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第
六
節
榊
氏
に
よ
る
修
正
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義
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判

第
七
節
榊
氏
の
「
教
条
主
義
批
判
」
の
客
観
的
意
義

む

す

び
第
五
節

榊
氏
に
よ
る
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』

の
批
判
(
そ
の
四
)

榊
氏
は
、

そ
の
攻
撃
論
文
の
「
一
一
ご
の
末
尾
で
、
「
山
本
氏
の
教
条
主
義
的
『
超
革
命
主
義
』
(
?
)
の
立
場
を
し
め
す
一
例
を
紹
介
し

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
二
七
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八

て
お
こ
う
」
(
(
?
)
|
榊
氏
)
と
述
べ
、

つ
づ
い
て
「
独
占
資
本
を
『
強
め
』
、

労
働
者
を
『
弱
め
る
』
」
と
い
う
奇
妙
な
題
名
の
「
四
」

の
日
目
立
閣
で
、

ま
ず
、

「
わ
が
国
の
『
構
造
改
革
』
論
者
が
『
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
』
と
い
う
口
実
で
『
な
し
く
ず
し
革
命
』
論
を
説
い
て
き
た
こ
と
に
関

連
し
て
、

山
本
氏
は
『
批
判
』
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
そ
の
ば
あ
い
の
論
点
と
は
、

だ
い
た
い
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」

と
し
て
、
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
結
章
「
総
括
L

の
な
か
の
「
階
級
構
成
」
に
か
ん
す
る
記
述
の
中
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
と
り

あ
げ
、
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
を
「
拠
り
ど
こ
ろ
」
と
し
て
、
徹
底
的
な
非
難
攻
撃
を
展
開
し
て
い
ら
れ
る
。
榊
氏
の
「
論
点
」
は
、

r-

、n
-

、

T
L
J
J
L
 

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

山
本
の
「
階
級
区
分
」
の
仕
方
は
誤
り
で
あ
る
。

と
く
に
「
労
働
者
階
級
」
を
ぱ
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
っ
て
い
な
い
、
無
一
物

の
者
」
と
い
う
こ
と
で
「
規
定
」
し
て
い
る
の
は
、
根
本
的
欠
陥
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
山
本
は
、
「
独
占
資
本
の
力
を
『
強
め
」
て
描

き
、
労
働
者
階
級
の
力
を
最
小
限
に
『
切
り
ち
じ
め
』
『
弱
め
』
て
描
き
だ
す
」
こ
と
を
し
て
、

」
れ
で

「
構
造
改
革
論
」

を
批
判
し
た

つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
大
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
山
本
は
、
労
働
者
階
級
の
中
で
も
大
衆
投
資
家
と
な
っ
て
い
る
者
は
小
ブ
ル
的
意
識

を
も
っ
て
い
る
と
か
、

「
中
間
階
層
」
も
独
占
の
「
支
柱
」
だ
な
ど
と
い
っ
て
い
る
が

」
れ
は
、
労
働
者
が
そ
の
「
地
位
」
に
よ
っ
て

ひ
と
り
で
に
革
命
的
に
な
り
、

「
中
間
階
層
し
も
反
帝
反
独
占
の
民
主
主
義
革
命
の
一
翼
を
狙
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し

て
い
る
も
の
で

こ
う
い
う
主
張
は
、
「
統
一
戦
線
の
可
能
性
の
封
殺
と
い
う
ま
ご
う
こ
と
な
き
セ
ク
ト
主
義
」
で
あ
っ
て
、

完
全
な
誤

謬
で
あ
り
、
き
わ
め
て
「
危
険
な
路
線
を
指
向
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、

」
こ
で
は
、

「
階
級
区
分
」
の
問
題
、

「
階
級
意
識
」
の
問
題
、

「
中
間
階
層
」
の
役
割
の
問
題
、

「
構
造
改
革

論
」
批
判
の
問
題
、

「
政
治
路
線
」
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
、
き
わ
め
て
重
要
な
諸
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、

そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て



の
山
本
の
説
明
は
す
べ
て
誤
り
で
あ
り
危
険
な
も
の
で
あ
っ
て
、
榊
氏
の
正
し
い
見
解
と
は
真
っ
向
う
か
ら
対
立
し
て
い
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
、
が
、
力
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
榊
氏
論
文
の
「
四
」
と
「
五
」
は
、
氏
の
批
判
の
仕
方
を
も
っ
と
も
よ
く
一
示
す
模
範

で
も
あ
る
し
、

ま
た
、
右
の
重
要
な
諸
問
題
に
つ
い
て
の
榊
氏
自
身
の
考
え
方
を
も
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る
も
の
と
し
て
、

宇品こシ」

に
責
点
単
一
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

わ
れ
わ
れ
の
検
討
も
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
事
実
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
事
態
を
客
観
的
に
、

い
き
お
い
き
わ
め
て
慎
主
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
も
、
拠
る
べ
き
第
一
の
基
準
は
、

正
確
に

と
ら
え
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
順
序
で
議
論
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
榊
氏
が
非
難
攻
撃
を
加
え
て
い
ら
れ
る
拙
著
の
一
部
分
だ
け
で
な
く
、
問
題
に
関
連
あ
る
個
所
を
、

い
い
か
え
れ

J

ば
、
そ
の
結
章
「
総
括
」
の
「
1
」
か
ら
「
5
」
ま
で
の
内
容
を
、

で
き
る
だ
け
忠
実
に
か
か
げ
る
。

つ
、
ぎ
に
、
榊
氏
の
批
判
論
文
の

「
四
」
と
「
五
」
、

つ
ま
り
そ
の
最
重
要
部
分
を
、
全
文
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
か
か
げ
る
。

こ
う
し
て
忠
実
に
再
現
さ
れ
た
両
者
を
読
み
く
ら
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

だ
れ
で
も
正
常
な
論
理
的
能
力
の
持
主
で
あ
る
か
、
ぎ
り
、
榊

氏
が
拙
著
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
か
、

い
い
か
え
れ
ぽ
、

ど
こ
を
飛
ば
し
て
読
み
、
ど
こ
か
」
意
識
的

に
す
り
か
え
、
偽
造
さ
れ
た
か
、
ど
こ
か
}
読
み
ま
ち
が
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
簡
単
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
榊
氏
自
身
の

議
論
の
運
び
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、

い
い
か
え
れ
ば
、
氏
の
概
念
現
定
が
ど
ん
な
に
ア
イ
マ
イ
、

ヅ
サ
ン
で
あ
る
か
、
氏
の

思
考
方
法
が
小
ブ
ル
的
俗
物
の
そ
れ
と
ど
ん
な
に
完
全
に
一
致
し
て
い
る
か
、
氏
の
論
理
が
、

ど
ん
な
に
支
離
誠
裂
、

と
り
ち
が
え
と
飛

躍
の
連
続
に
終
始
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
眼
の
あ
た
り
あ
り
あ
り
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
う
。

両
者
の
忠
実
な
再
現
の
つ
ぎ
に
、

わ
た
し
は
、
両
者
の
内
容
を
冷
静
・
客
観
的
に
比
較
検
討
し
て
、

と
り
あ
え
ず
重
要
な
、

二
、
一
二
の

論
理
的
帰
結
を
ひ
き
だ
す
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

九



正
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)

。

わ
た
し
は
、

ζ

の
機
会
に
拙
著
の
中
で
の
議
論
の
展
開
の
仕
方
を
説
明
し
て
お
く
こ
と
が
、

」
の
さ
い
適
切
だ
と
か
ん
が
え
る
。

と

う
の
は
、
問
題
の
結
章
「
総
括
」
の
意
味
を
正
確
に
と
ら
え
て
も
ら
う
た
め
に
も
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
し
、

ま
た
、

「
構
造
改
革
論
」
を

「
な
し
く
ず
し
革
命
論
」
だ
と
す
る
榊
氏
の
批
判
の
正
否
を
見
き
わ
め
る
上
に
も
、

さ
ら
に
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l

ニ
ン
主
義

者
」
の
主
張
す
る
変
革
路
線
と
「
構
造
改
革
論
」
と
は
た
し
て
ど
こ
か
本
質
的
に
ち
が
う
か
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
判
断
す
る
上
に
も
、

そ
れ
が
適
当
な
材
料
の
ひ
と
つ
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
第
一
章
「
『
構
造
改
革
論
』
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
に
お
い
て
、

ま
ず
、

「
構
造
改
革
論
」
者
の
唱
え
て
い
る

J

構
造

改
革
」
と
い
う
言
葉
が
ど
う
い
う
こ
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
言
葉
の
直
接
的
な
意
味
を
検
討
し

(
第
一
節
「
『
構
造
改

草
』
の
意
味
」
〉
、

つ
ぎ
に
、

「
構
造
改
革
」
論
者
自
身
が
「
労
働
者
階
級
の
指
導
す
る
広
汎
な
反
独
占
統
一
戦
線
に
結
集
し
た
勤
労
大
衆

が
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
た
た
か
い
、

か
れ
ら
を
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
、
経
済
的
に
よ
わ
め
、
階
級
的
な
力
関
係
を
か
え
、
独
占
支
配

を
終
局
的
に
打
倒
す
る
た
め
の
条
件
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
た
た
か
い
」
で
あ
る
と
す
る
「
構
造
改
革
闘
争
」
そ
の
も
の
の
内
容
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
追
究
し
(
第
二
節
弓
構
造
改
革
』
の
具
体
的
内
各
し
)
、

さ
ら
に

「
マ
ル
ク
ス
・
レ

ー
ニ
γ
主
義
の
基
本
原
則
」
で
あ
る
「
強
力
と
独
裁
の
方
法
」
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
「
平
和
的
・
民
主
的
方
法
」
へ
の
転
換
、

つ
ま
り
修

正
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
て
「
構
造
改
革
論
」
者
が
列
挙
す
る
一
一
一
つ
の
「
条
件
」
、
す
な
わ
ち
、
「
国
家
独
占
資
本
主
義
」
、
「
政
治
的
民
主

主
義
」
お
よ
び
「
戦
後
世
界
の
構
造
的
変
化
」
を
仔
細
に
吟
味
す
る
(
第
三
節
斗
構
造
改
革
』
の
条
件
」
)
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
構
造
改
卒

論
」
そ
の
も
の
の
基
本
的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、
さ
ら
に
そ
の
う
え
で
、

「
構
造
改
革
論
」
者
の
も
っ
と
も
主
要
な
理



論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
「
平
和
革
命
論
」
の
本
質
を
ば
第
二
設
で
究
明
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
第
一
一

「
『
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
」
)
。

だ
が
、
「
構
造
改
革

論
」
に
た
い
す
る
正
し
い
批
判
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
そ
の
主
張
の
内
谷
そ
の
も
の
の
吟
味
だ
け
で
ば
と
う
て
い
不
充
分
で
あ
っ
て
、

わ
た
し
は
、

「
構
造
改
革
論
」
が
必
然
的
に
生
れ
て
き
た
そ
の

こ
の
よ
う
な
厳
密
な
意
味
で
の
批
判
を
な
し
と
げ
る
た
め
に
、

「
根
拠
」

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
二
九

そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
、

七
ペ
ー
ジ
)
の
で
あ
っ
て
、

と
く
に
最
後
に
第
四
章
「
総
括
」

を
も
う
け
、
そ
の
閏
頭
に
お
い
て
、

「
『
構
造
改
革
論
』
が
戦
後
の
こ
の
時
期
に
な
ぜ
必
然
的
に
生
れ
た
か
‘
な
ぜ
そ
れ
が
一
部
の
者
の
あ
い
だ
で
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
『
構
造
改
革
論
』
そ
の
も
の
の
基
本
的
内
容
を
と
ら
え
た
う
え
で
、
そ
の
内
容
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
れ
が
生
れ
る
に

い
た
っ
た
歴
史
的
背
景
と
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
独
特
の
思
考
方
法
な
い
し
は
発
想
法
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
己
(
二
九
九
ペ
ー
ジ
)

と
述
べ
、
第
四
章
の
「

1
」
で
ま
ず
、

そ
の
「
歴
史
的
背
景
」
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、

つ
い
で
そ
の
「

2
」
で
、

ぐコ

ぎ

の
よ
う
に
説
明
を
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
『
構
造
改
革
論
』
と
い
う
独
特
の
変
革
路
線
が
う
ち
だ
さ
れ
る
た
め
に
は
、
資
本
主
義
国
内
部
の
階
級
関
係
に
つ
い
て
の
一
定
の
認
識
、
い
い
か
え

れ
ば
、
事
実
に
つ
い
て
の
そ
れ
特
有
の
と
ら
え
方
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
木
主
義
の
実
際
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
ど
の
よ

う
な
認
識
を
も
と
と
し
て
、
『
構
造
改
革
論
』
が
っ
く
り
だ
さ
れ
た
か
?
そ
の
独
特
の
思
考
方
法
ま
た
は
発
想
法
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
例
の

き
ま
り
文
句
、
『
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
に
た
い
す
る
広
汎
な
労
働
者
階
級
と
勤
労
大
衆
の
先
制
的
な
た
た
か
い
』
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
資
本
主
義
の
社
会
主
義
へ
の
主
体
的
変
革
、
つ
ま
り
社
会
主
義
革
命
の
路
線
を
正
し
く
う
ち
だ
す
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
資
本

主
義
国
内
部
の
階
級
関
係
の
実
態
に
つ
い
て
、
正
確
な
知
識
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
変
革
は
、
盤
の
上
で
勝
手
に
将
棋
の
駒
を
動
か
し
た
り
、
頭

の
中
で
筋
書
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
実
際
の
階
級
関
係
の
中
で
、
与
え
ら
れ
た
階
級
関
係
に
つ
い
て
だ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
一
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一
一

け
、
問
題
が
提
起
さ
れ
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
「
構
造
改
革
論
』
は
、
資
本
主
義
国
内
部
の
階
級
関
係
を
ど
の
ヒ
う
に
と
ら
え
て
い

る
か
と
い
え
ば
、
右
の
き
ま
り
文
句
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
方
の
側
に
あ
る
『
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
休
』
と
他
方
の
側
に
あ
る
『
広
汎
な
労
働
者
階

級
と
勤
労
大
衆
』
と
の
、
二
つ
の
階
級
勢
力
、
い
わ
ば
二
大
階
級
し
か
出
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
『
構
造
改
革
論
』
者
は
、
独
占
資
本
主
義
国
の
内
部

に
、
階
級
と
し
て
は
、
『
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
』
と
『
広
汎
な
労
働
者
階
級
と
勤
労
大
衆
』
と
の
こ
つ
し
か
認
め
な
い
の
で
あ
る
」
(
一
一
一

σ一
ペ
ー

ジ)・そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
独
特
な
「
発
想
法
」
に
つ
い
て
、

わ
た
し
は
、

「
ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
『
構
造
改
革
論
』
者
は
、
独
占
資
本
主
義
国
内
部
の
基
本
的
な
階
級
構
造
ず
ら
、
ほ
と
ん
ど
つ
か
ん
で
い
な
い
。
そ
の
複
雑
な

階
級
帰
成
、
そ
の
錯
綜
し
た
相
互
関
係
は
み
な
な
く
な
っ
て
、
た
っ
た
二
つ
の
、
悪
玉
と
善
玉
と
の
、
仇
役
と
主
役
と
の
単
純
自
明
な
関
係
だ
け
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
が
、
ど
ん
な
に
現
実
ば
な
れ
し
た
非
科
学
的
な
も
の
か
は
、
現
実
の
独
占
資
本
主
義
社
会
の
簡
単
な
事
実
と
く
ら
べ
れ
ば
、
明
白

で
あ
る
よ
(
三

O
コ
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
原
文
の
ま
ま
)

と
述
べ
、

つ
づ
い
て
行
を
あ
ら
た
め
て
、

「
ま
ず
、
階
級
構
成
に
つ
い
て
み
よ
う
。
」

と
い
う
文
章
を
も
っ
て
、

パ
ヲ

F
ラ
フ

五
行
か
ら
戎
る
一
文
節
、
す
な
わ
ち
、

パ
ラ
グ
ラ
フ

「
そ
の
錯
綜
し
た
相
互
関
係
」
に
つ
い
て
二
つ
の
文
節
を
も
う
け
て
説
明
し
、

パ
ラ
グ
ラ
フ

「
階
級
構
成
」
の
あ
ら
ま
し
を
説
明
し
て
い
る
一
文
節
を
か
か
げ
、

つ
ぎ
に

つ
い
で
さ
ら
に
た
ち
い
っ
て

「
中
間
階
層
」

お
よ
び
「
労
働
者
階
級
」
に
つ
い
て
と
く
に
一
節
|
|
「
3
」
ー
ー
を
あ
て
て
重
要
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
基
本
的
な
階
級
構
成
と
各
階
層
の
根
本
的
性
格
、

そ
れ
ら
の
相
互
関
係
」
は
ぽ
ぽ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

な
お
、

れ

ら
の
「
相
互
関
係
」
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
「
上
部
構
造
」
と
り
わ
け
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
不
可
欠
の
要
件

と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
た
め
に
わ
た
し
は
、
右
に
つ
づ
く
「
4
」
に
お
い
て
こ
の
点
の
究
明
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
以

上
「
階
級
周
係
」
に
か
ん
す
る
す
べ
て
の
説
明
を
し
め
く
く
る
も
の
と
し
て
、
最
後
に
「
5
」
に
お
い
て
簡
単
な
総
括
を
与
え
る
と
い
う



)
と
に
し
て
い
る

η
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

「
階
級
構
成
」
に
か
ん
す
る
拙
著
の
以
上
の
よ
う
な
説
明
の
展
開
を
こ
こ
に
引
用
し
て
か
か
げ
る
さ
い
に
は
、
読
者
が
そ

の
内
容
を
よ
り
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

ま
た
行
論
で
再
度
引
用
す
る
さ
い
の
便
宜
の
た
め
に
、
各
節
各
文
章
の
排
列

は
原
文
ど
お
り
と
し
、

た
だ
原
文
の
節
の
区
分
|
|
「

2
」
、
「
3
」
、
「
4
」
お
よ
び
一

5
」
!
ー
を
や
め
そ
の
か
わ
り
に
付
、
は
と
番
号

を
つ
け
、
説
明
の
煩
序
に
し
た
、
が
い

は
じ
め
か
ら
、
付
階
級
構
成
に
つ
い
て
、

ω諸
階
層
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
、
日
開
「
中
間
階
層
」

に
つ
い
て
、
同
賃
銀
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
、
伺
「
上
部
構
造
」
そ
の
他
の
問
題
、
村
以
上
の
総
括
、

と
い
う
よ
う
に
見
出
し
を
つ
け
区

切
っ
て
か
か
げ
る
こ
と
に
し
た
。

「
階
級
構
成
」
の
と
ら
え
方
は
、
変
革
路
線
を
考
え
る
ば
あ
い
の
最
も
重
要
な
根
本
問
題
で
あ
り
、
榊

氏
の
思
考
方
法
を
評
価
す
る
さ
い
の
決
定
的
な
基
準
を
も
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
長
交
の
引
用
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。

け

階
級
構
成
に
つ
い
て

「
独
占
資
本
主
義
社
会
は
ご
く
大
ま
か
に
い
っ
て
、
的
独
占
資
本
家
階
層
の
ほ
か
に
、

ω独
占
外
の
中
小
資
本
家
階
層
、
川
W
小
資
本
家
兼
独
立
生
産
者

の
階
層
、

ω独
立
生
産
者
階
層
、
同
独
立
生
産
者
，
氷
賃
銀
労
働
者
の
階
層
、
防
賃
銀
労
働
者
階
級
、
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
(
主
と
し
て
川
と

ωと
を

あ
わ
せ
て
「
資
本
家
階
級
」
、

ωと
ωと
ゆ
と
を
あ
わ
せ
て
「
中
間
階
層
」
、
主
と
し
て

ωと
伺
と
刷
と
を
あ
わ
せ
て
「
勤
労
大
衆
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
)
『
構
造
改
革
論
』
者
は
、
第
一
に
、

ωと
助
の
階
層
を
見
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
一
の
欠
陥
で
あ
る
」
(
二
一

O
三
ペ
ー
ジ
)
。

亡コ

諸
階
層
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係

「
つ
、
ぎ
に
、
右
の
六
つ
に
分
け
ら
れ
た
諾
陪
陪
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
簡
単
で
は
な
レ
。
ま
ず
、
仰
か
ら
何
ま
で
は
、
い
ず

れ
も
『
私
的
所
有
者
』
で
あ
り
、
『
私
的
所
有
者
』
と
し
て
の
一
定
の
、
共
通
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
的
か
ら

ωま
で
は
、
『
資
本
制
的

一
止
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)
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四

私
的
所
有
者
』
つ
ま
り
『
資
本
家
』
で
あ
り
、
資
本
家
と
し
て
の
一
定
の
、
共
通
な
性
格
会
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
独
占
資
本
家
階
層
は
、
『
私

的
所
有
者
』
と
し
て
、

ωか
ら

ωに
い
た
る
ま
で
の
階
層
全
体
と
同
じ
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
共
通
の
意
識
と
性
向
と
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、

ωは
、
同
か
ら
同
ま
で
の
広
汎
な
階
層
を
ひ
と
つ
の
『
地
盤
』
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
総
じ
て
、
『
私
的
所
有
』

が
そ
の
も
っ
と
も
基
抵
的
な
『
土
台
』
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ω独
占
資
木
家
階
層
は
、

ω、
ωの
一
語
階
層
と
同
じ
『
資
本

家
』
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
そ
の
面
で
共
通
の
怠
識
と
性
向
と
を
も
っ
て
お
り
、
逆
に
い
え
ば
、

ωと
ωを
そ
の
直
接
的
「
地
盤
』
と
し
、
『
資
本
制

的
所
有
』
を
共
通
の
『
土
台
』
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
賃
銀
労
働
者
階
級
崎
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
所
有
』
と
は
無
縁
の
、
無
産
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
で
あ
り
、
そ
の
点
で
『
私
的
所
有
者
』
と
は
共
通
な
も
の
を
ま
っ
た
く
も
た
ず
て
し
か
も
『
資
本
掛
的
私
的
所
青
』
に
よ
っ
て
直
接
に
搾
取
さ
れ
か

も
の
、
こ
れ
と
対
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
』
な
ど
と
い
う
一
一
一
日
葉
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
『
私
的
所
有
」
お
よ
び
『
資

本
制
的
私
的
所
有
』
と
い
う
、
重
大
な
意
義
を
も
っ
共
通
の
『
地
盤
』
を
ま
っ
た
く
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
構
造
改
革
論
』
者

の
、
第
二
の
欠
陥
で
あ
る
。

(
川
崎
)
賃
銀
労
働
者
は
、
階
級
と
し
て
は
ま
さ
に
無
所
有
・
無
産
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
個
人
的
に
は
か
な
ら
ず
し
も
無
所
有
と
は

い
え
な
い
者
が
す
く
な
か
ら
ず
あ
る
。
大
衆
投
資
家
の
中
に
は
、
労
働
者
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
小
株
主
が
相
当
数
あ
る
。
こ
れ
ら
の
賃
銀
労
働
者
の

意
識
、
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
で
な
く
、
小
ブ
ル
的
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
六
つ
の
階
層
に
属
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
同
じ
状
態
を
つ
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で

は
、
け
っ
し
て
な
い
。
資
本
主
義
社
会
で
は
つ
ね
に
生
死
を
か
け
た
生
存
競
争
が
お
こ
な
わ
れ
、
少
数
の
経
済
的
優
位
に
あ
る
も
の
が
勝
ち
の
こ
り
、
多

数
の
劣
位
に
あ
る
も
の
は
没
落
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
を
構
成
す
る
要
素
は
、
ふ
だ
ん
に
流
動
し
、
一
部
少
数
の
者
は
上
位
の
階
層
に
う
つ
る
が
、
多

数
の
者
は
つ
ね
に
下
位
に
繕
ち
こ
む
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
事
実
ぎ
た
落
ち
こ
み
つ
つ
あ
る
。

ωか
ら

ωま
で
の
「
私
的
所
有
者
階
層
』
は
、
こ
の

競
争
の
中
で
、
経
済
的
利
益
の
た
め
に
、
必
死
の
た
た
か
い
を
す
る
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
経
済
的
地
位
合
守
る
た
め
に
、
た
え
、
ず
上
位
の
階
層
に
入
る
こ

と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
し
、
ま
た
入
る
こ
と
を
ね
が
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
れ
ら
の
地
位
を
守
る
た
め
に
は
、
経
済
的
な
力
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
経
済
的
な
カ
を
最
高
度
に
集
中
し
自
由
に
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
独
占
資
本
家
階
層
で
あ
る
。
と
く
に

ωの
大
半
と

ωの
一
部
は
、
『
資
本

家
』
と
し
て
の
地
位
を
守
る
た
め
に
は
、

ωに
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
独
占
資
本
に
従
属
し
、
こ
れ
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
自
己
の
地
位
を
維
持
す

る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
中
小
資
本
家
の
大
群
と
、
同
じ
く
大
量
の
独
立
生
産
者
、

l
iこ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
敵
対
す

る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
味
方
で
あ
り
、
部
下
勺
あ
る
。
銀
行
そ
の
他
を
通
じ
て
の
『
抱
き
こ
み
』
な
ど
持
ち
だ
す
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
独



占
資
本
の
支
配
す
る
大
企
業
に
従
属
す
る
下
請
工
場
の
お
び
た
だ
し
い
系
列
、
そ
の
系
列
の
も
と
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
中
小
企
業
主
の
大
群
と
、
同

じ
く
そ
の
中
小
企
業
で
働
い
て
い
る
賃
銀
労
働
者
の
膨
大
な
数
と
を
思
い
浮
べ
て
み
る
が
い
い
。
現
実
に
「
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
』
が
助
か
ら
帥
に
い

た
る
ま
で
の
各
階
層
の
構
成
部
分
の
相
当
数
を
そ
の
支
配
下
に
し
っ
か
り
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
自
己
の
支
性
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

い
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
は
、
独
占
資
本
主
義
社
会
の
法
則
的
現
象
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
法
則
的
事
実
を
完
全
に
見
落
し
て
い
る
こ
と
、

l
lこ

れ
は
、
『
構
造
改
革
論
』
者
の
第
二
一
の
、
重
大
な
欠
陥
で
あ
る
」
(
一
一
一

O
一一一

i
一
一
一
円
一
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
あ
ら
た
に
つ
け
た
も
の
)
。

日

「
中
間
階
層
」
に
つ
い
て

「
『
中
間
階
層
』
は
、
別
の
表
現
を
つ
か
え
ば
、
小
所
有
者
、
小
経
営
主
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
階
層
に
つ
い
て
、
第
一
に
注
意
す
べ
き
は
、
そ

れ
が
ど
の
資
本
主
義
国
で
も
、
総
人
口
の
う
ち
き
わ
め
て
広
汎
な
部
分
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
経
済
的
な
生
存
競
争
の
中
で

私
的
所
有
者
と
し
て
も
っ
と
も
不
利
な
条
件
の
も
と
に
お
か
れ
、
そ
の
経
済
的
地
位
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
『
私
的

所
有
者
』
と
し
て
の
地
位
に
し
が
み
つ
く
こ
と
に
な
る
し
、
吋
私
的
所
有
者
』
と
し
て
は
、
よ
り
保
-
託
さ
れ
た
・
よ
り
恵
ま
れ
た
・
よ
り
安
泰
な
『
私
的

所
有
者
L
、
『
よ
り
富
ん
だ
私
的
所
有
者
』
、
つ
ま
り
一
人
前
の
『
資
本
家
L

に
な
る
こ
と
が
切
実
な
目
的
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
も
、
か
れ
ら
の
意
識

水
準
、
意
識
内
容
が
、
!
ほ
と
ん
ど
資
本
家
の
そ
れ
と
同
じ
に
な
り
、
習
慣
・
伝
統
の
根
強
い
は
た
ら
き
も
手
伝
っ
て
、
ゃ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
観
念
に
す
っ
か
り

と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
明
白
で
あ
る
。
う
ま
く
吋
資
本
家
』
に
出
世
す
る
も
の
は
ご
く
少
な
く
、
ま
た
『
小
資
本
家
』
に
成
り
上
っ
た
と
し
て
も
、

け
っ
し
て
そ
の
地
位
は
安
定
し
な
い
。
大
多
数
の
も
の
は
、
経
済
的
地
位
の
悪
化
、
零
落
の
危
険
に
い
つ
で
も
さ
ら
さ
れ
、
多
か
れ
少
な
か
れ
賃
労
働
に

た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
な
っ
た
ば
あ
い
に
も
、
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
観
念
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
意
識
は
た
や

す
く
は
な
く
な
ら
な
い
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
志
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
し
ご
く
む
ず
か
し
い
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
経
済
的
地
位
に
制
約

さ
れ
て
、
当
然
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
忍
耐
、
組
織
性
、
規
律
、
強
固
さ
を
ひ
ど
く
欠
い
て
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
シ
!
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の

あ
い
だ
を
あ
ち
こ
ち
動
揺
し
、
と
き
と
し
て
極
端
な
革
命
性
を
発
揮
す
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
混
乱
や
失
敗
に
ぶ
つ
か
っ
て
す
ぐ
さ
ま

意
気
組
喪
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
屈
伏
し
、
反
革
命
陣
営
に
は
し
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
科
学
的
経
済
理
論
に
も
と
づ
い
て
明
確
に
さ
れ
て

い
る
法
則
的
傾
向
で
あ
る

e

独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
こ
れ
ら
の
小
所
有
者
、
小
説
一
主
の
経
済
的
地
位
は
ず
っ
と
不
安
定
に
な
り
、
独
占
資
本
に
よ
る
収
奪
・
搾
取
は
ず
っ

と
は
げ
し
い
が
、
そ
の
た
め
に
、
右
の
小

e

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
革
命
性
、
無
規
律
性
、
動
揺
性
は
、
な
お
い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
を

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)
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も
ち
確
固
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行
で
き
る
意
士
山
と
能
力
を
も
つ
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
ご
く
少
数
の
も
の
、
そ
の
最
下
層
の
う
ち
の
一
部
の
も
の
だ
け

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
最
下
層
の
一
部
の
も
の
が
そ
う
し
て
革
命
勢
力
の
一
部
隊
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
ま
え
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
と
く
に
そ

の
前
衛
の
側
か
ら
か
れ
ら
に
た
い
し
て
長
期
間
、
継
続
的
に
粘
り
づ
よ
く
適
切
か
つ
強
力
な
指
導
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
長
期
に
わ
た
る
苦
し
い
闘
争
と
た

び
か
さ
な
る
失
敗
の
経
験
を
な
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(
お
)
国
家
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
強
化
さ
れ
た
独
占
資
本
の
支
配
体
制
を
前
に
し
て
、
こ
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
革
命
性
は
、
動
揺
を
く
り
か
え

し
、
そ
の
敗
北
感
を
幻
想
に
よ
っ
て
救
い
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
破
目
に
お
ち
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
支
牲
の
ひ
と
つ
も
こ
こ

に
見
出
さ
れ
る
。
右
の
、
救
い
と
し
て
の
幻
想
の
産
物
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ま
さ
に
『
構
造
改
革
論
』
な
の
で
あ
る
。

右
の
法
則
的
事
実
を
完
全
に
見
落
し
て
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
『
広
汎
な
勤
労
大
衆
』
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
「
た
だ
ち
に
反
独
占
統
一
戦
線
を
結

成
す
べ
き
本
部
隊
』
だ
と
し
て
中
間
階
層
を
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た
く
わ
ら
う
べ
き
錯
誤
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
れ
は
、
「
構
造
改
革

論
』
者
の
第
四
の
、
重
大
な
欠
陥
で
あ
る
」
(
=
一

O
五
i
一ニ

O
七
ペ
ー
ジ
、
傍
点
あ
ら
た
に
つ
け
た
も
の
)
。

同

賃
銀
労
働
者
階
級
に
つ
い
て

「
で
は
、
革
命
の
主
体
的
勢
力
で
あ
る
同
の
賃
銀
労
働
者
階
級
は
、
ど
う
か
?
『
労
働
者
階
級
は
無
産
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
れ
は
当
然
に
ひ
と
り
の
こ
ら
ず
階
級
意
識
を
身
に
つ
け
、
階
級
的
組
織
を
つ
く
り
あ
げ
、
階
級
闘
争
に
挺
身
す
る
も
の
だ
し
、
す
ぐ
さ
ま
反
独
占
統
一

戦
線
に
結
集
し
、
そ
の
中
核
と
し
て
奮
闘
す
る
も
の
だ
h
i
l
l
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
大
部
分
の
者
の
頭
の
中
に
入
っ

て
き
て
お
り
、
『
構
造
改
一
革
論
』
も
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
考
え
方
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
の
と
お
り
で
あ
る
か
?
残
念
な
が

ら
、
事
実
は
こ
と
ほ
ど
き
よ
う
に
簡
単
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

賃
銀
労
働
者
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
階
級
意
識
を
も
つ
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
ま
た
、
賃
銀
労
働
者
と
し
て
生
活
し
日
常
闘
争
を
く
り
か
え
し

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
階
級
意
識
が
ひ
と
り
で
に
身
に
つ
い
て
く
る
も
の
で
も
な
い
。
賃
銀
労
働
者
が
生
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
小

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
意
識
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
生
活
は
小
《
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
そ
れ
と
大
差
な
い
。
生
活
が
苦
し
け
れ
ば
苦
し
い
ほ
ど
、
か
れ
は
か
れ
個
人
の
私
的

制
益
を
守
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
し
、
か
れ
個
人
の
私
酌
利
益
を
第
一
に
考
え
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
窓
識
は
ま
す
ま
す
根
強
い

も
の
に
な
る
。
た
と
え
、
組
合
を
つ
く
り
、
日
常
闘
争
を
く
り
か
え
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
狭
い
企
業
別
組
合
の
中
で
の
こ
と
、
闘
争
は
狭
い
範
囲
の

組
合
内
労
働
者
の
利
害
だ
け
に
結
び
つ
き
、
と
う
て
い
全
労
働
者
の
利
害
に
結
び
つ
く
よ
う
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
組
織
が
発
展
し
て
産
業
別
組
合
に



な
れ
ば
か
な
り
の
前
進
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
階
級
意
識
は
十
分
と
は
い
え
な
い
e

賃
銀
労
働
者
が
資
本
主
義
の
墓
掘
人
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
歴
史
的
使
命
を
は
っ
き
り
と
つ
か
み
、
そ
の
使
命
を
は
た
す
力
を
自
覚
し
、
そ
の
た
め
の
組
織
を
う
ち
た
て
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
か
れ
は
階

級
意
識
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
使
命
は
、
資
本
主
義
社
会
の
発
展
法
則
、
資
本
主
義
社

会
の
中
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
地
位
を
明
確
に
認
識
し
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
理
解
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
認
識
は
、
い
っ
た
い
、
ど
こ
か
ら
得
ら

れ
る
か
?
そ
れ
は
、
か
れ
ら
の
外
部
か
ら
、
科
学
的
経
済
理
論
と
革
命
理
論
を
う
ち
た
て
た
革
命
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
よ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
ら
の

も
の
を
真
に
身
に
つ
け
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
先
進
的
部
隊
に
よ
っ
て
、
も
ち
こ
ま
れ
る
。
そ
れ
も
、
た
ん
に
も
ち
こ
ま
れ
る
だ
け
で
は
、
だ
め
で
あ

る
。
賃
銀
労
働
者
が
長
い
こ
と
苦
し
い
生
活
と
闘
争
と
を
体
験
し
、
そ
の
問
先
進
的
部
隊
か
ら
正
し
い
適
切
な
指
導
を
う
け
、
困
難
に
も
屈
せ
ず
粘
り
づ

よ
く
真
剣
な
学
習
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
|
そ
れ
も
く
り
か
え
し
失
敗
と
誤
ち
を
お
か
し
た
あ
げ
く
に
、
は
じ
め
て
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
賃
銀
労
働
者
は
広
汎
な
小

P

ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
大
衆
で
と
り
か
こ
ま
れ
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
中
か
ら
た
え
ず
賃
銀
労
働
者
階
級
が
補
充
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
中
に
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
意
識
と
観
念
が
い
つ
も
も
ち
こ
ま
れ
、
階
級
意
識
を
む
し
ば
み
、
多
く
の
無
自
覚
な
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
を
生
み
だ
す
。
労
働
組
合
を
と
っ
て
み
て
も
、
階
級
意
識
の
し
っ
か
り
し
た
も
の
ば
か
り
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ど
の
独
占
資
本
主
義
国
で

(
m
m〕

も
、
労
資
協
調
を
う
た
っ
た
御
用
組
合
は
山
ほ
ど
あ
り
、
こ
れ
を
ひ
き
ま
わ
ず
い
わ
ゆ
る
労
働
貴
族
は
掃
い
て
捨
て
る
ほ
ど
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、

階
級
意
識
を
も
ち
こ
む
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
媛
味
に
し
、
同
{
目
抜
き
に
す
る
こ
と
を
そ
の
第
一
の
仕
事
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
鉛
)
こ
の
『
労
働
運
動
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
真
の
代
理
人
、
資
本
家
階
級
の
労
働
者
手
代
』
が
独
占
資
本
主
義
の
段
階
で
必
然
的
に
重
大

な
社
会
的
役
割
合
」
は
た
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
|
|
こ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
レ
l
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
論
』
の
基
本
的
課
題
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
な
ん
と
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
革
命
路
線
を
論
じ
て
い
る
『
構
造
改
革
論
』
者
の
限
に
は
、
こ
の
重
大
な

法
則
的
事
実
は
全
然
う
つ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
右
の
よ
う
な
賃
銀
労
働
者
階
級
の
意
識
と
組
織
と
の
実
態
を
正
確
に
つ
か
み
、
ど
の
よ
う
に
し
て
階
級
意
識
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
革
命
的

組
織
に
結
集
さ
せ
、
真
に
主
体
的
勢
力
の
名
に
値
す
る
も
の
に
っ
く
り
あ
げ
、
そ
の
歴
史
的
使
命
を
な
し
と
げ
る
も
の
に
も
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
こ

そ
、
最
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
真
の
革
命
的
理
論
家
に
課
せ
ら
れ
た
基
本
的
な
謀
題
な
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
実
態
と
、
こ
れ

に
関
連
し
た
右
の
決
定
的
な
課
題
と
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
完
全
正
見
落
し
て
い
る
こ
と
、
|
|
こ
れ
が
、
『
構
造
改
革
論
』
者
の
第
五
の
、
重
大
な
欠
陥

で
あ
る
」
(
三

O
七

三

O
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
原
文
の
ま
ま
)
。
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八

国

「
上
部
構
造
」
そ
の
他
の
問
題

「
さ
て
、
基
本
的
な
階
級
構
成
と
各
階
慢
の
根
本
的
性
格
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
あ
ら
ま
し
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
当
然
問
題
と
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
守
ひ
と
に
、
ぎ
り
の
独
占
体
』
に
よ
る
『
広
汎
な
労
働
者
階
級
と
勤
労
大
衆
』
の
搾
取
・
抑
圧
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
事
実
が
告
の
り
な

が
ら
、
後
者
の
生
活
が
ひ
ど
く
窮
迫
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
、
い
ぜ
ん
と
し
て
こ
れ
ら
の
事
実
が
そ
の
ま
ま
つ
づ
い
て
い
る
の

か
、
な
ぜ
、
い
ま
も
っ
て
『
広
汎
な
反
独
占
統
一
戦
線
」
、
が
で
き
あ
が
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
す
る
ひ
と
つ
の
答
は
、
各
階

同
の
性
擦
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
か
ん
す
る
さ
き
の
説
明
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
つ
ぎ
の
事
実
が
ぜ
ひ
と
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
第
一
に
は
、
右
の
搾
取
・
抑
圧
と
い
う
根
本
的
な
関
係
が
隠
蔽
さ
れ
、
ご
ま
か
さ
れ
て
、
『
広
汎
な
勤
労
大
衆
』
に
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
隠
蔽
、
ご
ま
か
し
に
あ
ず
か
つ
て
カ
が
あ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
一
連
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
的
所
有
に
も
と
づ
く
商

品
生
産
社
会
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
観
念
、
習
慣
、
伝
統
が
支
配
し
て
い
て
、
む
し
る
た
え
ず
強
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
階
級
意
識
を
鈍
化
さ
せ
自
分

た
ち
の
投
票
用
家
畜
に
す
る
た
め
の
教
育
を
支
配
階
級
が
積
極
的
に
お
し
す
す
め
て
い
る
こ
と
、
新
聞
、
雑
誌
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ピ
、
映
両
等
か
ら
見
世

物
野
球
、
や
く
ざ
】
調
歌
諸
白
に
い
た
る
ま
で
た
い
て
い
の
も
の
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
観
念
を
強
め
、
資
本
主
義
社
会
の
、
氷
遠
性
、
階
級
調
和
を
ふ
き
こ
む
宣
伝

を
た
え
ず
お
こ
な
っ
て
こ
れ
が
ひ
と
り
で
に
勤
労
者
の
頭
に
し
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
、
と
く
に
国
家
機
構
が
独
占
に
代
位
し
て
種
々
の
「
社
会
的
機
能
』

を
は
た
し
、
こ
れ
が
搾
取
・
抑
圧
を
限
に
見
え
な
い
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
『
出
版
・
集
会
・
結
社
の
自
由
」
と
か
『
普
通
選
挙
権
』
と
い

っ
た
よ
う
な
、
「
民
主
主
義
』
的
諸
制
度
も
、
右
の
隠
蔽
、
ご
ま
か
し
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

憂
す
る
に
、
経
済
的
な
側
面
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
、
社
会
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
搾
取
・
抑
圧
の
隠

蔽
と
強
化
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
を
実
際
に
把
捉
す
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
重
要
な
問
題
を
完
全
に
忘
れ
は
て
て
い
る
こ

と
、
|
|
こ
れ
が
、
『
精
造
改
卒
論
』
者
の
第
六
の
、
重
大
な
欠
陥
で
あ
る
」
(
コ
一

O
九
|
一
二
一

O
ぺ
l
夕
、
傍
点
l
あ
ら
た
に
つ
け
た
も
の
〉
。

肘

以
上
の
総
括

「
以
上
検
討
し
た
と
こ
ろ
を
と
り
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
「
構
造
改
革
論
L

の
独
特
の
思
考
方
法
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史

的
役
割
に
つ
い
て
の
理
解
の
欠
如
、
あ
る
い
は
そ
の
役
割
の
否
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
だ
け
が
資
本
主
義
の
纂

掘
人
と
な
り
う
る
し
、
ま
た
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
、

l
i
こ
れ
が
変
革
の
路
線
全
考
え
る
ば
あ
い
に
第
一
に
は
っ
き
り
把
握
き
れ
て
い
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
然
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
他
の
諸
階
層
と
の
相
互
関
係
も
正
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
把
握
は
す
べ
て
、
資
本
主
義
社
会
の
発
展
法
則
を
明
ら
か
に
し
た
科
学
的
経
済
理
論
を
十
分
正
し
く
理
解
し
た
と
き
に
だ

け
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
使
命
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
そ
の
十
分
な
広
が
り
と
深
さ
と
に
お
い
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
階
級
意
識
や
革
命
的

組
織
の
問
題
、
そ
し
て
ま
た
、
中
間
階
層
た
る
『
広
汎
な
勤
労
大
衆
』
に
た
い
す
る
政
治
的
指
導
の
問
題
も
、
正
し
く
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し

た
が
っ
て
当
然
に
正
し
く
解
決
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
の
理
解
の
欠
如
は
、
か
な
ら
、
ず
、
つ
ぎ
の
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
完
全
な
無
関
心
、
い
い
か
え
れ

ば
反
革
命
的
傍
観
者
の
立
場
へ
の
転
落
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
根
本
的
な
同
題
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
実
に
ヅ
ロ
レ
タ
リ
ア
l
ト
を
墓
桝
人
に

す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
際
に
革
命
の
主
体
的
勢
力
に
つ
く
り
あ
げ
そ
の
歴
史
的
使
命
を
は
た
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
先
進
部
隊
は
、
そ
の
前
衛
と
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
し
て
主
体
的
勢
力
に
つ
く
り
あ
げ
る
か
、
ま
た
主
体
的
勢
力

と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
ど
の
よ
う
に
半
プ
ロ

ν
タ
リ
ア
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
、
つ
ま
り
広
汎
な
勤
労
大
衆
を
味
方
に
ひ
き
つ
け
、
動
員
し
て
、
敵

勢
力
を
打
ち
た
お
す
か
と
い
う
、
革
命
の
主
体
的
指
導
の
問
題
で
あ
る
:
:
:
。

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
ー
ー
そ
の
資
本
主
義
国
内
部

の
す
べ
て
の
階
級
勢
力
と
そ
の
相
互
関
係
を
、
厳
密
に
、
客
観
的
に
考
慮
に
入
れ
、
評
価
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
国
内
の
階
級
勢
力
と
の
相
互
関
係
が
、
同
じ
く
厳
需
に
、

客
観
的
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
第
こ
の
こ
と
は
、
独
占
資
本
主
義
の
段
階
、
と
く
に
第
二
次
大
戦
後
の
同
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
国
は
な
く
、
ま
た
そ
の

帝
国
主
義
的
支
配
の
網
の
目
の
中
に
多
か
れ
少
な
か
れ
包
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
悶
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

(
m
M
)
 

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
。

(
お
)
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
強
弁
す
も
ご
ま
か
し
き
れ
な
い
。
『
構
造
改
輩
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、

l
l
i注
(
お
)
で
指
摘
し
た
労
働
貴
族
の
見
落
し
と
な
ら
ん
で

i
lじ
つ
に
特
徴
的
で
あ
る
。

右
の
帝
国
主
義
的
支
配
と
い
う
決
定
的
な
要
素
と
関
連
し
て
、
き
わ
め
て
教
訓
的
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
心
的
な
労
働
組
合
で
あ
る

A
F
L
と

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
〈
四
)

二
二
九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一問。

c
I
Qが
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
ベ
ト
ナ
ム
侵
略
戦
争
を
支
持
す
る
声
明
を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
会
議

(
T
U
C
)
が
ア
フ
リ
カ
人
労
働
運
動
の
発
展
を
お
さ
え
、
イ
ギ
リ
ス
軍
隊
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
蝉
圧
を
黙
認
し
、
民
族
解
放
運
動
の
阻
止
に
一
役
買

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

A
F
L
と
C
I
O
は
国
務
省
に
協
力
し
、

T
U
C
は
植
民
地
省
に
同
調
す
る
。
も
っ
と
も
中
心
的
な
労
働
組
合
組

織
が
、
数
億
の
勤
労
人
民
の
強
力
に
よ
る
抑
圧
・
収
奪
・
殺
裁
に
狂
奔
し
つ
つ
あ
る
帝
問
主
義
者
の
血
ま
み
れ
の
汚
れ
き
っ
た
手
に
接
吻

L
て
い

る
。
帝
国
主
義
の
基
本
的
法
尉
日
最
大
限
利
潤
の
法
則
の
貫
徹
の
、
な
ん
と
き
び
し
く
、
頑
強
で
あ
る
こ
と
か
!

以
上
、
当
該
国
と
こ
れ
を
と
り
ま
く
諸
国
家
と
の
す
べ
て
の
階
級
勢
力
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
客
観
的
に
評
価
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
ぜ
ひ
と
も
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
他
の
国
々
の
草
命
運
動
の
経
験
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
評
価
と
摂
取
の
問
題
で
あ
る
」
(
一
一
一
一

O
l一
一
一
一
一
二
ペ
ー

ジ
、
ゴ
シ
ッ
ク
体

i
i原
文
の
ま
ま
、
傍
点
あ
ら
た
に
つ
け
た
も
の
)
。

な
お

こ
の
最
後
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
他
の
国
々
の
革
命
運
動
の
経
験
、

と
く
に
そ
の
評
価
と
摂
取
の
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
第
四

「
構
造
改
革
論
」
者
が
お
ち
い
っ
て
い
る
根
本
的
誤
謬
|
|
「
他
の
閏
の
党
の
唱
え
る
観
念
的
な
理

享
の
中
の
右
に
つ
づ
く
「

6
」
で
、

論
」
の
主
観
的
な
二
評
価
」
と
御
都
合
主
義
的
な
「
摂
取
」

1

1
ー
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

と
く
に
そ
の
「
摂
取
」
の
問

題
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
当
面
榊
氏
の
攻
撃
論
文
の
あ
り
方
を
吟
味
す
る
上
で
重
要
な
参
考
資
料
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

そ

の
箇
所
を
ー
ー
そ
の
中
に
聞
け
ら
れ
た
注
(
却
)
を
ふ
く
め
て
|
|
つ
ぎ
に
か
か
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
:
:
:
つ
ぎ
に
『
摂
取
』
に
つ
い
て
は
、
な
お
さ
ら
問
題
を
ふ
〈
ん
で
い
る

Q

そ
れ
は
、
た
と
え
『
イ
タ
リ
ー
の
道
』
つ
ま
り
『
構
造
的
改
良
』
論

が
、
理
窟
の
上
で
二
応
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
れ
は
イ
タ
リ
ー
資
本
主
義
と
い
う
特
殊
な
歴
史
的
条
件
と
か
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
諸
条
件
の
ひ
じ
よ
う
に
ち
が
っ
た
臼
本
資
本
主
義
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
『
綬
取
』
す
る
の
は
、
ま
っ
た
く
見
当
ち
が
い
の
軽
は
ず
み
、
非
科
学
的
な

暴
挙
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
当
面
問
題
と
な
っ
て
い
る
『
民
主
主
義
』
に
つ
い
て
の
両
資
本
主
義
の
差
異
を
ち
ょ
っ
と
見
て
み

る
だ
け
で
明
白
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ー
で
は
フ
ァ
シ
ス
ト
支
配
者
に
た
い
す
る
民
主
的
勢
力
の
武
装
反
抗
が
お
し
す
す
め
ら
れ
、
つ
い
に
こ
れ
を
打
ち
た
お

し
て
民
主
的
権
力
を
獲
得
す
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
日
本
で
は
、
軍
部
・
フ
ァ
シ
ス
ト
支
配
者
に
た
い
す
る
重
大
な
反
抗
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
お
こ
ら
ず
、
敗
戦
に
よ
っ
て
支
配
者
の
権
力
が
崩
壊
し
か
か
っ
て
い
る
と
き
に
さ
え
も
権
力
を
め
ざ
す
民
主
的
勢
力
の
闘
争
は
つ
い
ぞ
あ
ら
わ
れ
、
ず
、



外
国
進
駐
軍
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
寸
民
主
主
義
』
を
与
え
ら
れ
た
始
末
で
あ
る
。
『
広
汎
な
勤
労
大
衆
』
の
意
識
水
準
に
し
て
も
、
か
し
こ
で
は
『
民
主

、(

m
胡
ゾ

士
会
務
』
的
意
識
が
相
当
に
設
透
し
〈
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
『
民
主
主
義
』
的
意
識
ど
こ
ろ
か
、
前
期
的
意
識
が
び
ま
ん
し
、
支
配
し
て
い

る
。
か
し
こ
で
は
『
社
会
主
義
』
と
か
『
変
革
』
と
か
が
一
応
『
広
汎
な
勤
労
大
衆
』
の
口
に
の
ぼ
り
、
あ
る
程
度
意
味
を
も
ち
は
じ
め
て
い
る
が
、
こ

ζ

で
は
、
こ
の
二
つ
の
一
二
日
長
に
つ
い
て
芳
え
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
と
れ
ら
の
一
一
言
薬
を
き
い
た
だ
け
で
毛
嫌
い
す
る
『
広
汎
伝
勤
労
大
衆
』
が
多
勢
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
民
主
主
義
』
の
未
熟
、
幼
稚
、
低
劣
と
い
う
条
件
の
も
と
に
あ
る
こ
の
固
に
、
実
一
征
き
れ
も
し
な
い
|
|
む
し
ろ
誤
れ
る
も
の

と
し
て
歴
史
に
よ
り
熔
印
を
お
さ
れ
つ
つ
あ
る

i
|机
上
の

0

フ
ラ
ン
を
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
、

1
1
1
こ
れ
こ
そ
、
『
構
造
改
革
論
』

者
の
第
七
の
、
重
大
な
欠
陥
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
卸
)
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
す
ぐ
れ
た
劫
労
人
民
二
百
五
十
万
を
殺
し
た
侵
略
戦
争
の
最
高
責
任
者
、
前
期
的
制
度
と
前
域
的
観
念
の
中
核
的
象
徴

で
あ
る
Z

入
量
に
つ
い
て
、
『
勤
労
犬
衆
」
一
の
い
ね
ど
ろ
く
ほ
ど
お
く
れ
た
意
識
と
観
念
が
刊
と
れ
だ
け
び
ま
ん
し
て
い
る
か
を
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
日

本
を
『
震
憾
』
さ
せ
た
か
に
見
え
た
安
保
大
倒
争
直
後
の
留
会
選
挙
に
お
い
て
、
進
歩
的
陣
営
が
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
尻
尾
H
保
守
反
動
陣
営
に

惨
敗
し
た
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
も
、
こ
れ
を
裏
書
き
し
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
し
〈
一
二
一
四
!
コ
二
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
原
文
の
主
ま
)
。

さ
て
、
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
の
結
び
の
第
四
章
「
総
括
」
の
内
容
は
あ
ら
ま
し
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、

こ
の
内
容
を

読
ん
だ
う
え
で
、
榊
氏
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
読
者
に
紹
介
し
、

そ
し
て
批
判
し
て
い
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
事
実
に
よ

っ
て
正
確
に
知
る
た
め
に
、
榊
氏
の
攻
撃
論
文
の
中
か
ら
該
当
箇
所
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
、

つ
ぎ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
。

「
画
、
独
占
資
本
を
『
強
め
』
、
労
働
者
階
級
を
『
弱
め
る
』

わ
が
国
の
『
構
造
改
革
』
論
者
が
寸
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
』
と
い
う
口
実
で
『
な
し
く
ず
し
革
命
』
論
を
説
い
て
き
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
山
本
氏

は
『
批
判
」
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
そ
の
ば
あ
い
の
論
点
と
は
、
だ
い
た
い
つ
、
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

独
占
資
本
主
義
社
会
に
は
大
ま
か
に
い
っ
て
六
つ
の
階
級
・
階
層
構
成
が
あ
る
。
①
独
占
資
本
家
階
級
⑨
独
占
外
の
中
小
資
本
家
階
層
③
小
資
本
家
兼

独
立
生
産
者
の
滑
層
④
独
立
生
産
者
階
層
③
独
立
生
産
者
兼
賃
銀
労
働
者
の
階
層
⑥
賃
銀
労
働
者
階
級
。
と
こ
ろ
が
『
構
造
改
革
論
』
者
が
こ
の
②
と
③

を
見
落
し
て
い
る
の
が
第
一
の
欠
陥
で
あ
る
。
第
二
の
欠
陥
は
①
か
ら
⑤
ま
で
の
広
汎
な
層
が
『
私
的
所
有
』
と
い
う
基
底
的
な
土
台
を
も
っ
て
い
る
の

を
ま
っ
た
く
見
な
い
と
こ
ら
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
⑥
の
賃
銀
労
働
者
以
外
は
コ
私
有
者
』
だ
と
い
う
こ
と
を
見
な
い
の
が
誤
り
だ
。
第
三
の
欠
陥
は
、
②

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

!四
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の
大
半
と
③
の
一
部
は
独
占
資
本
の
味
方
で
あ
り
、
部
下
で
あ
り
、
さ
ら
に
独
占
体
は
②
か
ら
⑨
一
ま
で
の
各
階
同
胞
の
相
当
数
を
安
配
下
に
し
っ
か
と
と
ら

え
て
支
柱
と
し
℃
い
る
の
を
見
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
山
本
氏
の
『
批
判
』
の
骨
格
は
、
独
占
体
は
『
ひ
と
に
ぎ
り
』
で
は
な
く
て
強
大
な
も
の
で
あ
り
、
賃
銀
労
働
者
階
級
は
①
か
ら

⑤
ま
で
の
私
的
所
有
者
と
対
立
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
う
え
、
山
本
氏
に
よ
れ
ば
、
賃
銀
労
働
者
も
『
階
級
と
し
て
は
ま
さ
に
無
所
有
・
無

産
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で
あ
る
が
、
し
か
し
個
人
的
に
は
か
な
ら
ず
し
も
無
所
有
と
は
い
え
な
い
者
が
す
く
な
か
ち
ず
あ
る
。
大
衆
件
、
資
家
の
中
に
は
、
労

働
者
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
小
株
主
が
相
当
数
あ
る
』
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
銀
労
働
者
階
級
の
勢
力
は
い
っ
そ
ろ
小
さ
な
も
の
に
な
る
。
こ
こ
か
ら

山
本
氏
は
、
『
構
造
改
革
』
論
者
は
独
占
資
本
の
力
を
過
小
評
価
し
て
革
命
を
甘
く
み
て
い
る
、
と
い
っ
た
式
の
『
批
判
』
を
し
て
い
く
の
で
あ
る

が
、
山
本
氏
の
怠
図
は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
種
の
『
批
判
』
で
は
「
構
造
改
草
」
論
を
論
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
構
造
改
革
』
論

は
、
独
占
体
と
独
占
資
本
主
義
の
過
小
評
価
に
根
を
も
つ
の
で
は
な
く
て
、
独
占
資
本
主
義
に
変
質
を
見
出
し
、
そ
れ
を
促
進
(
改
良
)
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
革
命
な
し
に
な
し
く
ず
し
的
に
社
会
主
義
的
諮
関
係
が
誕
生
す
る
か
の
よ
う
に
見
な
す
と
こ
ろ
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
る
が
山
本
氏
は
、
問
題
の
所
在
を
す
り
か
え
て
、
独
占
体
と
労
働
者
階
級
の
カ
関
係
(
そ
れ
も
純
経
済
的
な
)
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
と
り
だ

し
、
一
方
の
力
を
最
大
限
に
「
強
め
』
て
措
き
、
他
方
の
力
を
最
小
限
に
『
切
り
ち
じ
め
』
『
弱
め
」
て
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
構
造
改
草
』
論

を
批
判
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
ど
う
か
。
労
働
者
階
級
は
、
生
産
と
生
産
関
係
の
な
か
で
占
め
る
そ
の
地
位
か
ら
で
は
な
く
て
、
モ

ノ
や
カ
ネ
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
計
ら
れ
、
な
に
も
持
た
な
い
も
の
だ
け
が
純
粋
労
働
者
階
級
だ
と
い
う
『
理
論
』
に
ま
で

w
昇
華
μ

さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
労
働
者
で
も
い
く
ら
か
株
券
を
も
て
ば
、
そ
の
『
意
識
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
で
な
く
、
小
ブ
ル
的
』
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
今
日
の
資

本
主
義
社
会
で
は
、
無
理
に
社
債
や
社
内
預
金
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
労
働
者
が
大
量
に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
が
、
こ
の
山
本
説
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
小
ブ
ル
的
』
な
意
識
の
も
ち
主
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
資
本
家
が
社
債
や
社
内
預
金
を
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
H

純
粋
μ

労
働
者

は
少
な
く
な
り
、
革
命
は
遠
の
い
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
独
占
資
本
家
の
期
待
ど
お
り
の
結
末
で
あ
る
。

五
、
セ
ク
ト
主
義
の
主
張

だ
が
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
階
級
区
分
が
、
そ
の
よ
う
な
現
象
的
な
手
法
を
拒
否
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
労
働
者
階
級
と
は
モ
ノ
や

カ
ネ
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
生
産
と
生
産
関
係
の
中
で
の
地
位
(
な
に
よ
り
も
、
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
な
い
が

ゆ
え
に
労
働
力
な
売
っ
て
労
倒
す
る
と
い
ろ
地
位
)
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
地
位
が
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
て
な
い
と
い
う
現
象
を
規
定
す
る

の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
ふ
れ
る
と
、
『
共
産
党
寅
一
一
一
u
』
の
な
か
に
、
プ
ロ

ν
タ
リ
ブ
ー
ト
は
『
鉄
鎖
以
外
に
失
ろ
べ
き
何
物
も
な
い
L

と
い
う
有
名
な
こ



と
ば
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
革
命
で
失
う
も
の
は
『
鉄
鎖
の
み
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
労
働
者
は
毎
二
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

山
本
説
に
し
た
が
っ
て
い
け
ば
、
労
働
者
は
無
一
物
に
な
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
『
革
命
的
』
に
な
り
、
賃
上
げ
闘
争
を
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
『
小
ブ
ル

的
』
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
例
の
教
条
主
義
的
『
窮
乏
待
望
論
』
の
再
版
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
に
は
、
社
債
や
社
内
預
金

を
い
く
ら
か
も
っ
て
い
て
も
労
働
者
は
労
働
者
で
あ
り
、
そ
れ
で
労
働
者
が
小
ブ
ル
化
し
て
社
会
変
革
に
背
を
向
け
る
こ
と
に
必
ず
な
る
わ
け
で
も
な

い
。
資
本
主
義
的
生
産
関
係
は
、
そ
れ
ほ
ど
『
甘
い
」
も
の
で
は
な
い
。
労
働
者
階
級
の
基
本
的
な
地
位
が
、
経
済
的
・
社
会
的
諸
矛
盾
に
よ
っ
て
、
ま

た
前
衛
党
の
活
動
に
よ
っ
て
、
か
れ
を
社
会
変
革
の
方
向
に
前
進
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

労
働
者
階
級
だ
け
で
な
く
、
山
本
氏
が
独
占
体
の
『
支
柱
』
と
し
て
え
が
く
中
間
的
諮
階
層
ま
で
も
が
、
独
占
体
の
圧
迫
と
収
奪
に
反
抗
す
る
側
面
を

も
っ
て
い
る
。
山
本
氏
は
、
所
有
関
係
が
独
占
資
本
主
義
の
諸
関
係
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ち
、
つ
」
く
少
数
の
も
の
、
そ
の
最
下

回
の
う
ち
一
部
の
も
の
だ
け
』
を
の
ぞ
い
て
他
の
す
べ
て
を
否
定
的
に
の
み
見
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
民
主
商
工
会
の
活
動
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
事
態
の
発
展
と
は
か
な
り
ち
が
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
は
、
反
帝
反
独
占
の
民
主
主
義
革
命
の
段
階
に
お
け
る
政
治
路
線
と
の
関
連
で
は
統
一

戦
線
の
可
能
性
の
封
殺
と
い
う
ま
ご
う
こ
と
な
き
セ
ク
ト
主
義
と
な
ら
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
だ
ろ
う
」
(
ゴ
シ
ザ
ク
体
榊
氏
の
も
の
、
傍
点

l
山

本〉。

四

さ
て
、
こ
こ
に
か
か
げ
た
拙
著
の
結
芋
「
総
括
」
の
あ
ら
す
じ
と
、

こ
れ
を
と
り
あ
げ
批
判
を
加
え
て
い
る
榊
氏
の
文
章
と
を
、
ど
う

か
と
く
と
読
み
く
ら
べ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

両
者
を
、
そ
の
文
面
だ
け
照
ら
し
合
せ
て
み
る
だ
け
で
、
榊
氏
の
批
判
の
精
神
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
す
ぐ
さ
ま
は
っ
き

り
す
る
で
あ
ろ
う
。
榊
氏
が
、

は
じ
め
か
ら
、
拙
著
の
内
容
を
全
体
に
わ
た
っ
て
吟
味
し
よ
う
と
は
考
え
ず
、

そ
の
説
明
の
最
初
の
一
部

分
し
か
眠
を
通
す
と
い
う
労
を
と
っ
て
お
ら
れ
な
い
こ
と
、

し
か
も
、

そ
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
読
む
さ
い
に
も
、

そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る

文
字
を
た
だ
し
く
読
み
と
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
心
が
け
ず
、
御
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
ゆ
が
め
、
曲
げ
て
解
釈
し
、
ま
た
肝
腎
の

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

四
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四
四

言
葉
は
ぬ
か
し
て
飛
び
飛
び
に
言
葉
を
拾
う
と
い
う
こ
と
を
し
て
、

な
ん
と
し
て
で
も
こ
れ
を
や
っ
つ
け
よ
う
と
努
め
て
い
ら
れ
る
こ
と

『
|
|
こ
う
し
た
こ
と
が
実
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
拙
著
結
章
の
「
総
括
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
き
わ
め
て
重
要
な
諸

問
題
に
つ
い
て

わ
た
し
の
説
明
を
や
っ
つ
け
る
た
め
に
は
、

い
き
お
い
、
榊
氏
自
身
の
考
え
方
を
述
べ
ぎ
る
を
え
な
い
の
で
あ
勺
て
、

民
の
文
章
の
中
に
は

子
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
氏
の
特
異
な
理
解
の
住
方
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
思
考
方
法
が
す
っ
か
り
明
示
さ

れ
て
い
る
と
い
う
「
結
果
」
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
両
者
の
比
較
、
検
討
か
ら
出
て
く
る
大
切
な
論
点
を
考
察

し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
階
級
構
成
」
の
問
題
で
あ
る
。
き
き
の
「
同
以
上
の
総
括
」
の

「
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
、
そ
の
資
本
主
義

い
う
ま
で
も
な
く
、

後
半
で
明
示
し
て
あ
る
よ
う
に
、

圏
内
部
の
す
べ
て
の
階
級
勢
力
と
そ
の
相
互
関
係
を
、
厳
密
に
、
客
観
的
に
考
慮
に
入
れ
、
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
の

カミ

「
階
級
構
成
」
を
と
ら
え
る
ば
あ
い
の
わ
た
し
の
基
本
的
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

「
構
造
改
革
論
」
者
は
、
独
占
体
は

「
ひ
と
に
、
ぎ
り
」
で
「
労
働
者
階
級
と
勤
労
大
衆
」
は
圧
倒
的
多
数
の
「
広
汎
」
だ
か
ら
、

「
広
汎
な
労
働
者
階
級
と
勤
労
大
衆
」
が
た

や
す
く
「
反
独
占
統
一
戦
線
」
を
結
成
し
て
「
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
」
を
孤
立
き
ぜ
、

」
れ
を
追
い
つ
め
、
平
和
的
・
民
主
的
に
変
革

を
遂
行
で
き
る
の
だ
と
い
う
「
思
考
方
法
な
い
し
は
発
想
法
」
を
、

主
義
国
内
部
の
基
本
的
な
階
級
構
造
」
す
ら
も
つ
か
ん
で
い
な
い
し
、

基
本
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
か
れ
ら
が
「
独
占
資
本

そ
の
複
雑
な
階
級
構
成
、
そ
の
錯
綜
し
た
相
互
関
係
を
厳
密
に
と

ら
え
な
け
れ
ば
と
う
て
い
問
題
に
な
ら
な
い
と
述
べ
て
、

ま
ず
基
本
的
な
「
階
級
構
成
}
の
あ
ら
ま
し
を
示
し
、

つ
い
で
そ
の
相
互
関
係

の
基
本
的
な
あ
り
か
た
に
つ
い
て
説
明
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

榊
氏
は
、
「
構
造
改
革
論
」
者
と
山
本
と
の
双
方
の
主
張
を
捜
本
的
に
批
判
し
一
掃
さ
れ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
階
級
構
成
一



の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
も
、
当
然
、
明
確
な
批
判
が
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
っ
た
い
、

「
構
造
改
革
論
」
者
の
「
ひ
と
に
、
ぎ
り

の
独
占
体
に
対
す
る
広
汎
な
労
働
者
階
級
と
勤
労
大
衆
」
と
い
う
と
ら
え
方
は
正
し
い
の
か
誤
り
か
、

ま
た
、

山
本
の
か
か
げ
る

ωか
ら

仙
川
ま
で
の
「
階
級
構
成
」
は
正
し
い
の
か
誤
り
か
?

も
し
、
両
者
と
も
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

い
っ
た
い
、
榊
民
が
正
し

い
と
さ
れ
る
階
級
構
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
?
ー
ー
ー
こ
う
い
う
当
然
の
聞
い
に
た
い
し
て
、
榊
氏
は
、
な
ん
と
驚
い
た
こ
と

に
、
ひ
と
つ
も
答
え
を
出
し
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
頼
つ
か
な
り
で
お
し
通
そ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
右
の
当

然
の
問
い
に
な
に
ひ
と
つ
答
え
な
い
で
、
両
者
と
も
誤
り
だ
な
ど
と
、

よ
く
も
ま
あ
「
批
判
」
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
き
に
い
っ
て
「
五
」
の
は
じ
め
で
よ
う
や
く
榊
氏
は
、

わ
た
し
の
「
階
級
構
成
」
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、

「占
V
隣

国

A
V

為

、

-
ふ
れ
・
刀

マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
階
級
一
陣
分
が
そ
の
よ
う
な
現
象
的
な
手
法
を
拒
否
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
・
」

と
述
べ
た
て
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

「
階
級
構
成
」
の
問
題
が
一
応
片
づ
い
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、

に
わ
か
に
山
本
の
「
階
級
区

分
」
は
「
現
象
的
な
手
法
」
だ
と
非
難
を
ぶ
つ
け
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、

「
手
法
」
と
い
う
言
葉
に
「
現
象
的
な
」
と
い
う
形

容
詞
を
つ
け
て
つ
く
り
あ
げ
た
奇
妙
な
言
葉
が
、

い
っ
た
い
、

ど
う
し
て
考
え
出
さ
れ
た
か
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
こ
と

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ま
も
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、

」
の
辺
の
と
こ
ろ
に
も
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
I

ン
主
義
者
」
の
「
品
性
」
が
実
に
よ
〈
一
京
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

わ
た
し
の
「
階
級
区
分
」
を
「
現
象
的
な
手
法
」
だ
と
や
っ

つ
け
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
榊
君
よ
、

ど
う
か

「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

1
ニ
ン
主
義
者
」
ら
し
く
、
君
自
身
の
「
現
象
的
な
手
法
」

で
な
い
「
階
級
区
分
」
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
ま
え
。
自
分
自
身
の
「
階
級
区
分
」
は
ひ
と
つ
も
示
さ
ず
、

ま
た
示
す
こ
と
も
で
き
ず
、

他
人
の
「
階
級
区
分
」
に
つ
い
て
「
現
象
的
な
手
法
」
な
ど
と
い
う
、
迷
文
句
で
や
っ
つ
け
て
し
ま
お
う
な
ど
と
考
え
る
と
は
、

な
ん
と

見
下
げ
は
て
た
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」
で
あ
る
こ
と
か
!

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
四
五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
四
六

榊
民
は
、

そ
の
「
四
」
の
は
じ
め
で
「
階
級
構
成
」
を
と
り
あ
げ
る
と
き
に
は
、

「
現
象
的
な
手
法
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
お
く
び
に

も
出
さ
ず
、

と
っ
て
、

わ
た
し
が
な
ぜ
、

わ
た
し
の
示
し
た
「
階
級
区
分
」
を
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
と
き
に
は
榊
氏
に

ど
う
い
う
基
準
に
よ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
「
階
級
構
成
」
を
示
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
全
然
わ
け
わ

か
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
階
級
区
分
」
の
正
し
い
基
準
、

と
く
に
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
的
区
分
の
基

準
と
い
う
も
の
は
、
榊
氏
に
は
、
最
後
ま
で
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
と
い
う
事
実
を
は
っ

き
り
示
し
て
い
る
の
が
、
氏
自
身
再
三
用
い
ら
れ
る
独
特
の
用
語
|
|
「
生
産
と
生
産
関
係
の
な
か
で
占
め
る
地
位
」
!
ー
で
あ
る
。
こ

の
用
語
の
示
し
て
い
る
客
観
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
よ
く
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
、
な
ぜ
、
榊
氏
は
、

は
じ
め
に
は
わ
た
し
の
「
階
級
構
成
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
て
お
き
な
が
ら
、
あ
と
に
な
っ
て
わ
た
し
の

「
階
級
区
分
」
の
仕
方
が
「
現
象
的
な
手
法
」
だ
な
ど
と
い
う
非
難
を
な
げ
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?

そ
れ
は
お
そ
ら

く
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
榊
氏
は
、

わ
た
し
が
な
に
を
「
階
級
区
分
」
の
基
準
に
し
て
い
る
か
が
わ
け
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

は
じ
め
わ
た
し
の
「
階
級
構
成
」
の
説
明
を
と
り
あ
げ
る
と
き
に
は

こ
れ
を
や
っ
つ
け
よ
う
に
も
、

そ
の

内
容
が
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ソ
主
義
」
的
見
地
か
ら
み
て
正
し
い
も
の
と
ひ
じ
よ
う
に
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
、
う

か
つ
に
は
こ
れ
に
予
を
出
さ
な
い
ほ
う
が
賢
明
と
判
断
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
、
榊
氏
は
、

し
め
た
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
の
説
明

の
中
に
「
無
所
有
」
と
い
う
文
字
が
出
て
く
る
の
を
発
見
し
て
、

「
無
所
有
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、

F 

'-

れ
は
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
山
本
は
「
モ
ノ
や
ヵ
、
不
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」
に
よ
っ
て
「
計
つ

て
」
い
る
、

だ
か
ら
山
本
は
あ
わ
れ
に
も
「
現
象
的
な
手
法
」
に
お
ち
こ
ん
で
い
る
の
だ
、

と
き
め
こ
ん
だ
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

経
済
学
の
素
養
の
な
い
ふ
つ
う
の
人
間
は
、

こ
の
「
無
所
有
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
俗
物
的
解
釈
以
上
に
出
る
こ
と
は



で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
国
語
的
に
言
い
な
お
し
て
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
っ
て
い
な
い
」
こ
と
だ
と
考
え
る
。
桝
民
も
、
も
ち
ろ

ん

」
の
俗
物
的
・
国
語
的
解
釈
を
そ
の
ま
ま
う
の
み
に
し

こ
の
解
釈
を
唯
一
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
非
難
攻
撃
を

あ
び
せ
る
、

!
l
l
ι

山
本
は
、

な
い
も
の
だ
け
が
純
粋
知
的
者
階
級
だ
と
い
う
『
理
論
』
」
ま
で
述
べ
た
て
て
い
る
が
、

「
労
働
者
階
級
」
を
ば
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
計
っ
て
い
る
」
、

「
な
に
も
持
た

」
の
よ
う
に
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
っ
て
い
な
い
」

こ
と
を
基
準
に
し
て
「
純
粋
労
働
者
」
を
区
分
し
て
い
る
た
め
に
、

山
本
は
、
す
こ
し
で
も
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
っ
て
い
る
」
者
は
す
べ

て
「
労
働
者
階
級
」
か
ら
除
外
し
て
し
ま
い
。
そ
の
た
め
に
「
賃
銀
労
働
者
階
級
の
勢
力
を
い
っ
そ
う
小
さ
い
も
の
に
し
」
、

そ
の

「
力

を
最
小
限
に
『
切
り
ち
じ
め
』

『
弱
め
』
て
描
き
出
す
」
と
い
う
、
許
し
が
た
い
誤
謬
と
セ
ク
ト
主
義
的
偏
向
を
犯
し
て
い
る
も
の
で
あ

る、

と
そ
れ
ゆ
え
、
榊
氏
の
論
文
の
「
四
」
が

「
独
占
資
本
を
守
強
め
」
、
労
働
者
階
級
を
『
弱
め
る
』
」
と
い
う
、

ま
こ
と
に
奇
妙
な
題
を

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
、

「
無
所
有
」
に
つ
い
て
の
榊
氏
自
身
の
俗
物
的
・
国
語
的
解
釈
を
も
と
と
し
て
の
、

わ
た
し
へ

の
非
難
と
攻
撃
を
表
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
「
構
造
改
革
論
」
批
判
が
的
外
れ
だ
と
い
う
榊
氏
の
非
難
も
、

こ
の
「
無
所

有
」
に
つ
い
て
の
榊
氏
自
身
の
解
釈
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「
無
所
有
」
を
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」
こ
と
だ
と

す
る
俗
物
的
解
釈
の
上
に
は
じ
め
て
、
榊
氏
の
こ
れ
ら
い
っ
さ
い
の
非
難
攻
撃
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

は
た
し
て
真
の

マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
の
見
地
か
ら
み
て
、

」
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
?

わ
た
し
は
、

こ
の
「
無
所
有
」
の

内
容
を
、

そ
れ
が
科
学
的
経
済
理
論
に
お
い
て
し
め
る
意
味
を
、

は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
だ
と
お
も
う
。
わ

J

た
し
の

「
階
級
区
分
」
が
誤
り
か
ど
う
か
、
榊
氏
の
批
判
が
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
γ
主
義
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
あ
き
ら
か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
四
七



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
〉

一
四
八

五

ま
、
ず
は
じ
め
に
、
榊
氏
自
身
の
解
釈
さ
れ
る
「
無
所
有
」
と
い
う
言
葉
が
、

ど
う
い
う
事
実
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
か
を
、
考
え
て

み
よ
う
。
榊
氏
は
、

「
無
所
有
」
と
は
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
言
葉
そ
の
も
の

と
し
て
は
、
そ
う
い
う
解
釈
も
一
応
成
り
立
ち
う
る
。
だ
が
、
こ
う
い
う
言
薬
、

つ
ま
り
概
念
は
、

た
だ
そ
の
一
言
葉
だ
け
が
在
っ
て
、
事

実
と
は
な
ん
ら
関
係
の
な
い
も
の
だ
と
い
っ
て
す
ま
す
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
榊
氏
は
、

「
唯
物
論
研
究
会
々
員
L

で
い
ら
れ
る

そ
う
で
あ
る
。

で
は
、

「
無
所
有
」
つ
ま
り
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を
指
し
て
言
っ
た
も

よ
く
御
存
じ
の
は
ず
で
あ
る
。
榊
君
よ
、
ど
う
か
は
っ
き
り
と
、

言
葉
が
ど
ん
な
事
実
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
か
を
、
答
え
て
く
れ
た
ま
え
。

の
か
は
、

「
無
所
有
」

H

「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
い
う

可
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
I
ニ
ン
主
義
者
」
を
も
っ
て
自
任
さ
れ
る
榊
民
に
は
た
い
へ
ん
お
気
の
毒
な
こ
と
で
あ
る
が
、
「
無
所
有
」

と
い
う
言
葉
は
、
榊
民
の
よ
う
に
国
語
的
・
俗
物
的
に
解
釈
す
る
と
き
に
は
、
事
実
あ
り
え
な
い
も
の
、
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
考
え
て
も
み
た
ま
え
、

こ
の
世
に
生
存
し
て
い
る
人
で
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」
者
が
、

ひ
と
り
で
も
あ
る
だ

ろ
う
か
?

「
モ
ノ
も
な
〈
カ
ネ
も
な
し
」
で
は
、

ひ
と
は
一
週
間
と
は
生
き
ら
れ
な
い
。
衣
服
を
見
た
ま
え
、

」
れ
は
り
つ
ば
な
「
モ

ノ
」
で
あ
る
。
履
物
で
も
食
器
で
も
、
多
少
の
家
財
道
具
で
も
、

み
な
「
モ
ノ
」
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
モ
ノ
」
を
も
っ
て
い
な
い
よ
う

な
労
働
者
が
、

日
本
の
ど
と
に
生
き
て
い
る
か
ワ

乞
食
で
す
ら
、
若
干
の
衣
服
、
食
器
、
そ
し
て
あ
る
種
の
家
財
道
具
は
ち
ゃ
ん
と
所

持
し
て
い
る
。
人
聞
が
生
存
す
る
た
め
に
は
多
少
と
も
生
活
手
段
、

つ
ま
り
「
モ
ノ
」
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
ぐ
ら

ペ
知
っ
て
い
な
い
者
が
ひ
と
り
で
も
あ
る
だ
ろ
う
か
つ

「
カ
ネ
」
広
し
て
も
凋
じ
で
あ
る
。
こ
の
資
本
主
義
社
会
で
は
、
生
活
手
段



hv
大
半
は
「
カ
ネ
」
で
貰
か
ね
ば
な
ら
ず
や
必
要
な
雨
に
必
要
な
「
モ
ノ
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、

ひ
と
は
い
つ
で
も
若
干
砂
「
ヵ
、
不
」

を
手
許
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、

人
聞
は
、

」
の
社
会
で
は
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
る
」
の
で
な
け
れ
ば
、
生
存

で
き
な
い
し

「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」

H

「
無
所
有
」
の
人
聞
は
ひ
と
り
も
い
な
い
、

と
い
う
の
が
事
実
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
科
学
的
経
済
理
論
に
つ
い
て
す
こ
し
で
も
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
誰
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
科
学
的
経
済
理
論
を
知
ら
な
く
て
も
健
全
な
常
識
の
持
主
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
科
学
的

経
済
理
論
の
研
錯
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
わ
た
し
と
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
意
味

で
「
無
所
有
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

つ
い
ぞ
考
え
て
み
た
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
榊
氏
が
、

V 

'-

の
「
無
所
有
」
と
い
う
言
葉
に
執
着
し
て
、

ひ
た
す
ら
「
モ
ノ
や
ヵ
、
子
を
も
っ
て
い
な
い
」
こ
と
だ
と
力
説
さ
れ
て
い
る
の
は
、
榊
氏
自

身
が
科
学
的
経
済
理
論
を
全
然
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
こ
と
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

さ
ら
に
、
民
自
身
の
使
用
す
る
特

定
の
言
葉
に
つ
い
て
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
内
容
の
も
の
か
を
全
然
考
え
て
み
も
し
な
い
と
い
う
、
特
異
な
「
品
性
」
の
持
主
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
、
如
実
に
一
亦
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
無
所
有
」
を
和
物
的
思
考
そ
の
ま
ま
に
、
「
モ
ノ
や
ヵ
、
不
を
も
っ
て
い
な
い
」
こ
と
だ

し
か
も
そ
の
俗
物
的
解
釈
を
相
手
に
押
し
つ
け
て
お
い
て
、

「
さ
て
こ
そ
、

モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
計

と
思
い
こ
み
、

っ
て
い
る
、

そ
れ
は
誤
り
だ
、

そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
現
象
的
な
手
法
だ
」
な
ど
と
わ
め
き
た
て
る
と
は
、

な
ん
と
情
な
い
「
評
論
家
」

で
あ
ろ
う
か
。
な
ん
と
い
う
恥
し
ら
ず
な
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」
で
あ
ろ
う
か
!

で
は

わ
た
し
は
、

「
階
級
構
成
」
を
説
明
す
る
さ
い
に
、

ど
う
い
う
意
味
で
「
無
所
有
」
と
い
う
一
言
葉
を
つ
か
っ
た
の
か
?

し、

つ

R

-

、、

争
心

tuw

「
所
有
」
と
い
う
概
念
は
、
科
学
的
経
済
理
論
の
立
場
か
ら
み
る
と
き
、
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
と
し
て
正
確
に
把
握
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
り

お
気
の
毒
に
も
榊
氏
の
理
解
を
絶
す
る
こ
の
肝
腎
の
問
題
に
つ
い
て
、
す
こ
し
く
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
四
九
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ま
ず
、

さ
き
に
か
か
げ
た
拙
著
「
総
括
」
の
中
の
「

ω諸
階
層
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
」
の
項
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
。
読
者
は
、

そ
こ
に
「
私
的
所
有
」
と
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
と
い
う
、
一
一
つ
の
言
葉
を
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、

「
私
的
所
有
」
と
「
資

本
制
的
私
的
所
有
」
と
い
う
こ
つ
の
言
葉
を
花
べ
て
み
た
だ
け
で
も
、
そ
の
ば
あ
い
の
一
「
所
有
一
が
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
っ
て
い
る
二
」

が
身
に
し
み
つ
き
、

と
な
ど
指
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
通
常
の
理
解
力
の
持
主
な
ら
ば
、
察
知
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
俗
物
的
思
考
方
法

テ

ア

イ

そ
の
上
是
が
非
で
も
相
手
を
や
っ
つ
け
ね
ば
と
い
う
衝
動
を
お
さ
え
き
れ
な
い
手
合
に
と
っ
て
は
、
右
の
二
つ
の
言

葉
の
意
味
を
考
え
て
み
る
力
も
余
裕
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
榊
君
よ
、

場
か
ら
い
え
ば
、

よ
く
き
き
た
ま
え
、
科
学
的
経
済
理
論
の
立

「
所
有
」
と
い
う
概
念
ほ
!
!
と
く
に
「
階
級
区
分
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
は

i
l
「
生
産
手
段
の
所
有
」

だ
け
を
示
す
も
の
な
の
だ
。
こ
う
い
う
初
歩
的
・
基
礎
的
な
こ
と
を
、

「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
者
」

「
評
論
家
L

を

も
っ
て
任
、
ず
る
榊
氏
に
説
明
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、

な
ん
と
は
づ
か
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。

で
は
、

こ
の
「
生
産
手
段
の
所
有
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
「
階
級
区
分
し
に
お
い
て
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
な
る
の
か

勺

「
階
級
」
が
、
ま
さ
に
「
生
産
に
お
け
る
人
間
の
社
会
的
関
係
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
生
き
た
要
因
」
た
る
労
働
力
と
「
死
ん
だ
要
因
」
た
る
生
産
手
段
と
の
結
合
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
「
生
産
に
お
け
る
人
間

の
社
会
的
関
係
」
つ
ま
り
「
生
産
関
係
」
は
、
こ
の
労
働
力
の
担
い
手
た
る
人
間
の
社
会
的
な
関
係
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
簡
単

に
い
え
ば
、
労
働
力
の
担
い
手
が
生
産
手
段
の
「
所
有
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
も
し
「
所
有
者
」
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

「
非
労
働
力
」
た
る
「
所
有
者
」
に
た
い
し
て
「
非
所
有
者
」
た
る
労
働
力
の
担
い
手
が
、
ど
う
い
う
社
会
的
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ

こ
れ
は
ま
た
生
産
手
段
の
「
所
有
関
係
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表

i主

そ
れ
は
、

生
産

と、

1

1

こ
れ
が
「
生
産
関
係
」
の
基
本
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、

現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
踏
級
区
分
」
に
と
っ
て
「
所
有
」
が
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
と
い
う
の
は
、

ま
き
に
こ
の
点
を
示
し
た
も
の



な
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
資
本
制
的
生
産
関
係
の
支
配
す
る
社
会
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
基
本
的
な
階
級
関
係
は
、
こ

の
資
本
制
的
生
産
関
係
、
つ
ま
り
資
本
制
的
私
的
所
有
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
非
労
働
力
」
H
「
私
的
所
有
者
」
で
あ

る
資
本
家
の
階
級
と
、
「
非
所
有
者
」
H

「
労
働
力
」
で
あ
る
賃
銀
労
働
者
の
階
級
と
の
階
級
対
立
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
社
会
に
は
、
同
じ
く
「
私
的
所
有
者
」
で
あ
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
労
働
力
を
支
出
し
て
生
産
手
段
に
働
き
か
け
る
生
産
者
、

資
本
主
義
社
会
は
、

つ
ま

り
「
私
的
所
有
者
」
日
「
労
働
力
」
の
階
層
も
広
汎
に
存
在
す
る
。
こ
の
「
私
的
所
有
者
」
日
「
労
働
力
」
と
い
う
生
産
関
係
は
、

「
本
来
的

私
的
所
有
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
つ
ま
り
「
資
本
制
的
生
産
関
係
」
は
、
こ
の
「
本
来
的
私
的
所

有
」
の
よ
り
い
っ
そ
う
発
展
し
た
も
の
、
そ
れ
の
「
分
解
」
し
た
形
態
だ
と
見
な
さ
れ
る
し
、

ま
た
歴
史
的
に
み
て
も
事
実
そ
の
と
お
り

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
主
義
社
会
の
「
階
級
区
分
」
を
考
え
る
と
き
に
は
、

ま
ず
資
本
家
階
級
と
賃
銀
労
働
者
階
綾
と
の
二
大
階
級

と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
中
間
に
あ
る
「
本
来
的
私
的
所
有
」
者
H

独
立
生
産
者
の
階
級
と
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
基
本
的
な
階
級
は
右
の
三
つ
で
あ
る
が
、

な
お
独
立
生
産
者
と
賃
銀
労
働
者
と
の
問
、

お
よ
び
独
立
生
産
者
と
資
本
家
と
の
聞
に
、

そ
れ
ぞ
れ
中
間
的
な
、
過
渡
的
な
階
層
が
考
え
ら
れ
る
し
、

ま
た
事
実
広
汎
に
存
在
す
る
。

一
方
で
は
、
自
身
で
生
産
手
段
を
所
有
し
白

身
の
労
働
力
で
生
産
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
自
身
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
売
ら
ざ
る
を
え
な
い
「
独
立
生
産
者
兼
賃
銀
労
働

者
」
の
階
層
が
あ
る
と
同
時
に
、
自
身
独
立
生
産
者
で
あ
り
な
が
ら
少
数
の
労
働
者
を
雇
っ
て
搾
取
す
る
「
独
立
生
産
者
兼
資
本
家
」
の

階
層
が
あ
り
、

さ
ら
に
ま
た
独
占
資
本
主
義
社
会
で
は
、
資
本
家
階
級
そ
の
も
の
も
、
全
国
民
経
済
を
支
配
す
る
「
独
占
資
本
家
」
と
そ

察
す
る
と
き
に
、

れ
以
外
の
「
中
小
資
本
家
」
と
の
両
階
層
に
分
裂
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
独
占
資
本
主
義
社
会
の
「
階
級
構
成
」
を
考

わ
た
し
が
ま
ず
六
つ
の
階
層
を
区
分
し
て
い
る
の
は
、
生
産
手
段
と
労
働
力
の
担
い
手
と
の
社
会
的
な
関
係
、

つ
ま
り

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
囲
)
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「
所
有
関
係
」
を
こ
そ
基
準
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

一五

」
の
よ
う
な
こ
と
は

マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
の
見
地
か
ら
み
て
も

お
よ

そ
基
礎
的
・
原
則
的
な
事
柄
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

わ
た
し
の
挙
げ
た
六
つ
の
階
層
の
並
べ
方
を
見
た
だ
け
で
も
右
の
よ
う
な
「
階
級
区
分
」
の
基
動
は
簡
単
に
考
え
つ
く
は
ず
で
あ
る

が
、
科
学
的
経
済
理
論
を
よ
く
知
ら
ず
、

し
か
も
俗
物
的
解
釈
で
事
を
す
ま
そ
う
と
す
る
「
評
論
家
」
も
あ
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、

な
お
念

の
た
め
に
、

わ
た
し
の
示
し
た
「
階
級
構
成
」
に
つ
い
て
、
大
切
な
点
を
若
干
補
足
的
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
私
的
所
有
」
に
は
性
質
の
ち
が
っ
た
こ
つ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ー「

本

来
的
私
的
所
有
」
者
つ
ま
り
独
立
生
産
者
は
、
自
身
の
労
働
力
を
働
か
す
対
象
で
あ
る
個
別
的
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
て
、
自
身
労
働

し
て
生
産
を
お
こ
な
う
と
い
う
点
で
は
「
勤
労
者
」
で
あ
り
、

し
か
も
他
人
の
労
働
力
を
搾
取
せ
ず
、
剰
余
価
値
(
そ
の
転
化
形
態
で
あ

る
利
潤
、
利
子
、
配
当
、
地
代
な
ど
〉
を
取
得
し
な
い
と
い
う
点
で
「
資
本
家
」
と
は
全
く
ち
が
う
。
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
者
日
資
本

家
は
、
自
身
労
働
力
の
担
い
手
と
し
て
は
た
ら
か
ず
、
他
人
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
購
入
し
そ
の
私
有
す
る
生
産
手
段
に
結
び
つ
け
、

剰
余
価
値
(
そ
の
転
化
諸
形
態
)
を
取
得
す
る
。
資
本
家
に
と
っ
て
は
、

そ
の
所
有
す
る
貨
幣
は
資
本
と
し
て
は
た
ら
き
、
生
産
手
段
も

労
働
力
(
他
人
の
)
も
み
な
資
本
の
実
存
形
態
に
す
ぎ
ず
、
価
値
増
殖
、

不
労
所
得
獲
得
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
「
資
本
制

的
私
的
所
有
」
者
の
生
産
し
搾
取
し
た
剰
余
価
値
は
、
種
々
の
転
化
形
態
(
産
業
利
潤
、
商
業
利
潤
、

企
業
者
利
得
、
利
子
、
配
当
、
地

こ
れ
ら
の
転
化
諸
形
態
を
ば
種
々
の
所
有
名
儀
に
よ
っ
て
取
得
す
る
者
は
、
す
べ
て
資
本
家
階
級
に
属
す
る
も

代
等
)
に
分
化
す
る
が
、

の
と
見
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

土
地
、
家
屋
、
株
式
、
公
社
債
等
を
所
有
し
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
剰
余
価
値
の
転
化
諾
形
態
た
る
不

労
所
得
を
取
得
す
る
者
は
、

み
な
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
者
H
資
本
家
の
階
級
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
注
意
す
べ
き
は
、
労
働
者
階
級
の
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
自
身
の
労
働
力
を
働
か
す
対
象
の
生
産
手
段
は
な
に
ひ
と
つ
所
有



せ
ず
、

ま
た
剰
余
価
値
の
転
化
諸
形
態
の
分
け
前
に
あ
づ
か
る
こ
と
も
全
く
な
く
、

た
だ
自
身
の
肉
体
の
中
に
持
っ
て
い
る
労
働
力
を
高

品
と
し
て
売
り
、

そ
の
販
売
価
格
で
あ
る
賃
銀
に
依
存
し
て
生
活
を
支
え
て
い
る
者
1

1

こ
れ
が
、

ま
さ
に
賃
銀
労
働
者
で
あ
る
。
賃
銀

労
働
者
は
、

「
所
有
」
と
は
無
縁
で
あ
る
。
独
立
生
産
者
の
よ
う
に
自
身
の
伺
別
的
生
産
の
利
益
増
大
に
没
頭
す
る
こ
と
も
な
く
、

ま
し

て
資
本
家
の
よ
う
に
他
人
の
労
働
の
搾
取
、
最
大
限
の
不
労
所
得
の
獲
得
に
あ
く
せ
く
す
る
こ
と
な
ど
全
く
な
く
、

む
し
ろ
、
資
本
家
の

持
取
の
対
象
と
な
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、

「
結
合
労
働
力
」
と
し
て
偉
大
な
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
と
真
っ
向
う
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
賃
銀
労
働
者
は
、

「
所
有
」
と
無

縁
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

し
た
が
っ
て
た
だ
こ
の
階
級
だ
け
が
真
に
革
命
的
な

階
級
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賃
銀
労
働
者
が
「
所
有
」
と
全
く
無
縁
で
あ
っ
て
ま
さ
に
「
無
所
有
」
だ
と
い
う
点
に
お
い

て

い
っ
さ
い
の
「
私
的
所
有
」
者
と
の
本
質
的
差
異
が
示
さ
れ
て
い
る
、

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
第
三
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
こ
と
は
、
届
貝
銀
労
働
者
が
「
所
有
」
と
は
無
縁
の
、
白
身
の
労
働
力
H

商
品
の
売

手
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
者
の
経
済
状
態
は
け
っ
し
て
一
様
で
は
な
く
、

ま
さ
に
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
あ
る
、

と
い
う
点

で
あ
る
。

日
給
一
、

五
O
O円
の
臨
時
工
も
、
月
給
一
一
一
万
円
の
課
長
も
、

は
た
ま
た
警
察
機
動
隊
々
員
も
、

い
わ
ゆ
る
労
働
貴
族
も
、

み
な
同
じ
賃
銀
労
働
者
で
あ
り
、

り
っ
ぱ
に
労
働
者
階
級
の
成
員
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
労
働
力
H

商
品
の
売
手
は
賃
銀
の
ほ
か
に
収
入

を
得
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
賃
銀
労
働
者
は
ー
ー
そ
の
賃
銀
が
買
叩
か
れ
、

不
安
定
で
あ
る
た
め
に

な
お
さ
ら
|
|
種
々
の
方
法
で
収
入
の
増
加
を
図
り
、
す
こ
し
で
も
生
活
の
安
定
を
得
ょ
う
と
努
力
す
る
。
も
し
、
彼
が
賃
銀
の
一
部
を

積
立
て
た
貯
金
で
や
っ
と
借
家
を
つ
く
り
家
賃
を
取
得
す
る
と
す
れ
ば
、

か
れ
は
、

て
面
で
は
賃
銀
労
働
者
だ
が
、
他
国
で
は
家
主
と
し

て
不
労
所
得
を
獲
得
す
る
。
そ
の
貯
金
を
小
口
金
融
に
廻
し
て
閏
利
子
を
稼
げ
ば
、

そ
の
か
ぎ
り
で
彼
は
利
子
生
み
資
本
家
の
一
面
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
株
券
、
社
債
を
買
う
ば
あ
い
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
彼
は
、
賃
銀
労
働
者
階
級
の
一
員
で
あ
り

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一五三一



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

玉
四

な
が
ら
、
な
お
か
っ
、
他
の
一
面
に
お
い
て
「
資
本
家
」
的
要
素
を
|
|
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、

「
独
立
生
産
者
」
の
要
素
を

ー
ー
も
つ
も
の
と
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
、

た
と
え
ば
、
利
子
、
配
当
、
家
賃
等
の
収
入
が
ふ
え
て
、

そ
れ
だ
け
で
相
当
な
生
活
が
十
分

賄
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
か
れ
は
、
早
晩
、
賃
銀
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
こ
れ
ら
の
不
労
所
得
に
も
っ
ぱ
ら
|
|
あ
る
い
は
主
と
し

て
|
|
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
っ
て

」
の
と
会
」
に
は
、

か
れ
は
も
は
や
「
資
本
家
階
級
」
の
一
員
に
な
り
か
わ
っ

た
も
の
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

面
的
な
も
の
で
あ
り
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
生
産
関
係
」
は
簡
単
で
は
な
く
、

」
と
に
人
聞
は
つ
ね
に
多

つ
ね
に
流
動
H

変
化
の
過
程
に
お
か
れ
て
い
る
点
を
、
け
っ
し
て
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、

以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
わ
た
く
し
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
階
級
構
成
」
に
た
い
し
て
、
榊
氏
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う

に
読
み
と
り
、

ど
の
よ
う
に
こ
れ
を
批
判
し
て
い
ら
れ
る
か
、
ー
ー
ー
こ
の
点
を
つ
、
ぎ
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

ム

ノ、

榊
氏
は
、
拙
著
結
章
「
総
括
」
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
分
(
付
か
ら
例
ま
で
の
う
ち
の
わ
ず
か
付
と
同
の
半
分
だ
け
)
し
か
眼
を
通
さ

ず
、
同
の
後
半
か
ら
例
ま
で
の
重
要
な
指
摘
は
全
然
こ
れ
を
無
視
し
、
黙
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
、
眼
を
通
し
た

は
ず
の
は
じ
め
の
一
部
分
で
さ
え
、
そ
の
内
容
を
ゆ
が
め
、
別
の
も
の
に
す
り
か
え
て
し
ま
っ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
明
記
さ
れ
て
い

る
原
文
を
、
榊
氏
が
ど
の
よ
う
に
歪
曲
し
、
す
り
か
え
て
い
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
事
実
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ

」
に
は
そ
の
顕
著
な
も
の
だ
け
を
挙
げ
る
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
諸
君
は
、
榊
氏
の
独
自
の
論
法
と
そ
の
特
異
な
「
品
性
」
と
を
十
二

分
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
。

門

1
A
】

〈
原
文
)
「
現
実
に
「
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
』
が

ωか
ら
川
仰
に
い
た
る
ま
で
の
各
階
層
の
構
成
部
分
の
相
当
数
を
そ
の
支
配
下
に
し
っ
か
り
と
と



ら
え
、
こ
れ
を
自
己
の
支
柱
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
J

(
榊
氏
に
よ
る
改
作
〉
「
山
本
氏
の
『
批
判
』
の
骨
絡
は
、
独
占
体
は
『
ひ
と
に
ぎ
り
』
で
は
な
く
て
強
大
な
も
の
で
あ
り
、
:
:
:
:
:
:
と
い
う
点
に
あ

る
よ

〔

2
】
(
原
文
)
「
貸
銀
労
働
者
階
級
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
所
有
』
と
は
無
誌
の
、
無
産
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
り
、
そ
の
点
で
『
私
的
所
有

者
』
と
は
共
通
な
も
の
を
ま
っ
た
く
も
た
ず
、
し
か
も
『
資
本
制
的
私
的
所
有
』
に
よ
っ
て
直
接
に
搾
取
さ
れ
る
も
の
、
こ
れ
と
対
立
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
」

(
榊
氏
に
よ
る
改
作
)
「
山
本
氏
の
『
批
判
」
の
骨
硲
は
、
:
=
;
:
:
賃
銀
労
働
者
階
級
は
①
か
ら
③
ま
で
の
私
的
所
有
者
と
対
立
し
て
い
る
と
い
う
点

に
あ
る
。
」

〔

3
〕
(
原
文
)
「
大
衆
投
資
家
の
中
に
は
、
労
働
者
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
小
株
主
が
相
当
数
あ
る
。
こ
れ
ら
の
賃
銀
労
働
者
の
意
識
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的

で
な
く
、
小
ブ
ル
的
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
」

(
榊
氏
に
よ
る
改
作
)
「
山
本
氏
に
よ
れ
ば
、
「

a
i
-
-
-
大
衆
投
資
家
の
中
に
は
労
働
者
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
小
株
主
が
相
当
数
あ
る
』
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
賃
銀
労
働
者
階
級
の
勢
力
は
い
っ
そ
う
小
さ
な
も
の
に
な
る
。
」

〔

4
〕
わ
た
し
は
、
「
構
造
改
革
論
」
者
の
「
重
大
な
欠
陥
」
を
七
つ
挙
げ
て
説
明
し
、
と
く
に
そ
の
「
独
特
の
思
考
方
法
」
に
つ
い
て
、
「
そ
の
根
底

に
あ
る
も
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
の
理
解
の
欠
如
、
あ
る
い
は
そ
の
役
割
の
否
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、

要
約
し
て
い
る
。

(
榊
氏
に
よ
る
改
作
)
「
こ
こ
か
ら
山
本
氏
ば
、
立
構
造
改
革
』
論
者
は
独
占
資
本
の
力
を
過
小
評
価
し
て
革
命
を
甘
く
み
て
い
る
、
と
い
っ
た
式
の

〈

1
)

守
批
判
』
を
し
て
い
く

i
・e
・-

D

」
「
と
こ
ろ
が
山
本
兵
は
、
問
題
の
所
在
を
す
り
か
え
て
、
独
占
体
と
労
働
者
階
級
の
カ
関
係
(
そ
れ
も
純
経
済
的
な
)

が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
と
り
だ
し
、
一
方
の
力
を
最
大
限
に
『
強
め
』
て
措
き
、
他
方
の
力
を
最
小
限
に
「
切
り
ち
じ
め
』
守
弱
め
』
て
描
き
だ
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
『
構
造
改
革
』
論
を
批
判
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
。
」

(
1
)

こ
の
「
力
関
係
」
に
つ
け
ら
れ
た
但
し
書
i
「
そ
れ
も
純
経
済
的
な
」
ー
を
よ
く
ご
ち
ん
い
た
だ
き
た
い
。
「
諸
階
層
の
あ
い
だ
の
相
玄
関

係
」
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
説
明
は
、
な
ん
と
、
「
独
占
体
と
労
働
者
階
級
と
の
純
経
済
的
な
力
関
係
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
と
り
だ
し
」
た
も
の

だ
そ
う
で
あ
る
。
小
。
フ
ル
的
な
発
想
法
と
俗
物
的
解
釈
に
と
ら
わ
れ
て
ひ
た
す
ら
相
手
を
や
っ
つ
け
る
こ
と
に
だ
け
熱
中
す
る
と
、
自
分
が
「
問
題
の

所
在
を
す
り
か
え
て
」
い
る
の
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、
「
純
経
済
的
」
と
い
う
一
言
葉
の
意
味
も
わ
け
わ
か
ら
な
く
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
五
五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
回
)

一
五
六

〔

pb
】
わ
た
し
は
、
厳
密
に
、

と
規
定
し
て
い
る
。

(
桝
氏
に
よ
る
改
作
)
「
そ
の
結
果
は
ど
う
か
。
労
働
者
階
級
は
、
生
産
(
げ
)
と
生
産
関
係
の
な
か
で
占
め
る
そ
の
地
位
か
ら
で
は
な
く
て
、
モ
ノ
や

カ
ネ
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
計
ら
れ
、
な
に
も
持
た
な
い
も
の
だ
け
が
純
粋
労
働
者
階
級
だ
と
い
う
『
理
論
」
に
ま
で
H

昇
華
μ

さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
」
(
げ
|
山
本
)
@

〔

6
】
(
原
文
)
「
賃
銀
労
働
者
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
階
級
意
識
を
も
つ
も
の
で
は
、
け
っ
し
て
な
い
。
ま
た
、
賃
銀
労
働
者
と
し
て
生
活
し
日
常
闘

争
を
く
り
か
え
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
階
級
意
識
が
ひ
と
り
で
に
身
に
つ
い
て
く
る
も
の
で
も
な
い
。
賃
銀
労
働
者
、
が
生
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
る

の
は
、
む
し
ろ
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
意
識
で
あ
る
。
:
:
;
生
活
が
苦
し
け
れ
ば
苦
し
い
ほ
ど
:
:
:
そ
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
意
識
は
ま
す
ま
す
根
強
い
も
の
に

な
る
。
j
i
-
-
:
:
賃
銀
労
働
者
が
資
本
主
義
の
墓
掘
人
と
し
て
の
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史
的
使
命
を
は
っ
き
り
と
つ
か
み
、
そ
の
使
命
を
は
た
す
力

を
自
覚
し
、
そ
の
た
め
の
組
織
を
う
ち
た
て
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
陪
級
意
識
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。
:
:
:
」

(
桝
誌
に
よ
る
改
作
)
「
山
本
説
に
し
た
が
っ
て
い
け
ば
、
労
働
者
は
無
一
物
に
な
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
『
革
命
的
』
に
な
り
、
賃
上
げ
闘
争
を
や
れ

(zv 

ば
や
る
ほ
ど
『
小
ブ
ル
釣
』
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
例
の
教
条
主
義
的
「
窮
乏
待
望
論
』
の
再
版
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
に

は
、
社
債
や
社
内
預
金
を
い
く
ら
か
も
っ
て
い
て
も
、
労
働
者
は
労
働
者
で
あ
り
、
そ
れ
で
労
働
者
が
小
プ
ル
化
し
て
社
会
変
革
に
背
を
向
け
る
こ
と
に

、〈
S
)

必
ず
な
る
わ
け
で
も
な
い
よ

(

2

)

「
例
の
教
条
主
義
的
『
窮
乏
待
望
論
』
」
を
も
っ
と
も
熱
心
に
吹
聴
し
て
ま
わ
っ
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ

γ
主

義
者
」
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
か
く
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
「
教
条
主
義
的
『
窮
乏
待
望
論
』
」
に
た
い
し
て
、
わ
た
し
は
早
く
か
ら

そ
の
誤
謬
の
摘
発
に
つ
と
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
拙
著
『
労
働
賃
銀
』
の
第
十
章
「
賃
銀
闘
争
の
意
義
」
の
第
三
節
の

「

ω、
奴
隷
根
性
の
克
服
」
の
項
を
一
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
た
だ
ち
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

(

3

)

こ
の
小
細
工
|
|
「
必
ず
な
る
」
ー
ー
を
よ
く
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
@
社
債
や
社
内
預
金
を
も
っ
て
い
る
労
働
者
が
か
り
に
一

0
0万
人

い
た
と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
百
人
で
も
日
共
党
員
で
あ
れ
ば
、
「
社
会
変
革
に
背
を
向
け
る
こ
と
に
必
ず
な
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
い
え
し
る
の
で
あ

る
!
事
実
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
「
社
債
や
社
内
預
金
」
な
ど
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
さ
き
の
「
帥
賃
銀
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
」
の
中
で
わ
た

し
が
説
明
し
て
い
る
「
必
要
な
条
件
」
の
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
か
な
り
の
「
労
働
者
は
は
じ
め
か
ら
小
ブ
ル
的
意
識
を
も
ち
、
社
会
変
革
に
背

を
向
け
る
こ
と
に
必
ず
な
る
」
の
で
あ
る
。

「
所
有
関
係
」
に
よ
っ
て
「
階
級
区
分
」
を
し
、

「
非
所
有
者
」

H

「
労
働
力
の
担
い
手
」
の
階
級
を
賃
銀
労
働
者
階
級



こ
こ
に
列
挙
し
た
若
干
の
事
例
を
見
た
だ
け
で
、
榊
氏
が
、
拙
著
の
中
の
明
瞭
な
説
明
を
ど
ん
な
に
意
識
的
に
歪
め
、
す
り
か
え
、

V 

'-

じ
つ
け
し
て
い
る
か
は
あ
き
ら
か
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
あ
き
ら
か
で
あ
っ
て
、
注
釈
を
加
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
、

一
歩
を
進
め
て
、
右
の
よ
ろ
な
「
改
作
」
つ
ま
り
歪
曲
、
す
り
か
え
、

」
じ
つ
け
を
な
ん
ら
抵
抗
を
感
じ
る
こ
と
な
く
遂
行
で
き
る
と
い

う
独
特
の
「
品
性
」
を
有
し
て
お
ら
れ
る
「
評
論
家
兼
哲
学
者
」
榊
氏
御
自
身
の
思
考
方
法
に
つ
い
て
、

と
り
わ
け
当
面
問
題
と
な
っ
て

い
る
「
階
級
区
分
」
お
よ
び
「
階
級
意
識
一
に
か
ん
す
る
氏
の
積
極
的
主
張
に
つ
い
て
、
す
こ
し
く
た
ち
い
っ
た
検
討
を
加
え
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

七

第
一
に
、

「
階
級
区
分
」
に
つ
い
て

と
く
に
労
働
者
階
級
の
規
定
に
つ
い
て
。

榊
氏
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
労
働
者
階
級
は
、
生
産
と
生
産
関
係
の
な
か
で
占
め
る
そ
の
地
位
か
ら
:
:
・
計
ら
れ
る
:
:
:
よ

「
労
働
者
階
級
と
は
:
:
:
、
生
産
と
生
産
関
係
の
中
で
の
地
位
〈
な
に
よ
り
も
、
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
労
働
力
を
売
っ
て
労
働
す

る
と
い
う
地
位
)
か
ら
規
定
き
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
地
位
が
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
℃
な
い
と
い
う
現
象
を
規
定
ず
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
|
山
本
〉
。

読
者
諸
君
、
榊
氏
が
く
り
か
え
し
の
べ
た
て
て
い
る
「
生
産
と
生
産
関
係
の
中
で
の
地
位
」
と
い
う
文
句
に
、

ど
う
か
注
目
し
て
い
た

x
-
P
2
R

一、。

ナ
'
A
}
C
中
j
l
u
w

い
っ
た
い
、

「
生
産
関
係
」
と
は

な
に
か
ワ

そ
れ
は
「
生
産
に
お
け
る
人
間
の
社
会
的
関
係
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
生
産
と
生
産
に
お
け
る
人
間
の
社
会
的
関
係
の
中
で
の

氏
が
並
べ
た
て
る
文
句
|
|
「
生
産
と
生
産
関
係
の
中
で
の
地
位
」

l
lは、

ま
ぎ
れ
も
な
い
無
意
味
な
く
り
か
え
し
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

地
位
」
と
い
う
、

」
の
ば
あ
い

「
生
産
」
と

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
五
七



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)
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「
生
産
関
係
」
と
い
う
二
つ
の
基
本
的
な
概
念
の
内
容
も
両
者
の
関
連
も
さ
っ
ぱ
り
わ
け
わ
か
ら
ず
、
二
つ
並
べ
て
お
け
ば
な
ん
と
か
当

る
だ
ろ
う
と
い
う
思
考
方
法
が
頭
脳
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
労
働
力
を
売
っ
て
労
働
す
る
と
い
う
地
位
」

「
労
働
力
企
売
る
」
こ
と
は
当
然
「
労
働
す
る
」
こ
と
を
ふ
く

む
も
の
で
あ
っ
て
、
「
労
働
力
を
売
っ
て
労
働
す
る
」
と
い
う
の
は
、
ま
の
び
し
た
く
り
か
え
し
で
し
か
な
い
し
、
ま
た
こ
の
二
つ
の
勤

詞
は
労
働
者
の
仔
恥
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
お
か
れ
た
払
官
舎
か
骨
骨
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
こ
で

と
い
う
、
無
意
味
な
「
附
け
足
し
」
に
よ
っ
て
も
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
。

特
別
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、

「
こ
の
地
位
が
そ
ノ
や
カ
ネ
を
持
て
な
い
と
い
う
現
象
を
規
定
す
る
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
榊
氏
は
こ
と

さ
ら
、

「
現
象
を
規
定
す
る
」
な
ど
と
い
う
、

「
論
型
的
表
現
」
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
論
法
は
「
自
分
で
も
全
然
理
解
で
き
な

い
迷
文
句
を
並
べ
て
良
心
的
な
読
者
を
お
ど
か
し
た
り
、
感
心
さ
せ
た
り
す
る
L

と
い
う
、
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
者
」

の
一
常
套
手
段
を
実
に
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い

「
現
象
を
規
定
す
る
」
も
の
と
は
、

工こ、命、ノ

ヰ
/
、

hu
ょ
μ
r
・

そ
れ
は

ま
さ

に
「
本
質
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
氏
の
文
章
を
論
理
的
に
整
理
す
る
と
、

「
労
働
力
を
売
っ
て
労
働
す
る
と
い
う
地
位
」

が
「
木
質
」
で
あ
っ
て
、
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
て
な
い
こ
と
」
が
そ
の
必
然
的
な
「
現
象
」
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
労
働
力
を
売
っ

て
労
働
す
る
と
い
う
地
位
」
が
「
木
質
」
だ
っ
て
行

「
そ
ノ
や
カ
ネ
を
持
て
な
い
」
が
そ
の
「
現
象
」
だ
っ
て
汀

な
ん
と
、

お
そ
れ

い
っ
た
「
へ
I
ゲ
ル
」
式
迷
論
で
あ
ろ
う
か
!

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
榊
氏
、
が
、
労
働
者
、
が
「
モ
ノ
や
ヵ
、
不
を
持
て
な
い
」

」

と

t工

「
本
質
的
な
現
象
¥

つ
ま
り
「
法
則
」
だ
と
い
う
主
張
を
思
，
持
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
わ
た
し
が
「
無
所
有
」
と

い
う
文
字
を
用
い
た
の
は
、

「
生
産
手
段
の
非
所
有
」
の
み
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

わ
た
し
は
い
ま
だ
か
つ
て
労
働
者
、
が
「
モ
ノ

や
カ
ネ
を
持
っ
て
い
な
い
一
な
ど
と
い
う
、
荒
唐
無
稽
な
た
わ
ご
と
を
述
べ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
こ
と
、
|
|
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

さ

き
に
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
榊
氏
が
、
わ
た
し
に
た
い
し
て

「
労
働
者
階
級
を
モ
ノ
や
力
、
予
を
持
っ
て
い
る
か



ど
う
か
で
計
っ
て
い
る
」
と
非
難
し
て
い
る
の
は
、
二
重
の
意
味
で
恥
し
ら
ず
な
ベ
テ
ン
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
氏
は
、

士〉

た
し
が
考
え
て
も
い
な
い
こ
と
を
山
本
の
主
張
だ
と
き
め
つ
け
、
こ
の
山
本
の
主
張
は
完
全
な
誤
り
だ
、

「
な
に
も
持
た
な
い
も
の
だ
け

が
純
粋
労
働
者
階
級
だ
と
い
う
『
理
論
』
に
ま
で

η
昇
華
u

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
非
難
を
浴
ぜ
な
が
ら
、
し
か
も
自
身
は
「
労
働
者

が
そ
ノ
や
カ
ネ
を
持
て
な
い
」
の
は
本
質
的
現
象
、
法
則
だ
と
い
う
主
張
を
か
か
げ
て
情
と
し
て
恥
じ
な
い
の
で
あ
る
!

「
モ
ノ
や
カ

ネ
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
ろ
く
ろ
く
考
え
ず
、
相
手
に
む
り
や
り
お
し
つ
け
て
は
「
誤
り
だ
、

セ
ク
ト
主
義
者
だ
」
・

と
わ
め
き
た
て
、
同
じ
文
句
を
自
分
が
主
張
す
る
と
き
は
完
全
に
正
し
い
の
だ
と
お
し
つ
け
る
。
こ
の
お
ど
ろ
く
べ
き
引
廻
し
主
義
!

」
こ
に
は
、

「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
者
」
の
「
品
性
」
が
、
な
ん
と
よ
く
顕
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
!

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
大
な
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
は
、
榊
氏
が
、
こ
と
さ
ら
「
つ
い
で
に
ふ
れ
る
と
」
と

一寸一同って、

『
共
産
党
宣
言
』
の
中
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
「
鉄
鎖
以
外
に
失
う
べ
き
何
物
も
な
い
』
と
い
う
有
名
な
言
葉
」
を
引
用

し
て
、
こ
れ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
釈
を
附
け
加
え
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
|
|
「
こ
れ
は
革
命
で
失
う
も
の
は
『
鉄
鎖
の
み
』
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
労
働
者
は
無
一
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
。
こ
う
い
う
注
釈
は
、

は
た
し
て
正
し
い
も
の
と
い
え
る

に
、
榊
氏
の
頭
脳
を
占
領
し
て
い
る
の
は

そ
れ
は
、
完
全
に
誤
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
き
わ
め
て
「
危
険
な
路
線
を
指
向
し
て
い
る
L

も
の
で
あ
る
。

「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
も
た
な
い
か
ど
う
か
」
、
「
静
一
一
ゆ
か
刊
と
う
か
」
と
い
う
俗
物
的
基
準
だ
け

第

だ
ろ
う
か
?

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
ブ
ル
的
意
識
水
準
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、

「
鉄
鎖
」
の
正
確
な
意
味
、
が
全
然
わ
か
ら
ず
、

こ
れ
を
す

っ
か
り
俗
物
的
に
歪
め
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
「
鉄
鎖
」
と
い
う
文
字
は
実
に
千
鈎
の
重
み
が
あ
り
、

」
こ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
全
内

容
が
圧
縮
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
榊
氏
は
、

「
つ
い
で
に
ふ
れ
る
と
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、

き

も
自
分
は
『
共
産
党
宣
一
一
一
一
口
』
の
内
容
に
よ
く
通
じ
て
い
る
よ
う
な
見
せ
か
け
を
つ
く
っ
て
い
ら
れ
る
が
、

「
鉄
鎖
」
を
「
無
一
物
」
に
結

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
五
九



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
ぺ
き
か
(
酒
)

一六
Q

び
つ
け
る
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
は
、
か
え
っ
て
や
ぶ
蛇
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
榊
君
ょ
、
よ
く
聞
き
た
ま
え
、
こ
の
「
鉄
鎖
」

と
は
、
「
奴
隷
を
つ
な
い
で
い
る
鉄
鎖
」
の
こ
と
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
鉄
鎖
」
は
賃
銀
労
働
者
が
ま
さ
に
賃
銀
奴
隷
と
し
て
隈
に

見
え
な
い
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
。
榊
氏
は
「
有
名
な
言
葉
」
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
「
鉄
鎖
以
外
に
失

う
べ
き
何
物
も
な
い
」
と
い
う
と
き
の
主
語
は
、
原
文
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
明
記
さ
れ
て
い
る
(
デ
ィ
1
ツ
版
、
マ
ル
・
エ
ン
全
集
、
第
四

こ
れ
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
誤
読
し
て
い
な
が
ら
「
有
名
な
言
葉
」
と
は
、
り
っ
ぱ
な
も
の
で
あ
る
。

巻
、
四
九
三
ペ
ー
ジ
)
。

し
力、

も
、
こ
の
『
宣
言
』
の
第
一
節
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
の
終
り
に
は
、

つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
「
奴
隷
」
と
い
う
言
葉
が
明
記

さ
れ
て
い
て
、
資
本
主
義
が
ま
さ
に
賃
銀
奴
隷
制
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
彼
ら
〔

e

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
ー
山
本
〕
が
支
配
す
る
能
力
を
も
た
な
い
と
い
う
の
は
、
自
分
の
奴
隷
に
そ
の
奴
隷
制
の
な
か
で
の
生
存
を
さ

え
保
証
す
る
能
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
が
奴
隷
に
養
っ
て
も
ら
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
彼
ら
の
ほ
う
で
奴
静
を
養
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
態
に
、
奴
隷
が
落
ち
こ
む
の
を
と
め
る
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
(
前
出
、
四
七
三
ペ
ー
ジ
、
傍
点
1

1
山
本
)
。

」
の
「
鉄
鎖
」
と
い
う
文
字
を
見
て
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
要
内
容
」
〈
レ
i
-
一γ
)
で
あ
る
『
資
本
論
』

の
中
の
つ
有
名
な
言
葉
」
、

l
l
「ロ

1
7
の
奴
隷
は
鎖
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
者
に
つ
な
が
れ
て
い
た
が
、
賃
労
働
者
は
見
え
な
い
糸
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
者
に
つ
な

が
れ
て
い
る
。

か
れ
ら
の
独
立
と
い
う
仮
象
は
、
個
人
的
賃
雇
主
の
た
え
ざ
る
変
動
と
、
契
約
と
い
う
法
的
擬
制
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る

の
で
あ
る
」
(
デ
ィ
l

ツ
版
、
第
一
巻
、
六
O
二
ペ
ー
ジ
)
を
、
空
た
、

レ
l
ニ
ン
の
「
有
名
な
言
葉
」
、

!
i「
わ
れ
わ
れ
は
、
資
本
主
義
の
も

と
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
最
良
の
国
家
形
態
と
し
て
、
民
主
的
共
和
制
に
賛
成
す
る
。
だ
が
、
も
っ
と
も
民
主
的
な
，
ブ

ル
ジ
ョ
ア
共
和
制
の
も
と
で
も
、
賃
銀
奴
隷
制
が
人
民
の
運
命
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
権
利
は
わ
れ
わ
れ
に
は
な
い
」

(
全
集
、
第
四
版
、

第
二
五
巻
、
三
七
0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
1

1
山
本
)
を
す
ぐ
に
想
い
起
さ
な
い
者
は
、

マ
ル
グ
ス
・
レ

I
ニ
ン
主
義
と
は
ま
っ
た
く
無
設
で
あ



る
。
そ
し
て
ま
た
、
賃
銀
労
働
者
に
た
い
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
、
か
れ
ら
が
ま
さ
に
賃
銀
奴
隷
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
さ

せ
、
そ
の
賃
銀
奴
隷
こ
そ
が
賃
銀
奴
隷
制
H
資
本
主
義
社
会
の
変
革
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
よ
う
と

マ
ル
ク
ス
・
レ
!
ニ
ン
主
義
を
改
ざ
ん
し
、
歪
め
、
裏
切
る
者
と
い
わ
な
け
れ

そ
の
名
称
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

し
な
い
ひ
と
は

ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、

「
わ
が
国
の
マ
ル
グ
ス
・
レ
l
ニ

γ
主
義
者
」
の
う
ち
の

「
指
導
者
」
、
高
原
晋
一
氏
は
、
そ
の
著
「
賃

金
闘
争
』
の
中
で

た
い
て
い
の
賃
銀
解
説
者
が
体
裁
上
引
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
著
『
賃
銀
、
価
格
、

利
潤
』
の
中
の

有
名
な
文
章
、
|
|
「
『
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
ロ
ー
ガ
ン
の
か
わ
り
に
、
彼

ら
は
そ
の
旗
に
『
賃
銀
制
度
の
廃
止
!
』
と
い
う
革
命
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
書
き
し
る
す
べ
き
で
あ
る
し
(
前
出
、
全
集
、
第
十
六
巻
、

一五

二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
1
マ
ル
ク
ス
)
を
引
用
し
て
、

「
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
も
『
賃
労
働
と
資
本
』
も
そ
の
他
す
べ
て
が
、
こ
の
最
終
の
目
的
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
い
い
か
え
れ
ば
『
労
働
者
が
搾
取
の
鎖
を
断
ち
切
る
片
言
半
命
に
よ
っ
て
権
力
を
に
ぎ
る
」
こ
と
を
念
願
し
て
、
そ
の
た
め
に
す
べ
て
の
英
知

を
か
た
む
け
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
」
〈
前
出
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点

l
l山
本
)

と
説
明
し
て
い
ら
れ
る
が
、
氏
の
著
書
の
中
の
ど
こ
を
探
し
て
み
て
も
「
賃
銀
奴
隷
制
」
と
い
う
言
葉
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
し
い
説
明

も
全
然
見
当
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
の
「
鉄
鎖
」
は
、

ま
さ
に
「
賃
銀
奴
隷
を
つ
な
ぐ
鎖
」
で
あ
っ
て
、

「
搾
取
の
鎖
」
な
ど
と
い
う
珍
妙

な
も
の
で
は
な
い
。
高
原
氏
は
、
著
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、

「
大
衆
の
生
活
体
験
、
生
活
感
情
、
闘
争
経
験
な
ど
か
ら
出
て
く
る
大
多

数
の
要
求
の
と
り
ま
と
め
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
妥
当
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
か
、

こ
の
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
も
、
高
原
氏
、
が
、
さ
き
の
こ
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
意
味
内

「
労
働
の
質
と
量
に
応
じ
て
の
賃

銀
」
と
か
い
う
題
目
を
唱
え
て
い
ら
れ
る
が
、

容
を
全
然
理
解
し
な
い
で
お
体
裁
の
た
め
に
か
か
げ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
ο

「
公
正
な
一
日
分
の
労
働
に
た
い
し
て

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)
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公
正
な
一
日
分
の
賃
銀
!
」
は
、
歴
史
の
一
時
期
に
お
い
て
「
保
守
的
」
な
も
の
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
ト
円
か
な
ス

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

ロ
i
ガ
ン
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

し
か
も
、

り
っ
ぱ
に
一
定
の
歴
史
的
役
割
を
担
い
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、

寸
労
働
の

質
と
量
に
応
じ
て
の
賃
銀
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
こ
れ
よ
り
数
十
歩
も
後
退
し
た
も
の
、

ま
さ
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
・
反
動
的
ス
ロ
I
ガ

γ

と
い
う
の
ほ
か
な
い
し
ろ
も
の
で
あ
る
。

「
賃
銀
奴
隷
制
を
暴
露
し
、
賃
銀
労
働
者
の
小
ブ
ル
的
意
識
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
に
つ
く

り
か
え
る
」
と
い
う
、

マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
γ
主
義
者
に
と
っ
て
の
根
本
課
題
を
忘
れ
は
て
て

「
大
衆
の
生
活
体
験
」
を
「
第
一
の
基

本
」
に
据
え
「
自
然
発
生
性
へ
の
屈
従
と
拝
脆
」

か
れ
ら
自
身
の
改
、
ざ
ん
、
歪
曲
、
裏
切
を
暴
露
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
当
の
文
章
を
か
か
げ
て
、
例
に
よ
っ
て
こ
れ
で
自
分
た
ち

(レ
l

ニ
ン
)
に
終
始
し
て
万
事
小
ブ
ル
的
、
俗
物
的
解
釈
で
事
を
す
ま
し
て
い
る
連

中
が
、

の
「
権
威
」
を
大
い
に
高
め
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
は
、

な
ん
と
み
じ
め
で
、
滑
稽
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
!

八

第
二
に
、

「
階
級
意
識
」
の
問
題
に
つ
い
て
。

本
来
小
ブ
ル
的
意
識
を
身
に
つ
け
て
い
る
賃
銀
労
働
者
が
ど
う
し
て
階
級
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
か
は
、
拙
著
結
章
「
総
括
」
の
中

の
「
帥
賃
銀
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
」
の
項
で
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
(
本
稿
の
「
一
一
ご
参
照
)
が
、
榊
氏
は
、
そ
の
内
容
を
一
読
す
る
労
す

ら
は
ぶ
い
て
、
も
つ
ば
ら
ゆ
卦
心
と
歪
曲
に
い
そ
し
ま
れ
、
た
と
え
ば
本
稿
「
一
三
の
末
毘
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
例
の
教
条
主
義
的
『
窮

乏
待
望
論
』
の
再
版
」
と
こ
じ
つ
け
、
向
身
内
賃
銀
労
働
者
は
「
賃
銀
労
働
者
と
し
て
本
来
当
然
に
階
級
意
識
、
革
命
的
意
識
を
も
っ

べ
き
も
の
」
だ
と
の
主
張
を
堅
持
し
、

「
社
債
や
社
内
預
金
を
い
く
ら
か
も
っ
て
い
て
も
、
労
働
者
は
労
働
者
で
あ
石
、
そ
れ
で
労
働
者

が
小
ブ
ル
化
し
て
社
会
変
革
に
背
を
向
け
る
こ
と
に
必
ず
な
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。

で
は
、

な
ぜ
、
賃
銀
労
働
者
は
ひ
と
り



で
に
階
級
意
識
、
変
革
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
か
?
と
い
え
ば
、
榊
民
は
、

こ
う
説
明
さ
れ
る
、
|
|
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係

は
そ
れ
ほ
ど
『
甘
い
』
も
の
で
は
な
い
。
労
働
者
階
級
の
基
本
的
地
位
が
、
経
済
的
・
社
会
的
諾
矛
盾
に
よ
っ
て
、

ま
た
前
衛
党
の
活
動

に
よ
っ
て
、

か
れ
を
社
会
変
革
の
方
向
に
前
進
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
中
で
、

「
そ
れ
ほ
ど
『
甘
い
』
も
の
で
は
な
い
」
と

い
う
氏
の
言
葉
に

ど
う
か
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
労
働
者
階
級
の
基
本
的
地
位
」
と
は

さ
き
に
み
た
よ
う
に
「
生
産
と
生
産

関
係
の
中
で
の
地
位
」
つ
ま
り
「
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
労
働
力
を
売
っ
て
労
働
す
る
と
い
う
地
位
」
で
あ
り
、
簡
単

に
い
え
ば
、

し
か
も
そ
の
「
地
位
」
た
る
や
、
榊
氏
に
よ
れ

「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
て
な
い
と
い
う
現
象
を
規
定
す
る
」
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
労
働
者
が
本
来
ひ
と
り
で
に
階
級
意

そ
れ
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
き
び
し
い
も
の
で
、
労
働
者
の

「
労
働
力
を
売
り
賃
銀
で
生
活
し
て
い
る
」
と
い
う
「
地
位
」
で
あ
っ
て
、

』ま識
、
変
革
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
え
ば
、

お
か
れ
て
い
る
「
地
位
」
に
よ
っ
て
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を
持
て
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
に
、

「
経
済
的
・
社
会
的
矛
盾
に
よ
っ

そ
の
た
め
に
ひ
と
り
で
に
労
働
者
は
社
会
変
革
の

て
」
そ
の
経
済
状
態
も
社
会
的
地
位
も
ま
す
ま
す
苦
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
、

方
向
に
進
ん
で
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

」
の
榊
氏
の
説
明
は
、
氏
が
さ
き
に
わ
た
し
に
む
り
や
り

押
し
つ
け
た
「
労
働
者
は
無
一
物
に
な
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
『
革
命
的
』
に
な
る
」
と
い
う
主
張
と
全
く
同
じ
も
の
、

「
例
の
教
条
主

義
的
『
窮
乏
待
望
論
』
の
再
版
」
と
い
う
、
氏
自
身
わ
た
し
に
お
し
つ
け
た
レ
ッ
テ
ル
に
ぴ
っ
た
り
の
も
の
で
あ
る
。

ひ
と
に
た
い
し

て
、
根
も
葉
も
な
い
こ
じ
つ
け
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
て
お
い
て
、

さ
て
今
度
は
自
分
で
そ
の
レ
ッ
テ
ル
に
ぴ
っ
た
り
の
同
じ
主
張
を

か
か
げ
て
平
然
と
し
て
い
る
と
は
、

な
ん
と
恥
し
ら
ず
で
厚
か
ま
し
い
「
評
論
家
兼
哲
学
者
」
で
あ
ろ
う
か
!

と
こ
ろ
で
、
榊
民
の
断
定
|
|
「
そ
れ
ほ
ど
『
甘
い
』
も
の
で
は
な
い
」
ー
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
社
債
や
社
内
預
金
を
さ
せ
ら
れ

て
い
る
労
働
者
」
が
「
大
量
」
に
の
ぼ
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
し
、
事
実
、
賃
銀
労
働
者
の
か
な
り
の
部
分
ま
で
が
、
テ
レ
ビ
あ
り
、

レ

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)
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正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一ムハ四

ジ
ャ
ー
あ
り
、

マ
イ
・
ヵ
ー
あ
り
、
プ
ロ
野
球
、
プ
ロ
レ
ス
、
麻
雀
の
楽
し
み
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
榊
氏
の
「
モ
ノ
や
カ
ネ
を

持
て
な
い
と
い
う
現
象
を
規
定
す
る
地
位
」
と
い
う
珍
妙
な
も
の
も
大
分
あ
や
し
い
も
の
に
な
り
、

「
最
賃
制
」
と
「
大
幅
賃
上
げ
i

一で

「
生
活
の
向
上
と
保
障
」
を
「
直
接
」
獲
得
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
、

つ
ま
り
文
字
ど
お
り
の
構
造
改
革
の
方
向
に
、
前
進
し
て
い
く

と
に
な
る
公
算
の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

榊
氏
は
い
と
も
簡
単
に
「
社
会
変
革
の
方
向
に
前
進
す
る
」
な
、
ど
と
述
べ
た
て
て
い
る
が
、

い
っ
た
い

「
社
会
変
革
一
と
い
う
こ
と

の
内
容
を
す
こ
し
で
も
真
剣
に
考
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
?

た
だ
「
生
活
が
楽
で
な
い
」
と
か
「
経
済
的
・
社
会
的
矛
盾
」
が
あ

る
か
ら
と
か
い
う
こ
と
で
は
、
「
社
会
変
革
」
は
と
う
て
い
意
識
に
上
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ん
の
た
め
に
、
ど
う
い
う
方
向
を
め
ざ
し
て
、
ど
う
い
う
方
法
で
や
り
と
げ
る
か
と
い
う
こ
と
、
が
は
っ
き
り
把
握
さ
れ
た
と
き
に
、

そ
の
「
変
革
」
の
た
め
に
必
要
な
力
と
組
織
と
を
自
分
た
ち
自
身
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
と
き
に
、

「
変
革
意
識
」
と
は

「
社
会
変
革
」

をし

か
も
、

は
じ
め
て
出
来
あ
が

そ
の
現
在
の
諸
条
件
の
下
で
の
貫
徹
の
仕
方
を
し
っ
か
り
と
と
ら
え
、

っ
た
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
者
が
「
変
革
意
識
」
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
中
で
の
「
賃
銀
奴
隷
」
と
し
て
の
白
'
身
の
地
位
を
把
握
し
、

」
の
資
本
主
義
社
会
の
運
動
法
則
と

唯
一
の
徹
底
的
な
革
命
的
階
級
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
明
確
に
と
ら
え
た
と
き
に
、

も
と
で
「
最
賃
制
と
大
幅
賃
上
げ
L

に
よ
っ
て
「
生
活
の
向
上
と
保
障
」
を
得
ょ
う
、

そ
の
賃
銀
奴
隷
が
ま
さ
に
賃
銀
奴
隷
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
賃
銀
奴
隷
制
の
打
倒
と
社
会
主
義
社
会
の
建
設
と
い
う
歴
史
的
使
命
を
担
う

は
じ
め
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
体
制
の

「
も
っ
と
よ
り
良
い
生
吊
を
」
得
ょ
う
と
考
え
て

い
る
労
働
者
が

「
こ
の
体
制
の
も
と
で
は
ど
う
し
下
も
『
生
活
の
向
上
と
保
障
』
は
あ
り
え
な
い
。
ど
ん
な
犠
牲
を
払
っ
て
も
こ
の
体

制
を
根
本
的
に
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
い
う
「
意
識
」
を
、

い
っ
た
い
、
ど
う
し
て
も
つ
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
?

高
原
氏
や
榊
氏
の
よ
う
な
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l

ニ
ン
主
義
者
」
さ
え
、
賃
銀
奴
隷
制
と
い
う
基
本
的
概
念
を
す
っ
か
り
忘
れ
は



て
て
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
し
を
ふ
り
ま
わ
し
て
い
る
現
在
、
労
働
者
た
ち
が
こ
の
体
制
の
も
と
で
「
よ
り
良
い
生
活
」
を
中
心
と
し

た
「
生
活
体
験
」
や
「
闘
争
経
験
」
を
い
く
ら
積
ん
だ
と
て
、

ど
こ
に
「
変
革
意
識
」
の
生
れ
る
根
拠
が
あ
る
と
い
う
の
か
?

榊
氏
は
、

「
ま
た
前
衛
党
の
活
動
に
よ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
た
す
の
を
忘
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

「
前
衛
党
」
に
も
い
ろ
い
ろ

あ
る
の
だ
。
修
正
主
義
の
大
先
輩
、

年
に
か
け
て
き
か
ん
に
賞
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
率
い
る
ソ
連
共
産
党
も
、

カ
ウ
ツ
キ

l
の
指
導
し
た
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
諸
党
も
、
榊
氏
が
プ
ル
ム
川
一
わ
か
か
内
一
、
一

り
っ
ぱ
に
「
前
衛
党
」
で
あ
る
の
だ
。

x-
守、、

ふ
れ
'
刀

本
当
の
前
衛
党
、
真
に
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
党
の
名
に
値
す
る
の
は
、

た
だ
「
規
律
が
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
理

論
で
完
全
に
武
装
し
、

は
同
じ
革
命
の
支
持
者
で
あ
っ
て
も
「
亡
き
も
の
に
す
る
」
と
い
う
「
規
律
」
ば
か
り
を
ふ
り
ま
わ
す
「
指
導
者
」
た
ち
、

べ
て
の
階
級
勢
力
と
そ
の
相
互
関
係
と
を
、
厳
密
に
、
客
観
的
に
考
慮
に
入
れ
、
評
価
す
る
」
こ
と
が
「
第
一
の
要
件
」
だ
と
い
う
こ
と

自
己
批
判
の
方
法
を
と
る
、
人
民
大
衆
と
結
び
つ
い
た
党
」
だ
け
で
あ
る
。
自
分
の
意
見
と
ち
が
っ
て
い
る
も
の

「
国
内
の
す

が
全
く
わ
か
ら
ず
、

「
勤
労
大
衆
が
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
観
念
、
習
慣
、
伝
統
に
支
配
さ
れ
て
い
る
」
事
実
も
、

「
御
用
組
合
と
労
働
貴
族

の
繁
昌
」
の
事
実
も
「
正
視
」
す
る
こ
と
が
で
き
ず
ま
た
「
正
視
」
し
よ
う
と
も
し
な
い
で
、
労
働
者
は
「
労
働
者
と
い
う
地
位
」
に
あ

り
さ
え
す
れ
ば
「
大
衆
の
生
活
体
験
、
闘
争
経
験
」
に
よ
っ
て
ひ
と
り
で
に
「
社
会
変
革
の
方
向
に
前
進
し
て
い
く
」
は
ず
だ
と
説
明
し

て
す
ま
し
て
い
る
よ
う
な
「
指
導
者
た
ち
」
、

マ
ル
ク
ス
経
済
理
論
を
根
本
か
ら
歪
曲
す
る
最
悪
の
修
正
主
義
理
論
で
あ
る
「
宇
野
理
論
」

と
徹
底
的
に
た
た
か
う
ど
こ
ろ
か
そ
の
亜
流
分
子
を
「
指
導
的
理
論
家
」
と
し
て
抱
き
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
「
指
導
者
」
た
ち
、
資
本
主

義
の
運
動
法
則
の
正
確
な
把
握
、

お
よ
び
賃
銀
奴
隷
制
の
本
質
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
世
界
史
的
役
割
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
を
た

え
ず
真
剣
に
お
し
ひ
ろ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
階
級
を
完
全
に
「
武
装
し
す
る
こ
と
に
必
死
の
努
力
を
傾
け
る
こ
と
な
ど
す
こ
し
も

考
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
大
衆
引
廻
し
主
義
H

大
衆
追
随
主
義
」
で
「
票
集
め
」
に
腐
心
し
て
い
る
よ
う
な
「
指
導
者
し
た
ち
、
ー
!
!
こ
う

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
六
五



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
六
六

し
た
「
指
導
者
」
た
ち
の
牛
耳
る
「
前
衛
党
の
活
動
」
に
よ
っ
て
は
、
労
働
者
階
級
は
「
社
会
変
革
の
方
向
に
前
進
す
る
」
ど
こ
ろ
か
、

改
良
主
義
、
修
正
主
義
の
ぬ
る
ま
湯
の
中
で
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
落
ち
で
あ
る
。

(
4
)
 

「
労
働
者
で
あ
れ
ば
、
当
然
に
そ
の
地
位
に
よ
っ
て
、
生
活
体
験
、
闘
争
経
験
に
よ
っ
て
、
変
革
意
識
、
階
級
意
識
を
も
つ
も
の
だ
」

「
自
然
発
生
性
へ
の
屈
従
と
拝
脆
」
と
し
て
こ
れ
を
完
膚
な
き
ま
で
に
批

判
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
カ
ウ
ツ
キ
!
の
「
:
:
:
社
会
主
義
的
意
識
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
の
な
か
へ
外
部
か
ら

か
ち
ひ
卦
か
わ
或
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
の
階
級
闘
争
の
か
が
か
か
岳
軌
町
長
岳
除
心
岳
か
ち
き
わ
レ
か
で
は
な
い
:
:
:
」
と
い
う
主
張
を

ば
、
「
き
か
か
ち
壬
レ
人
い
骨
わ
吾
妻
む
吾
あ
ふ
」
だ
と
述
べ
て
こ
れ
を
引
用
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
確
に
教
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
か
ト
b
J
V
労
働
運
動
の
自
然
発
生
性
の
ま
え
に
仲
山
附
す
る
こ
と
は
、
か
h
v
b
J
V
「
意
識
的
要
素
』
の
役
割
、
社
会
民
主
主
義
派
の
役
割
を

軽
視
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
|
|
"
や
か
骨
掛
わ
か
ん
必
ザ
や
か
争
些
仁
川
ち
い
h
h
h
f
u
い
卦
い

b
、
千
九
w
b
は
b

?
わ
λ

い
が
か
か
ト

な
く
ー
ー
ー
炉
働
争
に
わ
い
が
そ
一
ハ
ル
ジ
ョ
一
ハ
一
小
Jわ
わ
戸
、
恥
い
れ
い
静
響
小
野
か
か
じ
b
J
F
意
時
ム
ド
か
」
(
全
集
、
第
四
版
、
第
五
巻
、
三
五
四

と
い
う
、

」
の
安
直
き
わ
ま
る
考
え
方
を
ば
、

レ
l
ニ
ン
は
、

ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
レ
i

ニ
ン
)
。

(

4

)

こ
れ
と
全
く
同
じ
考
え
方
を
、
つ
ま
り
「
自
然
発
生
性
へ
の
屈
従
と
拝
脆
」
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
今
年
四
月
二
十
九
日
付
「
赤

旗
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
評
論
員
」
の
論
文
、
守
極
左
日
和
見
主
義
者
の
中
傷
と
挑
発
』
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
榊
論
文
の
吟
味
に
よ
っ

て
明
白
に
さ
れ
た
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
者
」
の
「
品
性
」
を
さ
ら
に
一
段
と
顕
著
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
評
論

員
」
は
、
た
と
え
ば
、
「
わ
が
国
の
有
業
人
口
の
構
成
」
に
つ
い
て
、
「
労
働
者
五
六
・
二
パ

l
セ
γ
ト
、
農
漁
民
二
五
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
勤
労

市
民
一
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
労
働
者
階
級
は
、
す
で
に
住
民
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
:
:
・
わ
が
国
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
、
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
す
で
に
優
に
人
口
の
約
四
分
の
一
二
と
い
う
、
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
て
い
る
」
と
し
て
、
「
反
帝
反
独
占
の
民
主
主

義
革
命
」
は
、
「
直
接
資
本
主
義
制
度
の
廃
止
を
め
ざ
す
社
会
主
義
革
命
で
は
な
」
い
か
ら
、
当
然
、
「
こ
の
草
命
は
、
労
働
者
、
農
民
を
は
じ
め
と

し
て
、
勤
労
市
民
、
知
識
人
、
あ
る
い
は
婦
人
、
青
年
、
さ
ら
に
ほ
、
中
小
企
業
家
な
ど
プ
ル
グ
ョ
ア
ジ
l
の
一
定
の
部
分
を
ふ
く
め
て
、
圧
倒
的



多
数
の
人
民
の
利
益
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
会
で
安
定
し
た
過
半
数
が
得
ら
れ
れ
ば
:
;
:
」
と
い
う
、
フ

ル
シ
チ
ョ
フ
式
棚
ボ
タ
戦
術
論
を
「
合
理
化
」
し
よ
う
と
、
け
ん
め
い
に
つ
と
め
て
い
る
。
こ
う
い
う
連
中
に
か
か
る
と
、
戦
後
二
十
一
一
年
も
た
つ

て
「
圧
倒
的
多
数
の
人
民
」
が
ま
だ
「
前
術
党
」
を
支
持
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
「
国
会
で
安
定
し
た
過
半
数
」
ど
こ
ろ
か
ほ
ん
の
「
五
な

い
し
六
」
の
数
し
か
占
め
て
い
な
い
と
い
う
現
状
は
、
ひ
と
え
に
か
れ
ら
「
多
数
の
人
民
」
が
「
人
民
の
利
益
」
を
白
覚
し
な
い
「
愚
か
者
」
か
、

ま
た
は
「
人
民
の
利
益
を
裏
切
る
者
」
に
同
調
し
て
い
る
「
救
い
が
た
い
連
中
」
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
し
て
か
た
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
評
論
員
」
の
論
文
は
、
榊
氏
に
よ
っ
て
一
万
さ
れ
た
「
日
間
性
」
を
実
に
完
壁
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
フ
ル
ジ

チ
ョ
フ
報
告
を
そ
の
ま
ま
「
創
造
的
に
」
盗
用
し
た
榔
ボ
タ
式
戦
術
論
を
「
合
理
化
」
す
る
た
め
に
、
各
種
の
論
理
的
手
法
が
「
応
用
」
さ
れ
て
い

る
点
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
行
論
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
必
要
な
吟
味
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

「
自
然
発
生
性
へ
の
屈
従
と
拝
陥
」
お
よ
び
「
理
論
軽
視
」
と
い
う
点
を
つ
い
て
、

日
和
見
主
義
、
修
正
主
義
と
徹
底

マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
「
ほ
か
な
ら
ぬ
偏
狭
の
精
神
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
(
前
出
、
一
二
五
八
ベ
!
ゾ
〉
と

力
説
し
て
い
る
当
の
レ

l
ニ
ン
が
、
そ
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
連
中
か
ら
、
「
哀
れ
な
教
条
主
義
者
!
」
(
前
出
、
一
二
七
八
ベ
ー
タ
)
と

「

こ

の

悪

様

な

教

条

主

義

者

」

と

か

い

う

名

誉

あ

る

レ

ッ

テ

ル

を

お

し

つ

け

ら

れ

て

い

る

と

い

う

歴

史

的

白
川
は
こ
こ
ニ
ミ
、
、

耐
口

t
争
'
中
J

カ
し

(
前
出
、
四

O
六
ペ
ー
ジ
)

事、か
実、、

t主

「
教
条
主
義
」
と
か
「
セ
ク
ト
主
義
」
と
か
い
う
レ

y
テ
ル
を
は
り
つ
け
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
わ
が
榊
氏
の
「
品
性
」
の

ほ
ど
を
啓
示
す
る
も
の
と
し
て
、

ま
こ
と
に
意
味
深
長
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

九

第
三
に
、
中
間
階
層
の
問
題
に
つ
い
て
。

本
稿
の
「
一
一
一
」
の
末
屠
に
か
か
げ
た
榊
氏
の
攻
撃
論
文
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
中
間
階
層
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
説
明
を
批
判
し
、

同
時
に
榊
民
自
身
の
見
解
を
も
示
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
中
味
を
以
下
、
簡
単
に
検
討
し
て
お
く
と
し
よ
う
。

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
六
七



正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

二
ハ
八

い
き
な
り
「
山
本
氏
が
独
占
体
の
「
支
柱
L

と
し
て
え
が
く
中
間
諸
階
層
」
と
い
う
ふ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
氏
の
「
口
間
性
」
に
ふ
さ
わ
し
い
す
り
か
え
で
あ
る
の
わ
た
し
は
、
さ
き
の
「

ω諾
階
層
の
あ
い
だ
の
相
互
関
係
)
の
中
で
、
「
現
実

に
『
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
』
が

ωか
ら
側
に
い
た
る
ま
で
の
各
階
層
の
構
成
部
分
の
相
当
数
を
そ
の
支
配
下
に
し
っ
か
り
と
と
ら
え
、

ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
:
:
・
」
と
述
べ
て
、
独
占
資
木
の
「
安
配
系
列
」
に

こ
の
「
相
当
数
」
と
い

①
榊
氏
は
、

こ
れ
を
自
己
の
支
柱
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

組
み
こ
ま
れ
た
「
中
小
企
業
主
の
大
群
と
賃
銀
労
働
者
の
膨
大
な
数
」
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
榊
氏
は
、

う
す
〈
宣
J

を
意
識
的
に
削
除
し
、
「
支
配
系
列
一
と
レ
う
言
葉
に
も
、

よ
う
な
す
り
か
え
文
章
だ
け
を
か
か
げ
て
い
る
の
で
る
る
。

空
た
そ
の
事
実
に
も
、

ま
っ
た
く
ふ
れ
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
右
の

②
榊
氏
は
、

「
山
本
氏
は
、
所
有
関
係
が
独
占
資
本
主
義
の
諸
関
係
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

『
ご
く
少
数

の
、
も
の
、

そ
の
最
下
宿
の
う
ち
一
部
の
も
の
だ
け
』
を
の
ぞ
い
て
他
の
す
べ
て
を
否
定
的
に
見
て
い
る
」
と
轟
い
て
い
る
。
だ
が
、
榊
詔

よ

一
所
有
関
係
が
独
占
資
本
主
義
の
諸
関
係
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い

ど
う
い
う
こ
と
か
ワ

t主

っ
き
り
説
明
し
て
み
た
ま
え
。

「
独
占
資
本
主
義
の
諸
関
係
」
と
は
、
ど
う
い
う
関
係
の
こ
と
か
?

「
所
有
関
係
が
・
:
諸
関
係
の
な

か
に
組
み
こ
ま
れ
る
」
な
ど
と
い
う
キ
テ
レ
ツ
な
こ
と
が

い
っ
た
い
、
言
葉
だ
け
と
し
て
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
り

こ
ん
な
デ
タ
ラ

メ
な
錯
乱
し
た
文
句
で
、
榊
氏
が
、

わ
た
し
の
「
支
配
系
列
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
一
理
論
的
に
表
現
し
た
も
の
一
だ
な
ど
と
考
え
て
い

る
と
す
れ
ば
、

ま
さ
に
噴
飯
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
錯
乱
し
た
小
細
工
は
、
榊
氏
自
身
が
(
所
有
関
係
」
も
「
諸
関
係
」
も
、

み
な
わ

け
わ
か
ら
ず
と
い
う
{
品
性
し
の
持
主
だ
と
い
う
こ
と
を
自
己
暴
露
す
る
だ
け
で
あ
る
。

v

」
の
土
う
な
錯
乱
し
た
タ
ヲ
畳
一
口
を
見
逃
す
と
し

て
も
、
右
の
榊
氏
の
文
章
、
が
き
わ
め
て
悪
質
な
改
ざ
ん
と
す
り
か
え
で
し
か
な
い
と
い
う
事
実
は
、
明
白
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
さ
き
の

「
同
日
『
中
間
階
層
』
に
ワ
い
て
L

の
中
で
、

と
く
に
そ
の
一
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
革
命
性
L

に
つ
い
て
約
一
パ
i
ジ
を
訟
や
し
て
説
明
し
て



い
る
の
だ
が
、
こ
の
明
白
な
説
明
が
「
評
論
家
」
榊
氏
の
眼
に
は
い
ら
な
か
っ
た
と
は
、
ま
さ
に
つ
純
慌
が
の
み
と
り
眼
」
と
い
う
ほ
か

な
い
し
ろ
も
の
で
あ
る
。
い
ま
か
ら
で
も
お
そ
く
は
な
い
か
ら
、
は
っ
き
り
と
眼
を
あ
け
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
〈
だ
り
だ

け
で
も
、

し
っ
か
り
と
読
ん
で
み
た
ま
え
。

「
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
こ
れ
ら
の
小
所
有
者
、
小
経
営
主
の
経
済
的
地
位
は
ず
っ
と
不
安
定
に
な
り
、
独
占
資
本
に
よ
る
収
奪
・
持
取
は
ず

っ
と
は
げ
し
い
が
、
そ
の
た
め
に
右
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
革
命
性
、
無
規
律
性
、
動
揺
性
は
、
な
お
い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
を

も
ち
確
回
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行
で
き
る
意
志
と
能
カ
を
も
つ
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
ご
く
少
数
の
も
の
、
そ
の
最
下
層
の
う
ち
の
一
部
の
も
の
だ
け

で
あ
る
。
」

榊
氏
が
一
中
間
話
階
層
ま
で
も
が
、
独
占
体
の
庄
迫
と
収
奪
に
反
抗
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
、
き
ま
り
文
句
を
並
べ

る
よ
り
ず
っ
と
前
に
、

わ
た
し
は
、
右
の
よ
う
に
明
確
に
事
態
を
|
|
階
級
的
「
位
置
づ
け
」
と
の
関
連
に
お
い
て
1

1
説
明
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
榊
氏
の
得
意
と
す
る
「
斜
視
の
の
み
と
り
眼
」
は
、

」
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
を
も
ち
確
固
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行

で
き
る
意
志
と
能
力
を
も
つ
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
ご
く
少
数
の
も
の
、

そ
の
最
下
層
の
う
ち
の
一
部
の
も
の
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
明

白
な
文
章
を
ば
、

「
正
視
」
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
「
正
視
」
す
る
こ
と
を
ど
う
し
て
も
承
知
し
な
か

っ
た
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
こ
と
は
う
た
が
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
肝
腎
の
文
章
を
す
っ
か
り
削
り
と
っ
て
紹
介
す
る
と
は
、
正
真

正
銘
の
改
ざ
ん
で
あ
り
、
ベ
テ
ン
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、

「
一
部
」
を
の
ぞ
い
て
他
の
者
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
」
を
も
つ
こ
と
は

で
き
な
い
し

「
確
固
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行
す
る
意
士
山
と
能
カ
」
は
も
て
な
い
、

と
述
ぺ
て
い
る
の
で
あ
る
。

A
V
R

、、道、

中
h
4
μ

「
独
占
資
本

に
よ
る
収
奪
・
搾
取
が
ず
っ
と
は
げ
し
い
」
た
め
に
、

ま
た
外
国
帝
国
主
義
に
よ
る
圧
迫
と
収
奪
が
し
だ
い
に
重
圧
を
加
え
て
く
る
た
め

こ
れ
ら
の
抑
圧
、
収
奪
、
搾
取
に
抗
し
て
「
小
所
有
者
」
と
し
て
の
自
分
の
地
位
を
守
る
た
め
に
、

「
皮
帝
反
独
占
の
た
た
か
い
」

に
踏
み
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

Vこ

」
れ
ら
中
間
階
層
の
統
一
戦
線
へ
の
参
加
の
可
極
性
と
必
要
性

正
し
い
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)

一
六
九
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と
が
当
然
生
じ
て
く
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
榊
氏
は
こ
の
よ
う
な
「
独
占
体
の
圧
迫
と
収
奪
に
反
抗
す
る
側
面
」

て
て
い
る
、
が

こ
と
さ
ら
「
否
定
的
に
の
み
見
て
い
る
L

と
書
き
立

こ
れ
は
氏
の
「
品
性
(
一
に
ぴ
た
り
の
ベ
テ

γ
論
法
で
あ
る
。
わ
た
し
が
「
否
定
」
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
部
を
の
ぞ
い
て
、

を
全
く
も
っ
て
い
な
い
と
わ
た
し
が
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
見
せ
か
け
る
た
め
に
、

一
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
を
も
つ
こ
と
」
と
、

「
確
固
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行
で
き
る
意
志
と
能
力
を
も
つ
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。

@
わ
た
し
が
「
一
部
を
の
ぞ
い
て
他
の
者
」
は
「
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
を
も
ち
、
確
固
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行
で
き
る
意
士
山
と
能

力
を
も
っ
」
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
「
否
定
的
に
見
て
い
る
」
の
に
た
い
し
て
、
榊
氏
は
、

「
こ
れ
は
民
主
商
工
会
の
活
動
を

見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
事
態
の
発
展
と
は
か
な
り
ち
が
っ
て
い
る
;
・
:
」
と
反
論
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
榊
氏
は
、

わ
が
国
の
「
小
工
業
者
、
小
商
人
、
手
工
業
者
、
農
民
」
の
広
、
汎
な
層
の
う
ち
の
相
当
部
分
ま
で
も
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
的
意
識
を

「
一
部
」
だ
け
で
は

な
く
、

も
ち
、
確
固
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行
で
き
る
意
志
と
能
力
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
が
、

「
事
態
の
発
展
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た

「
民
主
商
工
会
の
活
動
」
が
そ
れ
を
「
実
証
」
し
て
い
る
と
、
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

の
成
果
は
、

わ
た
し
は
「
民
主
商
工
会
の
活
動
」
が
そ
れ
相
当
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
「
否
定
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ

正
確
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
「
活
動
」
の
主
眼
は
、

「
小
工
業
者
、
小
商
人
、
手
工
業
者
」
の
「
経
営

と
生
活
」
を
「
収
奪
と
圧
迫
」
か
ら
守
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
小
工
業
者
、
小
商
人
、
手
工
業
者
」
な
ど
の
「
商
工
業
者
L

の

「
経
営
と
生
活
」
を
守
る
た
た
か
い
が
、

い
っ
た
い
、
ど
う
し
て
、

か
れ
ら
の
頭
の
中
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
」
を
生
み
だ

L
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
と
同
じ
よ
う
に
「
確
固
た
る
革
命
的
闘
争
を
遂
行
で
き
る
意
志
と
能
力
を
も
っ
」
者
に
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

加
つ
の
か
っ

「
収
奪
と
圧
迫
」
か
ら
守
る
た
た
か
い
は
独
占
資
本
と
外
国
帝
国
主
義
に
た
い
す
る
た
た
か
い
の
一
部
分
と
し
て
ま
こ
と
に

有
意
義
で
あ
り
、

そ
う
い
う
も
の
と
し
て

こ
れ
を
た
だ
し
く
発
展
さ
せ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
真
の
前
衛
党
の
指
導
す
る
反
帝
反
独



占
の
統
一
戦
線
の
重
要
な
一
翼
に
き
づ
き
あ
げ
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
の
「
最
下
層
の
一
部
」
が

「
確
固
た
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
を
も
っ
」
ま
で
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

」
れ
ら
い
っ
さ
い
の
事
業
を
正
し
く
効
果
的

に
達
成
す
る
た
め
に
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、

「
規
律
が
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
理
論
で
武
装
し
、
自
己
批
判
の
方
法
を
と

る
、
人
民
大
衆
と
結
び
つ
い
た
党
」
が

「
確
固
た
る
見
透
し
を
た
て
、

そ
れ
に
向
っ
て
献
身
的
に
奮
闘
す
る
党
」
が
あ
っ
て
、
労
働
者

階
級
を
ば
そ
の
歴
史
的
使
命
を
遂
行
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
真
の
中
核
的
革
命
勢
力
に
仕
立
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
第
一
の
決
定

的
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

「
最
賃
制
」
と
か
「
大
幅
賃
上
げ
」
と
か
「
税
金
減
免
」
と
か
い
う
よ
う
な
経
済
的
改
良
で
も
つ
ば
ら
「
票
集

め
」
に
重
点
を
お
き
、
賃
銀
奴
隷
制
を
暴
露
し
た
科
学
的
理
論
で
武
装
す
る
こ
と
な
ど
全
く
放
り
出
し
て
も
っ
ぱ
ら
「
勤
労
大
衆
の
生
活

体
験
、
闘
争
経
験
」
を
基
準
と
し
た
「
自
然
発
生
性
へ
の
屈
従
と
拝
脆
」
に
終
始
し
て
相
変
ら
ず
の
「
大
衆
引
廻
し
主
義
H

大
衆
追
随
主

義
」
に
執
着
し
て
い
る
「
指
導
者
」
た
ち
の
「
党
」
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
中
間
階
層
」
ど
こ
ろ
か
、
肝
腎
の
労
働
者
階
級
す
ら
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
を
も
っ
」
こ
と
は
で
き
ず
、

「
確
固
た
る
草
命
的
闘
争
を
遂
行
で
き
る
意
志
と
能
力
を
も
っ
」
こ
と
は
と
う
て
い
で

き
ず
、

い
た
ず
ら
に
御
用
組
合
と
労
働
貴
族
の
跳
梁
を
ほ
し
い
ま
ま
に
さ
せ
、
統
一
戦
線
は
た
だ
の
お
題
目
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

× 
× 

× 
X 

x 
x 

さ
て
、

こ
れ
ま
で
四
回
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
っ
て
き
た
詳
細
な
検
討
に
よ
っ
て
、
拙
著
『
構
造
改
革
論
批
判
』
に
た
い
す
る
榊
氏
の
批

判
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、

ほ
ぼ
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、

一
部
の

「
指
導
的
」
な
「
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ

γ
主
義
者
」
た
ち
の
「
品
性
」
が
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
点
も
、

お
お
よ

正
し
は
批
判
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
(
四
)
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そ
明
確
に
さ
れ
え
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
理
論
的
見
地
か
ら
み
て
、
と
く
に
重
要
な
の
は
、
榊
氏
と
わ
た
し
と
の
あ
い
だ
で
、
当
面
の

「
革
命
の
性
格
」
に
つ
い
て
の
見
解
が
根
本
的
に
く
い
ち
が
っ
て
い
る
点
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

榊
氏
ら
の
主
張
す
る
の
は
、

「
反
帝
反
独
占
」
の
「
人
民
の
民
主
主
義
革
命
」

「
民
族
民
主
統
一
戦
線
」
で
あ
る
。
わ
た
し
が
現
在
支

持
し
て
い
る
の
も
「
反
帝
反
独
占
」
、
「
人
民
民
主
主
義
革
命
」
、
「
民
族
民
主
統
一
戦
線
」
で
あ
る
。
形
の
上
で
は
、
全
く
ち
が
い
は
な

L、

(
も
っ
と
も
、
榊
氏
が
、

わ
た
し
の
支
持
す
る
と
こ
ろ
が
皆
目
わ
か
ら
ず
、

ま
さ
に
斜
視
の
の
み
と
り
眼
よ
ろ
し
く
、
片
言
隻
句
を

と
ら
え
て
「
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
」
の
教
条
主
義
的
主
張
者
と
思
い
こ
み
、
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
罵
言
や
レ
ッ
テ
ル
は
り
に

狂
奔
し
た
事
実
も
明
る
み
に
出
た
の
で
あ
る
が
。
〉
だ
が
、
榊
民
の
主
張
す
る
「
変
革
の
性
格
」
と
わ
た
し
の
支
持
す
る
そ
れ
と
は
、
そ

ま
さ
に
「
変
革
の
道
」
が
全
く
ち
が
う
か
ら
で
あ
る
。
榊
氏
ら
の
主

の
内
容
は
根
本
的
に
こ
と
な
る
。
そ
れ
が
根
本
的
に
ち
が
う
の
は
、

張
す
る
「
道
」
は
、

「
平
和
的
・
民
主
的
方
法
」
で
あ
り
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
式
棚
ボ
タ
戦
術
論
で
あ
る
が
、

わ
た
し
の
支
持
す
る
の
は
、

「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
基
本
原
則
」
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
拙
著
『
構
造
改
革
論
批

判
』
の
主
た
る
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
右
の
よ
う
な
「
平
和
的
・
民
主
的
方
法
」
の
反
レ

l

ニ
ン
主
義
的
本
質
の
究
明
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ

「
強
力
と
独
裁
の
方
法
」
で
あ
り
、

て
、
わ
が
榊
氏
に
お
い
て
、
そ
の
「
品
性
」
に
ふ
さ
わ
し
い
い
っ
さ
い
の
反
応
i
l
l
「
権
威
的
」
攻
撃
、

ベ
テ
ン
、
難
癖
つ
け
と
お
ど
し
ー
ー
が
露
呈
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
客
観
的
根
拠
も
、
そ
の
点
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

正
し
い
批
判
の
あ
り
方
を
示
す
た
め
に
、
一
歩
を
す
す
め
て
、
榊
氏
自
身
が
修
正
主
義
と
ど
の
よ
う
に
た
た
か
っ

レ
ッ
テ
ル
は
り
、
す
り
か
え
と

そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
、

て
き
た
か
を
追
究
し
、
榊
民
ら
が
「
構
造
改
革
論
」
を
「
な
し
く
ず
し
苧
命
論
」
と
す
る
批
判
が
当
を
え
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

フ

ル
シ
チ
ョ
フ
式
棚
ボ
タ
戦
術
論
と
こ
れ
に
た
い
す
る
「
イ
タ
リ
ー
の
道
」
を
背
景
と
す
る
「
構
造
改
革
論
」
と
で
は
、

そ
の
い
ず
れ
が

「
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
原
則
」
に
よ
り
多
く
そ
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
よ
り
多
く
背
反
し
た
も
の
か
、

と
い
う
点
に
も
分
析



の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
こ
う
し
た
論
究
を
、
事
実
に
即
し
て
正
し
く
お
し
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
榊
氏
ら
に
よ

る
「
教
条
主
義
批
判
一
な
る
も
の
の
客
観
的
意
義
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
忠
わ
れ
る
、
が
、
当
面
、
科
学
的
理
論
の
研
慣
に
た

ず
さ
わ
る
者
が
念
顕
に
お
く
べ
き
は
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
、

「
変
革
の
道
」
の
差
違
の
根
本
的
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
現
在

の
諸
条
件
の
も
と
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
立
に
正
し
い
「
人
民
解
放
の
道
」
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
か
、
真
の
「
統
一
戦
線
」
は
ど

の
よ
う
に
し
て
築
き
あ
、
げ
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
、
緊
切
な
課
題
に
答
え
る
た
め
の
大
切
な
手
が
か
り
を
つ
か
む
こ
と
で
あ
る
。

(
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