あ
げ
よ
う

λ
八

O
カ
圏
諸
党
全
部
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
の
と
り
こ
と
な
っ
て
、

誤
謬
を
見
逃
し
て
い
た
と
い
う
榊
氏
の
指
摘
が
、
事
実
に
合
致
し
た
も
の
か
ど
う
か
も
、

日
共
代
表
に
指
摘
さ
れ
る
ま
で
八

O
以
上
も
の

い
ず
れ
行
論
で
事
実
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
)
榊
氏
が
そ
の
著
『
現
代
修
正
主
義
と
は
な
に
か
』
の
中
で
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
ら
の
修
正
主
義
思
想
」
が
「
五
六
年
の
第
二

O
回

大
会
当
時
か
ら
し
だ
い
に
発
展
し
て
き
し
た
が
「
一
九
六
一
年
一

O
月
の
ソ
連
共
産
党
第
二
二
回
大
会
で
は
」
そ
れ
が
「
ひ
と
つ
の
体
系

め
争
b
ゅ

う

引

b
b
u
b
が
明
暗
必
ト
恥
わ
」
(
一
一

0
ペ
ー
ジ
)
と
力
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
右
の
「
体
系
化
」
の

極
致
を
示
し
た
も
の
が
ま
さ
に
「
ソ
連
共
産
党
新
綱
領
」
で
あ
り
、
こ
の
「
新
綱
領
」
こ
そ
世
界
平
命
運
動
に
た
い
す
る
最
悪
の
裏
切
り
、

恥
ず
べ
き
物
質
至
上
主
義
の
反
レ
!
ニ

γ
的
綱
領
だ
と
い
う
こ
と
は
、
今
で
は
明
白
な
事
実
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
こ
の
第

そ
の
席
上
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
絶
賛
の
拍
手
な
送
り
、
帰
国
後
そ
の
「
新
綱
領
」
を
心
か
ら
賞
め
た

二
二
回
大
会
に
招
か
れ
て
出
席
し
、

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

ノ、
九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

七。

た
え
た
論
文
や
報
告
を
も
の
し
て
い
る
人
聞
が
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、

ど
う
い
う
種
類
の
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義

と
れ
こ
そ
正
真
正
銘
の
「
対
外
盲
従
分
子
L

、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
の
た
い
こ
も
ち
」
、
「
事
大

こ
の
宅
咽
は
、

者
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
?

主
義
者
、
権
威
依
存
主
義
者
」
で
な
く
て
、

フ
修
正
主
義
の
た
い
こ
も
ち
」
は
、

な
ん
で
あ
ろ
う
か
?

読
者
諸
君
、

」
の
正
真
正
銘
の
「
対
外
盲
従
分
子
」
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ

い
っ
た
い
、
誰
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
?

そ
れ
は
な
ん
と
、
榊
氏
そ
の
人
で
あ
り
、

」
れ
と
同
じ
「
口
問

性
」
の
一
部
「
指
導
者
」
た
ち
な
の
で
あ
る
!
第
二
二
回
大
会
の
席
上
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
熱
烈
な
拍
手
を
お
く
り
、
彼
を
賞
め
ち
ぎ

っ
た
報
告
を
、
「
新
綱
領
」
を
「
ん
掛
か
夢
七
安
野
や
か
新
綱
領
」
と
手
ば
な
し
で
賞
め
ち
ぎ
っ
た
報
告
論
文
を
、
書
い
て
い
る
当
の
人

間
が
、
な
ん
と
、
第
二
二
回
大
会
で
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
の
仲
呆
わ
が
骨
骨
わ
さ
れ
た
」
な
ど
と
書
き
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
!

榊
氏
の
こ
の
報
告
論
文
や
他
の
人
々
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
「
新
綱
領
」
を
貰
め
た
た
え
た
諸
論
文
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
諸
事
実
を
並
べ
て
、

い
ず
れ
行
論
に
お
い
て
慎

重
な
吟
味
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、

こ
れ
ら
の
事
実
そ
の
も
の
を
し
て

榊
氏
そ
の
人
の
「
ロ
間
性
」
の
ほ
ど
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
語
ら
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
九
六

O
年
八
一
カ
国
諸
党
会
議
で
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
と
た
た
か
い
、

八
O
以
上
も
そ
の
誤
謬
を
訂
正
す
る
た
め
に
奮
闘
し

た
」
と
自
ら
称
す
る
人
々
が
、
翌
六
一
年
六
月
に
は
コ
一

O
回
大
会
の
フ
ル
シ
チ
ョ
ブ
報
告
は
完
全
な
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
エ

γ
主
義
で
あ

(uv 

る
」
と
い
う
論
文
を
公
表
し
、
そ
れ
か
ら
ニ
ケ
月
後
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
の
中
の
最
悪
の
修
正
主
義
的
主
張
l
l
「
平
和
革
命
」
論
と

「
国
会
で
安
定
し
た
過
半
数
が
得
ら
れ
れ
ば
、
:
:
:
」
と
い
う
棚
ボ
タ
式
戦
術
論
l
ー
ー
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
「
創
造
的
に
」
借
用
し
て

成
っ
た
「
日
共
綱
領
」
を
決
定
し
、

ま
た
そ
の
ニ
ケ
月
後
に
、

ソ
連
共
産
党
第
二
二
回
大
会
に
出
席
し
て
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
懸
命
の
拍
手

を
お
く
り
、
フ
ル
ツ
チ
ョ
プ
を
賞
め
ち
、
ぎ
り
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
「
新
綱
領
一
を
絶
賛
し
た
論
文
を
書
い
て
つ
、
ぎ
つ
、
ぎ
に
発
表
し
て
い
る
円

こ
れ
ら
の
事
実
を
並
べ
て
み
る
だ
け
で
、

「内
M
A

の
先
駆
性
を
傷
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
L

と
か
「
第
二
二
回
大
会
で
そ
の
体
系
化
が
明



確
化
さ
れ
た
」
と
か
い
う
榊
氏
の
主
張
が
ど
ん
な
に
悪
質
な
ま
や
か
し
で
あ
る
か
、

ま
た
、
榊
氏
そ
の
人
の
「
対
外
盲
従
分
子
」
的
傾
向

が
ど
ん
な
に
一
貫
し
た
、
根
強
い
も
の
で
あ
る
か
は
、

明
々
白
々
で
あ
る
。

(
日
)
わ
た
し
は
本
論
稿
(
一
)
で
、
「
前
衛
」
第
一
八
二
号
の
袴
回
論
文
を
あ
げ
、
そ
の
主
要
部
分
を
引
用
し
て
、
そ
れ
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
と
「
先

駆
的
に
た
た
か
っ
た
」
も
の
か
ど
う
か
、
「
は
っ
き
り
お
答
え
ね
が
い
た
い
」
と
榊
氏
に
要
請
し
て
お
い
た
が
、
榊
氏
は
、
こ
の
質
問
に
は
す
ζ

し
も

答
ら
れ
え
ず
、
卑
劣
に
も
「
山
本
氏
は
・
目
袴
田
論
文
が
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
を
引
い
て
日
本
の
「
構
造
改
革
』
論
者
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
噺
笑

し
て
い
る
」
と
書
き
た
て
て
い
ら
れ
る
。
す
り
か
え
、
ま
や
か
し
も
い
い
か
げ
ん
に
す
る
が
い
い
。
袴
国
論
文
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
報
告
を
引
い
て
構

造
改
革
論
者
を
批
判
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
題
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
ば
、
フ
ル
シ
チ
ョ
ブ
報
告
を
ば
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
i

ニ
ン
主
義
」
だ
と
し
、
そ
れ
を
構
造
改
革
論
者
が
歪
曲
し
て
い
る
と
い
っ
て
攻
撃
し
て
い
る
の
だ
。
「
袴
田
論
文
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
修
正
主
義
と
先

駆
的
に
た
た
か
っ
た
も
の
か
ど
う
か
?
」
と
い
う
肝
腎
の
問
い
を
す
っ

J

ぼ
か
し
て
お
い
て
、
山
本
は
「
袴
田
論
文
を
噺
笑
し
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
デ

マ
を
書
き
立
て
る
と
は
、
ま
た
な
ん
と
あ
さ
ま
し
い
「
挑
発
者
的
相
貌
」
の
煽
動
政
治
屋
で
あ
ろ
う
か
!

五

榊
氏
は
「
挑
発
者
的
な
相
貌
と
か
れ
の
『
草
命
論
?
』
」
と
い
う
奇
妙
な
題
名
を
つ
け
た
(
五
)
で
、

わ
た
し
の
出
し
た
問
題
ー
ー

ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
ち
が
う
か
?
」

i
lー
に
た
い
し
て
、
予
想
ど
お
り
の
答
え

「
人
民
民
主
主
義
革
命
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
で
は
、

を
一
不
さ
れ
て
い
る
。

「
山
本
氏
に
は
ま
っ
た
く
お
気
の
毒
だ
が
、
こ
の
反
論
は
か
れ
の
理
論
的
素
養
の
欠
除
を
自
己
暴
露
す
る
だ
け
で
あ
る
。
レ
i

ニ
ン
の
『
二
つ
の
戦
術
」

は
お
ろ
か
、
氏
が
し
ば
し
ば
引
用
し
て
き
た
『
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
背
教
者
カ
ウ
ツ
キ
l
』
だ
け
で
も
入
念
に
よ
ん
で
お
け
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
輩
命

が
民
主
主
義
革
命
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
た
や
す
く
理
解
き
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
み
ず
か
ら
赤
恥
の
種
を
ま
く
必
要
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
ろ
。

当
面
の
革
命
段
階
を
民
主
主
義
革
命
(
反
封
建
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
、
反
帝
反
封
建
の
人
民
民
主
主
義
革
命
、
反
帝
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
人

民
民
主
主
義
革
命
、
一
反
帝
反
独
占
の
人
民
の
民
主
主
義
革
命
な
ど
)
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
プ
ロ

ν
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指

導
の
も
と
に
、
資
本
主
義
制
度
の
廃
棄
と
社
会
主
義
制
度
の
創
出
を
め
ざ
す
草
命
)
と
す
る
か
は
、
由
来
、
革
命
論
の
中
心
問
題
で
あ
り
、
わ
が
届
で
も

戦
前
の
二
七
年
テ
i
ゼ
や
三
二
年
テ
ー
ゼ
を
ふ
り
か
え
る
ま
で
も
な
く
、
い
く
た
の
論
争
を
経
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
(
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体

i
山

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

七



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

七

本)。こ
の
榊
氏
の
「
権
威
的
L

主
張
は
、
人
民
民
主
主
義
は
お
ろ
か
、
民
主
主
義
と
か
革
命
と
か
い
う
基
本
的
な
言
葉
に
つ
い
て
の
初
歩
的

素
養
の
欠
朴
を
自
己
暴
露
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
諭
に
お
い
て
も
と
く
と
詳
細
な
論
究
が
必
要
で
あ
る
が
、

」
こ
で
は
紙
数
の
制
限
が

あ
る
の
で
、

や
む
を
え
ず
、

そ
の
は
な
は
だ
し
い
理
論
的
・
論
理
的
錯
乱
を
示

L
た
と
こ
ろ
を
摘
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
レ

i
ニ
ン
の
二
著
や
二
七
年
テ

l
ゼ
、
三
一
一
年
テ
ー
ゼ
を
新
学
的
に
引
用
し
て
い
る
の
は
、
問
題
が

F

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
で

は
な
く
て
、

ま
さ
に
人
民
民
主
主
義
革
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
全
然
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、

「
骨
来
」
な
ど
と
称
し
て
、
両
者
を
同
じ
性
格
の
も

つ
空
り
、
人
民
民
主
主
義
革
命

が
日
程
に
上
っ
て
き
た
必
然
的
な
根
拠
、

そ
の
世
界
史
的
意
義
が
全
く
つ
か
め
、
ず
、

の
ー

i
つ
ま
り
同
じ
「
民
主
主
義
革
命
」

l
ー
と
し
て
一
緒
く
た
に
し
て
い
る
愚
を
自
ら
さ
ら
け
だ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

②
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
L

と
「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
と
を
同
じ
「
民
主
主
義
革
命
」
と
し
、

だ
か
ら
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
」
に
亦
全
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
申
し
分
の
な
い
錯
乱
で
あ
り
、
た
わ
ご
と
で
あ

」
れ
ら
は
「
民
主
主
義
革
命
」

る。

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
」
は
「
民
主
主
義
革
命
」
で
な
い
か
?

と
ん
で
も
な
い
、

そ
れ
は
も
っ
と
も
徹
底
し
た
、
真
の

意
味
で
の
「
民
主
主
義
革
命
」
で
あ
り
、

ま
さ
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
民
主
主
義
革
命
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
民
主
主
義
草
命
」
と
い
う

か
ぎ
り
で
は
い
ず
れ
も
同
じ
で
区
別
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
根
本
的
に
ち
が
う
。

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
章
命
」
は
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
!
の
た
め
、
資
本
の
た
め
」
の
「
民
主
主
義
」
を
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
り
、

「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
お
よ
び
「
。
フ
ロ
レ

タ
リ
ア
民
主
主
義
革
命
」
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
主
導
勢
力
と
す
る
勤
労
人
民
の
た
め
」
の
「
民
主
主
義
」
を
つ
く
り
だ
す
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
同
じ
く
「
民
主
主
義
革
命
」
と
は
い
え
、
そ
の
実
際
の
階
級
的
内
容
に
帰
し
て
み
る
な
ら
ば
、
当
然
、

一
方
に
お
け
る

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
」
に
対
し
て
、
他
方
に
お
け
る
「
人
員
民
主
主
義
革
命
」
お
よ
び
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
民
主
主
義
章
命
」
を
対



立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
」
は
、
ー
ー
そ
の
一
典
型
、
フ
ラ

γ
ス
革
命
を
み
よ
、

1
1
Kブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
展
・
拡
大

に
、
資
本
主
義
世
界
の
発
展
・
強
化
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
に
途
を
聞
く
も
の
で
あ
る
の
に
ひ
き
か
え
、

「
人
民
民
主
主
義
革

命
」
は
、
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
深
化
と
い
う
世
界
史
的
条
件
の
下
で
資
本
主
義
世
界
を
掘
り
く
子
し
、
そ
の
縮
一
小
H

部

分

的

変

革
、
社
会
主
義
世
界
の
発
展
・
強
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
当
該
国
に
つ
い
て
は
社
会
主
義
の
基
礎
の
発
展
・
強
化
に
途
を
開
く
も

の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
世
界
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
一
部
分
で
あ
り
、
当
該
国
の
社
会
主
義
的
変
革
の
た
め
の
不
可
欠
の
一
段
階
を
構
成

ナ
る
も
の
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
終
始
主
導
勢
力
と
な
り
基
幹
部
隊
と
な
っ
て
強
力
的
に
最
後
ま
で
お
し
す
す
め
て
い
き
世

か
く
し
て
そ
れ
は
り
っ
ぱ
に
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
|
|
厳

界
共
産
主
義
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
一
部
分
、

一
段
階
で
あ
り
、

密
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
一
部
分
、

一
段
階
ー
ー
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
人
民
民
主
主
義
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
主
導
勢
力
と
す
る
人
民
各
層
の
連
合
独
裁
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
の
一
形
態
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
「
人
民
権
力
」
を
生
み
だ
す
「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
」
を
生
み
だ
す
一
ブ
ル
ジ
ョ

ア
民
主
主
義
革
命
」
と
同
じ
も
の
、

同
じ
「
民
主
主
義
革
命
」
だ
と
主
張
す
る
に
は
、

ど
ん
な
無
知
、

恥
し
ら
ず
の
厚
か
ま
し
さ
が
必
要

で
あ
ろ
う
か
?

だ
か
ら
、

「
権
力
」
の
階
級
的
内
容
に
即
し
て
み
て
も
、

一
方
に
お
け
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
」
を
も
た
ら
す

で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
」
と
、
他
方
、

こ
れ
に
対
立
す
る
「
人
民
権
力
」
お
よ
び
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
」
を
も
た
ら
す

「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
お
よ
び
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
」
を
厳
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
榊
氏
が
「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
」
と
の
関
連
は
ど
う
か
と
い
う
わ
た
し
の
質
問
に
た
い
し
て
、
そ
の
関

こ
の
間
題
を
「
民
主
主
義
革
命
」
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
」

連
が
皆
目
わ
か
ら
ず
、
そ
の
「
品
性
」
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
、

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

七



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

の
関
係
の
問
題
に
す
り
か
え
て
、
右
に
見
た
よ
う
な
荷
学
的
タ
ワ
言
を
並
べ
て
い
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
榊
氏
に
お
い
て
、

七
四

「
民
主
主

義
」
と
「
独
裁
」
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
知
識
が
完
全
に
欠
如
し
て
お
り
、
弁
証
法
的
に
事
物
を
と
ら
え
る
能
力
が
完
全
に
欠
如

し
て
い
る
こ
と
、
人
民
民
主
主
義
革
命
の
世
界
史
的
意
義
、
そ
の
基
本
的
内
容
に
つ
い
て
理
論
的
素
養
ど
こ
ろ
か
初
歩
的
知
識
す
ら
欠
如

し
て
い
る
こ
と
、
氏
の
頭
脳
を
占
め
て
い
る
の
は
、

マ
ス
・
コ
ミ
そ
の
ま
ま
の
一
考
え
方
、

つ
ま
り
「
民
主
主
義
」
と
「
独
裁
し
と
は
真
つ

向
う
か
ら
対
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
「
強
力
し
に
よ
る
「
独
裁
」
は
排
撃
し
て
「
強
力
」
ぬ
き
の
「
平
和
と
民
主
主

義
」
で
世
の
中
を
よ
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
俗
物
的
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
・
反
レ

l
-
一
ン
主
義
的
考
え
方
で
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
如
実
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
わ
た
し
は
、
榊
氏
に
つ
い
て
の
右
の
事
実
を
予
起
し
て
「
人
民
民
主
主
義
革
命
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
章
命
と
の
関
連
は
ど
う
か
」
と
い

し
か
も
す
り
か
え
ま
で
伴
っ
て
、
出
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ

う
問
題
を
出
し
た
の
だ
が
、
果
せ
る
か
な
、
氏
は
予
想
ど
お
り
の
円
台
え
を
、

る
。
右
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
し
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
説
明
に
照
ら
し
て
も
み
て
、

わ
た
し
が
「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
を
支
持
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
だ
と
思
う
。
そ
の
わ
た
し
を
と
ら
え
て
、

し
ゃ
に
む
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
L

の
主
張

者
H
教
条
主
義
者
に
デ
v
チ
上
げ
よ
う
と
懸
命
に
狂
奔
し
て
い
る
榊
氏
自
身
が
主
張
す
る
口
先
き
だ
け
の
「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
な
ど

と
い
う
も
の
が
、
氏
の
告
白
さ
れ
る
と
お
り
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
L

と
同
じ
型
の
も
の
、

っ
き
り
「
日
和
見
主
義
的
改
良
」
の

域
を
出
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、

以
上
に
よ
っ
て
明
瞭
に
う
か
が
え
る
。
こ
う
い
う
「
品
性
」
の
堕
中
が
唱
え
る
「
民
主
的
統
一
戦

線
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
全
く
の
お
題
目
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
中
味
は
、
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
き
「
大
衆
引
廻
し
主
義
H

大
衆
追
随
主

義
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

「
理
論
的
素
養
の
完
全
な
欠
如
を
自
己
暴
露
L

し
て
「
赤
恥
の
種
を
ま
い
」
て
い
る
の
は
、

ま
さ
に
榊
氏
そ
の
人



で
、
誠
に
「
お
気
の
毒
」
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
こ
れ
は
、
氏
の
「
品
性
」
の
不
可
避
的
な
帰
結
で
も
あ
ろ
う
。

...... 
J、

「
『
の
み
と
り
限
』
の
空
論
の
結
末
」
と
い
う
題
の
(
六
〉
で
は
、

こ
れ
ま
た
予
想
ど
お
り
の
答
え
を
並
べ
て
い
ら
れ
る
。
そ
の
要
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
修
正
主
義
」
に
つ
い
て
の
榊
氏
の
「
定
義
」
に
た
い
す
る
わ

た
し
の
批
判
に
こ
た
え
て
、
民
は
、

①
わ
た
し
が
批
判
し
た
「
組
い
L

は
、
榊
氏
の
「
定
吐
き
が
レ
i
ニ

γ
の
論
文
の
該
当
箇
所
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
無
断
借
用
|
!
剥
窃

ー
ー
し
て
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
よ
う
に
剰
窃
を
事
と
す
る
よ
う
な
論
者
は
か
な
ら
ず
重
要
な
点
で
そ
の

内
容
を
曲
解
し
、
改
ざ
ん
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
事
実
を
あ
げ
て
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
曲
解
と
改
ざ
ん
の
箇
所
は
、
だ
い
た

い
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

11ω

修
正
主
義
が
ど
こ
か
ら
生
れ
た
か
と
い
う
決
定
的
な
問
題
で
、
レ
l
ニ

γ
が
「
外
部
か
ら
」
と

説
い
て
い
る
の
を
、
氏
は
「
内
部
か
ら
生
ま
れ
し
と
改
、
さ
ん
し
て
い
ら
れ
る
。
肘
修
正
主
義
と
の
闘
争
に
つ
い
て
、
レ

l
ニ
ン
が
「
哲

学
、
経
済
学
お
よ
び
政
治
の
各
分
野
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
を
、
榊
氏
は
、
「
哲
学
、
経
済
学
、
社
会
主
義
理
論
〈
革
命
理
論
)
の
分

野
」
と
改
ざ
ん
し
て
い
ら
れ
る
。
付
榊
氏
は
「
実
証
ず
み
の
根
本
命
題
を
修
正
し
よ
う
と
め
ざ
す
」
と
い
う
無
意
味
な
言
葉
を
挿
入
し

て
内
容
を
混
乱
し
た
も
の
に
し
て
い
ら
れ
る
。
判
氏
は
、
「
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
科
学
的
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
を
改
良
主
義
的
見

解
に
と
っ
て
か
え
る
」
と
し
て
、
修
正
主
義
が
ま
さ
に
意
識
的
、
積
極
的
に
「
修
正
」
の
た
め
に
闘
争
し
て
い
る
と
い
う
レ

I
ニ
ン
の
指

そ
の
他
の
無
意
味
な
、
ま
た
で
た
ら
め
な
附
け
足
し
と
改
作
。

摘
を
骨
抜
き
に
し
て
い
ら
れ
る
。
同

剰
窃
と
改
ざ
ん
を
暴
露
さ
れ
た
榊
氏
が
躍
起
と
な
っ
て
論
駁
し
て
い
ら
れ
る
の
は
、
的
と
川
刊
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。

②
「
修
正
主
義
が
ど
こ
か
ら
生
れ
た
か
」
は
、
修
正
主
義
発
生
の
必
然
的
な
根
拠
、
そ
の
社
会
的
な
基
盤
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
た
い
す
る
答
え
は
、
決
定
的
な
重
要
さ
を
も
っ
。
レ

l
ニ
ン
ば
、
「
外
部
か
ら
」
と
答
え
、
「
敵
対
す
る
階
級
」
と
「
資
本
主
義
」

と
い
う
、
そ
の
「
必
然
的
な
根
拠
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
榊
氏
は
こ
れ
を
根
本
か
ら
改
、
さ
ん
し
て
、

「
内
部
か
ら
生
れ
る
」
と
述
ベ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

七
五



正
し
い
批
判
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き
か

七
六

て
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
そ
の
も
の
の
内
部
に
修
正
主
義
が
発
生
す
る
必
然
的
な
根
拠
、
社
会
的
な
基
盤
」
が
あ
る
、

と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
お
ど
ろ
く
べ
き
「
弁
」
証
法
」
の
専
門
家
で
あ
ろ
う
か
。

「レ

l
ニ
ン
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
分
野
を
『
哲
学
』
『
経
済
学
』
『
科
学
的
社
会
主
義
』
と
し
た
」

③ 

例
に
つ
い
て
、
榊
氏
は
、

か
ら
、

レ
i
ニ
ン
の
挙
げ
て
い
る
第
一
一
一
の
「
政
治
の
分
野
」
を
変
え
て
「
社
会
主
義
理
論
ハ
革
命
理
論
)
の
分
野
」
と
す
る
こ
と
は
正
し

い
の
だ
と
強
弁
し
て
い
ら
れ
る
。

レ
i
-
一γ
は、

「
修
正
主
義
の
思
想
的
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
三

つ
の
分
野
」
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
野
」
で
ど
の
よ
う
に
「
修
正
」
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、

ル
ク
ス
主
義
の
卦
掛
か
野
」
の
「
分
け
方
」
を
も
っ
て
き
て
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
お
き
か
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
な
ん
の
意
味
が
あ
る
と

ま
さ
に
斜
視
の
「
の
み
と
り
眼
」
の
空
論
で
あ
る
。

「マ

④ 

そ
の
他
のこ
改、れ
ざ、こ
ん、そ

無
，号、

味
な
掃
入

た
わ
ご
と
に
つ
い
て
は
、
全
然
答
え
は
な
し
。
デ
マ
と
レ
ッ
テ
ル
の
た
ね
も
つ
き
た
と
見

い
う
の
か
?

え
て
、

レ
l
ニ
ン
の
論
文
か
ら
全
然
見
当
は
づ
れ
の
一
節
を
引
い
て
む
り
や
り
悪
罵
を
浴
せ
よ
う
と
懸
命
の
態
で
い
ら
れ
る
。

榊
氏
は
、

そ
の
反
駁
論
文
の
末
尾
で
、

「
わ
れ
わ
れ
は
し
い
て
事
を
あ
ら
だ
て
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
不
当
な
党
攻
撃
や
評
論
に
た
い
し
て
は
断
固
た
る
打
撃
を
あ
た
え
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で

は
な
い
。
」

と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

ゲ

ス

「
下
司
の
か
ん
ぐ
り
」
そ
の
ま
ま
に
な
ん
の
根
拠
も
な
し
に
、
真
の
「
人
民
民
主
主
義
革
命
、

民
主
的
統
一
戦

線
」
の
熱
心
な
支
持
者
を
と
ら
え
て
、

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
し
を
主
張
す
る
教
条
主
義
者
、

セ
ク
ト
主
義
者
に
デ
ッ
チ
上

げ

「
中
国
一
辺
倒
」
分
子
に
デ
ッ
チ
上
げ
、
曲
解
と
す
り
か
え
、

ベ
テ
ン
を
弄
し
て
各
種
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
、

そ
の
デ
y

チ
上

げ
記
事
を
全
国
に
ば
ら
ま
い
た
男
が
、

な
ん
と
「
し
い
て
事
を
あ
ら
だ
て
る
つ
も
り
は
な
い
ヘ

と
言
っ
て
い
る
日

そ
の
全
く
不
当
な



そ
の
「
や
っ
つ
け
」
の
理
論
的
・
論
理
的
錯
乱
と
ベ
テ

γ
の
ほ
ど
を
明
白
に

し
た
反
駁
論
文
を
書
け
ば
、
「
不
当
な
党
攻
撃
や
評
論
に
た
い
し
て
は
断
固
た
る
打
撃
を
あ
た
え
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
」
、
と
す

ゲ

λ

ご
む
日
こ
れ
は
、
ゆ
す
り
に
失
敗
し
た
下
司
な
チ
ン
ピ
ラ
の
「
お
ど
し
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
肝
智
に
た
け
た
チ
ン
ピ
ラ
は
、
「
卒

攻
撃
、
「
や
っ
つ
け
」
に
た
い
し
て
当
の
相
手
が
弁
明
し
、

直
に
い
っ
て
、
山
本
氏
が
な
が
な
が
と
党
攻
撃
『
論
文
』
を
書
け
ぽ
書
く
ほ
ど
、

と
に
な
り
そ
う
な
の
を
、

『
学
者
』
と
し
て
の
権
威
を
い
っ
そ
う
失
墜
さ
せ
る
こ

わ
た
し
は
か
え
っ
て
、
氏
の
た
め
に
惜
し
む
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と
し
た
り
顔
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

つ
ね
日
頃
自
分
個
人
を
党
そ
の
も
の
に
仕
立
て
て
反
対
者
を
圧
し
つ
ぶ
し
て
き
で
い
る
え
せ
「
指
導
者
」
の
「
捨
て
ぜ
り
ふ
」

で
あ
っ

て、

む
し
ろ
、
氏
の
デ
ッ
チ
上
げ
攻
撃
の
お
か
げ
で
、

一
部
の
「
指
導
的
」
な
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
の
「
品
性
」
の
実
体
を
つ
ぶ
さ
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
か
れ
ら
の

こ
れ
ま
た
本
人
の
「
口
間
性
」
を
こ
よ
な
く
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、

理
論
的
・
論
理
的
錯
乱
と
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
暴
力
」
が
ど
ん
な
に
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
修
正
主
義
的
歪
曲
と
か
た
く
結
び
つ
い

て
い
る
か
を
1

1
正
確
な
材
料
に
よ
っ
て
ー
ー
ー
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
榊
氏
に
感
謝
す
べ
き
か
と
も
思
う
が
、
そ
れ

こ
う
し
た
「
品
性
」
の
持
主
た
ち
が
「
指
導
者
」
と
し
て
、
党
を
傷
つ
け
そ
の
権
威

に
も
ま
し
て
、

ま
っ
た
く
心
痛
に
た
え
な
い
の
は
、

を
失
墜
さ
せ
、
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
る
誠
実
な
協
力
者
の
参
加
を
「
暴
力
的
」
に
締
め
出
し
、

義
」
の
え
せ
「
統
一
戦
線
」
を
ふ
り
ま
わ
し
て
、
真
の
統
一
戦
線
の
結
成
を
ふ
み
に
じ
っ
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
現
状
で
あ
る
。

「
大
衆
引
廻
し
主
義
H
大
衆
追
随
主

(
一
九
六
七
・
九
・
二

O
)

正
し
い
批
判
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い
か
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