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一
「
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造
改
革
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」
者
に
よ
る
説
明

ー
「
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造
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意
味
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:
(
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六
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第
四
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所
載
)

2
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3
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独
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)
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革
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者
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説
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つ
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き
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造
改
革
」
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条
件
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七。

け

佐
藤
昇
氏
は
、

「
政
治
的
民
主
主
義
の
役
割
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
第
三
節
の
冒
頭
に
お
い
て
、

ま
ず
、

「
こ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
と
な
ら
ぶ
第
二
の
条
件
と
し
て
、

政
治
的
民
主
主
義
の
強
化
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
」

〈前出、

二
0
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

「
政
治
的
民
主
主
義
は
労
働
者
階
級
が
多
年
に
わ
た
る
闘
争
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
独
占
資
本
主
義
が
生
産

力
の
発
展
に
見
合
う
生
産
関
係
の
社
会
化
の
形
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
的
民
主
主
義
は
そ
の
上
部
構
造
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ

て
、
い
わ
ば
M

権
力
の
社
会
化
d

と
も
い
う
こ
ど
が
で
き
る
。
そ
れ
は
広
汎
な
大
衆
が
権
力
過
程
に
参
与
し
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
政
治

の
中
に
足
場
を
も
っ
て
進
出
し
、
発
言
権
を
強
め
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
支
配
階
級
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
i
も
こ
れ
を
全
然
無
視
し
て

は
そ
の
支
配
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
民
主
主
義
の
発
展
を
つ
う
じ
て
労
働
者
階
級
は
社
会
生
活
に
対
す
る

国
家
の
管
理
の
な
か
に
進
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
進
出
の
形
態
が
ほ
か
な
ら
ぬ
政
治
的
民
主
主
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
部
面
に
労
働
者
階
級
が
介
入
し
、
参
与
し
て
ゆ
く
の
を
保
障
す
る
も
の

ば
政
治
的
民
主
主
義
の
強
化
で
あ
り
、
政
治
的
民
主
主
義
を
ま
も
り
、

つ
よ
め
て
ゆ
く
こ
と
な
し
に
は
構
造
改
革
闘
争
を
す
す
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
」

こ
の
説
明
を
読
ん
で
ま
ず
最
初
に
当
然
疑
問
が
生
ず
る
の
は
、

(
前
出
、
二
C

二
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
山
本
)
。

「
政
治
的
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
は
、
た
ん
に

「
民
主
主
義
」
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
る
が
、
こ
こ
で
な
ぜ
、
こ
と
さ
ら
「
政
治
的
」
と
い
う
規
定
を
つ
け
て
「
政
治
的
民
主
主
義
L

と
い

う
言
葉
を
用
い
て
い
る
か
?

「
政
治
的
j

一
と
い
う
言
葉
は
、

「
経
済
的
」
に
対
立
し
て
つ
か
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

ム
同
乙
(
口
み

ι
、
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J
J
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こ
こ
で



「
経
済
的
な
面
に
お
け
る
民
主
主
義
」

と
い
う
も
の
を
こ
と
さ
ら
回
避
す
る
た
め
に
、

「
政
治
的
」
と
い
う
限
定
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ

ぅ
。
と
い
う
の
は
、

今
日
の
独
占
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
、

「
経
済
的
な
面
に
お
け
る
民
主
主
義
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
薬
に
し
た

く
て
も
見
当
ら
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

「
経
済
的
な
面
で
の
民
主
主
義
」
で
は
な
く
し
て
「
政
治
的
な

民
主
主
義
」
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、

そ
の
「
民
主
主
義
」
が
た
ん
に
「
形
式
的
」
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

「
実
質
的
」
に
は
と
う
て
い
「
民
主
主
義
」
と
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
事
実
を
認
め
て
い
る

i
本
人
の
好
む
と
好
ま
ぎ
る
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
ま
た
論
者
自
身
意
識
し
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
ー
と
い
う
こ
と
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
事
実
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
今
日
の
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
の
も
と
で
の
「
民
主
主
義
」
の
実
際
な
の
で
あ
る
。
独
占
資

本
主
義
と
は
、

一
部
少
数
の
独
占
資
本
家
が
支
配
し
、
大
多
数
の
労
働
者
が
賃
銀
奴
隷
の
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
経
済
的
社
会
構
造
で
あ

る

独
占
的
私
的
所
有
者
と
賃
銀
奴
隷
と
の
あ

だ

は

「
自
由
、

平
等
」
は
た
ん
に
形
式
的
に
の
み
あ
り
、
実
質
的
に
あ
る
の
は
、

「
不
自
由
、
不
平
等
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
政
治
的
民
主
主
義
」
は
い
い
か
え
れ
ば
「
形
式
的
民
主
主
義
」
と
い
う
意
味
を
含
む
も
の
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
が
発
展
し
て
い
る
よ
う
な
高
度
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
、

右
の
よ
う
な
「
政
治
的
民
主
主
義
」
が
ど
の
よ
う
な
「
役
割
」
を
は
た
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
き
の
佐
藤
氏
の
説
明
の
内

容
を
丹
念
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

① 

「
政
治
的
民
主
主
義
は
労
働
者
階
級
が
多
年
に
わ
た
る
闘
争
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
」
ー
ー
と
の
主
張
は
、

は
な

は
だ
し
く
一
面
的
、
独
断
的
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
支
持
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
政
治
的
民
主
主
義
を
主
張
し
、
こ
れ
の

実
現
に
努
力
し
て
き
た
の
は
、
ひ
と
り
労
働
者
階
級
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
的
に
は
、
封
建
的
支
配
者
に
対
す
る
事
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
で
も
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
農
民
階
級
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
と
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

七
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七

は
「
政
治
的
民
主
主
義
」
が
も
っ
と
も
「
完
全
に
」
発
達
し
、
わ
が
国
の
「
政
治
的
民
主
主
義
」
は
み
な
こ
の
ア
メ
リ
カ
で
の
「
政
治
的

民
主
主
義
」
の
後
塵
を
拝
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ア
メ
リ
カ
で
の
こ
の
「
完
全
」
な

「
政
治
的
民
主
主
義
」
は
「
労
働
者
階
級
が
多
年
に
わ
た
る
闘
争
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
き
た
も
の
」
で
あ
ろ
う
か
?

そ
れ
が
ア
メ
リ
カ

の
ブ
ル
ジ
ョ
ナ
ジ

l
、
一
般
的
に
い
っ
て
所
有
者
階
級
に
よ
っ
て
も
推
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
で
は
な
か
ろ
う
か
?

と

ろ
で
、
そ
の
「
政
治
的
民
主
主
義
」
の
も
っ
と
も
よ
く
発
展
し
た
ア
メ
リ
カ
、

「
自
由
と
民
主
主
義
の
祖
国
」
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

事
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
?

、
っ
こ
、
、

L

T
し

ア
メ
リ
カ
で
は
「
広
汎
な
大
衆
」
が
「
政
治
的
民
主
主
義
」
の
お
か
げ
で
「
国

家
的
管
理
の
中
に
進
出
し
て
」
い
る
で
あ
ろ
う
か
?

① 

「
国
家
独
占
資
本
主
義
が
生
産
力
の
発
展
に
見
合
う
生
産
関
係
の
社
会
化
の
形
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
的
民
主
主
義
は
そ
の

上
部
構
造
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
グ
権
力
の
社
会
化
d

と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
ー
ー
ー
ま
ず
、
「
国
家
独
占
資
本
主

義
が
生
産
力
の
発
展
に
見
合
う
生
産
関
係
の
社
会
化
の
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
の
主
張
は
、
ま
っ
た
く
誤
り

で
あ
り
、
こ
じ
つ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
前
稿
で
詳
細
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
主
張
が
完
全
な
錯
誤
で
あ
り
こ

じ
つ
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
政
治
的
民
主
主
義
」
が
「
そ
の
上
部
構
造
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
」
で
あ
る
と
か
、
「
権
力
の
社
会
化
」
で
あ

る
と
い
う
主
張
も
、
同
じ
く
完
全
な
錯
誤
で
あ
り
、
こ
じ
つ
け
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
滑
稽
な
の
は
、

「
権
力
の
社
会
化
」
と
い
う
、

台、

れ
ら
の
新
造
語
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、

「
権
力
の
社
会
化
」
と
は
、
ど
う
い
う
一
言
葉
で
あ
ろ
う
か
?

「
権
力
」
は
も
と
も
と
社
会
的
な

「
権
力
」
で
あ
っ
て
、
私
的
な
「
権
力
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
「
権
力
」
が
「
社
会
化
」
す
る
、
「
社
会

的
な
も
の
」
に
な
る
と
い
う
の
は
、
純
然
た
る
ト
ウ
ト
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、

ノ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
「
権
力
の
社
会
化
」
と
い
う
新
造

語
は
、
お
そ
ら
く
、
「
権
力
の
所
有
者
の
社
会
化
」
と
い
う
こ
と
の
混
乱
し
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
、
だ
が
、
「
権
力
の
所



有
者
」
が
私
的
個
人
あ
る
い
は
特
殊
な
個
別
的
階
級
で
な
く
て
、
そ
の
社
会
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
成
員
、
あ
る
い
は
、
そ
の
社
会
を
構

成
す
る
す
べ
て
の
階
級
に
な
る
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
?

「
権
力
」
と
い
う
も
の
は
、
本
来
、
あ
る

特
定
の
個
別
的
階
級
が
他
の
階
級
を
支
配
し
抑
圧
す
る
た
め
に
こ
そ
在
る
の
で
あ
っ
て
、
支
配
す
る
者
も
支
配
さ
れ
る
者
も
な
く
、
抑
圧

す
る
者
も
抑
圧
さ
れ
る
者
も
い
な
い
と
こ
ろ
に
、

rう
し
て
、

「
権
力
」
な
ど
存
在
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
か
?

社
会
の
す
べ
て
の
成
員

が
、
す
べ
て
の
階
級
が
「
権
力
」
の
「
所
有
者
」
、
「
参
与
者
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
階
級
の
な
い
社
会
、
完
成
さ
れ
た

高
度
の
共
産
主
義
社
会
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
正
確
厳
密
に
は
「
権
力
の
消
滅
」
も
し
く
は
「
権
力
の
眠
り
込

み
」
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
権
力
の
社
会
化
」
な
ど
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
き
「
権
力
の
社
会
化
」
と
い
う
よ
う

な
新
造
語
を
得
意
に
な
っ
て
ふ
り
ま
わ
す
当
の
論
者
た
ち
が
、

「
権
力
」
の
本
質
に
つ
い
て
も
、

ぎ
た
「
権
力
」
の
実
際
に
つ
い
て
も
、

ど
ん
な
に
知
る
こ
と
す
く
な
い
か
、
ま
た
、
た
ん
な
る
言
葉
の
羅
列
で
ひ
と
な
惑
わ
す
論
法
の
み
を
事
と
し
℃
い
る
か
は
、
う
た
が
う
余

地
が
な
い
。
だ
が
、
こ
の
「
権
力
の
社
会
化
」
と
な
ら
ん
で
、
こ
れ
ら
の
論
者
の
「
権
力
」
に
つ
い
て
の
理
解
の
ほ
ど
を
端
的
に
示
し
て

い
る
の
は
、

つ
ぎ
の
「
権
力
過
程
」
と
い
う
、
同
じ
く
か
れ
ら
の
手
に
成
る
新
造
語
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
広
汎
な
大
衆
が
権
力
過
程
に
参
与
し
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
政
治
の
中
に
足
場
を
も
っ
て
進
出
し
、
発
言
権
を
強
め
て

く
る
こ
と
で
あ
る
。
」
ー
ー
ー
い
っ
た
い
、
「
権
力
過
程
」
と
い
う
過
程
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

① 

過
程
と
い
う

の
は
、
あ
る
一
定
の
運
動
な
り
作
用
な
り
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
過
程
と
い
う
文
字
の
上
に
付
け
ら
れ
る

言
葉
は
、
あ
る
運
動
ま
た
は
作
用
を
あ
ら
わ
す
動
詞
を
抽
象
名
詞
に
し
た
語
で
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ
無
意
味
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

「生

産
す
る
」
と
か
「
実
現
す
る
」
と
か
い
う
動
詞
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生
産
」
お
よ
び
「
実
現
」
と
い
う
よ
う
に
抽
象
名
詞
に
し
、
そ
れ
ら
に

「
過
程
」
と
い
う
文
字
を
つ
け
れ
ば
、
「
生
産
過
程
」
お
よ
び
「
実
現
過
程
」
と
い
う
言
葉
が
で
き
あ
が
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
輩
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

七



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
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の
理
的
論
性
格
(
四
〉

七
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産
す
る
と
い
う
過
程
」
、
「
実
現
す
る
と
い
う
過
程
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
権
力
」
と
い
う
一
言
葉
は
、

い
っ
た
い
、
ど
の

よ
う
な
運
動
ま
た
は
作
用
を
示
す
動
詞
に
も
と
づ
い
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
名
詞
で
あ
ろ
う
か
?

「
権
力
す
る
」
な
ど
と
い
う
、
運
動
ま

た
は
行
為
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
?

「
権
力
す
る
過
程
」
と
い
う
言
葉
が
、
た
ん
に
国
語
的
に
み
て
す
ら
、
ま
っ
た
く
で
た
ら
め
の
タ
ワ

言
と
す
れ
ば
、
「
権
力
過
程
」
と
い
う
言
葉
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
タ
ワ
言
で
あ
る
。
「
権
力
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
誰
の
手
に
あ
る
か
、

ど
の
階
級
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
て
、

こ
の
「
権
力
」
の
階
級
的
本
質
に
よ
っ
て
、

「
権
力
」
の
発

動
、
そ
の
行
使
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
権
力
」
の
発
動
の
仕
方
、
「
権
力
」
を
行
使
す
る
過
程
そ
の
も
の
は
、
こ
の
「
権
力
」
の
本

質
に
よ
っ
て
根
求
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
使
過
程
そ
の
も
の
に
決
定
的
な
毒
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

「
権
力
過
程
に
参
与
し
て
く
る
」
な
ど
と
い
う
、
混
乱
し
た
表
現
は
、

お
そ
ら
く
「
権
力
」
の
所
者
者
の
中
に
「
広
汎
な
大
衆
」
が
加

わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
の
誤
っ
た
、
で
た
ら
め
の
い
い
あ
ら
わ
し
と
し
か
う
け
と
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
「
広
汎
な
大
衆
」

が
「
権
力
」
の
所
有
者
の
中
に
加
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、

さ
き
に
み
た
新
造
語
|
|
寸
権
力
の
社
会
化
」
ー
ー
ー
と
同
じ
く
、

権

力
の
解
消
L

も
し
く
は
「
権
力
の
眠
り
こ
み
」
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
無
意
味
な
言
葉
の
羅
列
に
す
ぎ
な
い
こ

と
は
、
ま
っ
た
〈
同
様
で
あ
る
。

佐
藤
氏
は
い
う
、

1
1
1
そ
れ
は
、

「
政
治
の
中
に
足
場
を
も
っ
て
進
出
し
、

発
言
権
を
強
め
て
く
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
い
ま
問
題
と

な
っ
て
い
る
事
柄
が
資
本
主
義
社
会
で
の
「
政
治
的
民
主
主
義
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
事
が
政
治
に
の
み
関
係
し
た
こ
と
で
あ
る
の

は
、
自
明
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
政
治
の
中
に
:
・
進
出
し
」
と
い
う
の
は
、

お
よ
そ
無
意
味
で
あ
る
。
ま
た
「
足
場
」
と
は
、

、
っ
こ
、
、

Y
V

中
l
t
v

な
に
か
?

「
足
場
」
ま
た
は
「
手
が
か
り
」
が
な
く
て
、
ど
こ
に
「
進
出
す
る
」
こ
と
が
で
き
よ
う
か
?

ま
た
、

「
発
言
権
を
強
め

て
く
る
こ
と
」
は
、
要
す
る
に
、
「
発
言
権
」
を
強
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
権
力
」
を
に
ぎ
る
こ
と
、

「
権
力
し
を
自
巳
の
独
自
の
立
場



か
ら
、
他
の
階
級
に
反
対
し
て
行
使
す
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
ち
が
う
も
の
で
あ
る
。
「
発
言
権
が
強
ま
っ
た
こ
と
」
は
、
「
権
力
」
を

把
握
で
き
な
い
が
、
た
ん
に
、

「
権
力
」
を
排
他
的
に
掌
握
し
て
い
る
者
に
た
い
し
て
、

あ
る
程
度
の
要
求
な
り
注
文
を
出
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、

「
政
治
の
中
に
足
場
を
も
っ
て
選
出
し
、

発
言
権
を
強
め
て
く
る
こ
と
」
と
い
う

の
は
、

た
ん
な
る
う
た
い
文
句
で
あ
っ
て
、

内
容
か
ら
つ
ぼ
の
か
け
声
に
す
ぎ
ず
、
「
権
力
過
程
へ
の
参
与
」
あ
る
い
は
「
権
力
の
社
会

化
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
事
柄
と
は
、
ま
っ
た
く
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
両
者
を
同
じ
も
の
と
し

て
説
明
し
て
い
る
の
は
、
で
た
ら
め
の
新
造
語
で
無
知
な
大
衆
を
ま
ど
わ
か
す
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
悪
質
の
論
理
的
ベ
テ
ン
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

@ 

「
こ
の
よ
う
な
政
治
的
民
主
主
義
の
発
展
を
つ
う
じ
て
労
働
者
階
紘
は
社
会
生
活
に
対
す
る
国
家
の
管
理
の
な
か
に
進
出
し
て
ゆ

く
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
進
出
の
形
態
が
ほ
か
な
ら
ぬ
政
治
的
民
主
主
義
で
あ
る
。
」

1

1

こ
の
文
章
も
、
右
と
同
様
に
純
然
た
る
論

理
的
ベ
テ
ン
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
ベ
テ
ン
の
主
役
を
演
じ
て
い
る
の
は
、
政
治
的
民
主
主
義
と
い
う
、
得
体
の
知
れ
な
い
、

っ
か
み
ど

こ
ろ
の
な
い
、

ぬ
え
の
よ
う
な
代
物
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
政
治
的
民
主
主
義
と
は
、
な
に
を
指
し
て
い
う
の
か
?

そ
の
具
体
的
な
実

例
を
挙
げ
て
み
る
が
い
い
。
た
と
え
ば
、
普
通
選
挙
権
、
あ
る
い
は
、
出
版
、
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由
は
、
政
治
的
民
主
主
義
の
事
実

的
内
容
の
う
ち
で
顕
著
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ

τい
る
と
い
う
こ
と
は
、
う
た
が
い
な
い
。
そ
ζ

で
、
普
通
選

挙
権
ま
た
は
出
版
、
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由
と
い
う
具
体
的
内
容
を
、
右
の
文
章
の
中
の
政
治
的
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
に
あ
て
は
め

て
み
る
が
い
い
。

い
っ
た
い
、
普
通
選
挙
権
の
発
展
を
つ
う
じ
て
、
あ
る
い
は
、
出
版
、
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由
の
発
展
を
通
じ
て
、

労
働
者
階
級
は
、
社
会
生
活
に
対
す
る
国
家
の
管
理
の
な
か
に
進
出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
る
う
か
?

い
つ
、

ど
こ
で
、

「
国
家

の
管
理
の
な
か
に
進
出
し
た
」
と
い
う
実
例
が
あ
る
か
?

そ
も
そ
も
、

「
社
会
生
活
に
対
す
る
国
家
の
管
理
の
な
か
に
進
出
す
る
」

と

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
〉

七
瓦



い
わ
ゆ
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造
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t土

「
国
家
権
力
」

を
他
の
諸
階
級
と
仲
よ
く
わ
か
ち
あ
っ
て
い
る
と
い
う
、

奇
想
天
外
な

「
権
力
の
社
会
化
」
、

「
権
力
過
程
へ
の
参

与
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
?

そ
れ
な
ら
ば
、
「
管
理
の
な
か
に
進
出
す
る
」
で
は
な
く
し
て
、

直
接
に
「
国
家
権
力
」
を
動
か
し
、

管

理
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
?

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
訳
の
わ
か
ら
ぬ
「
管
理
の
な
か
へ
の
進
出
L

の
「
形
態
」
が

普
通
選
挙
権
、
あ
る
い
は
出
版
、
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
!

普
通
選
挙
権
が
ど
ん
な
に
完
全
に
実
施
さ
れ
よ

う
と
、
あ
る
い
は
、
出
版
、
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由
が
ど
ん
な
に
完
全
に
保
障
さ
れ
よ
う
と
、
そ
れ
で
「
社
会
生
活
に
対
す
る
国
家
の

管
理
の
な
か
に
進
出
し
て
ゆ
く
」
こ
と
な
ど
、
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
二
十
世
紀
は
じ
め
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
ま

た
現
段
階
に
お
け
る
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
も
、
あ
き
ら
か
に
実
証
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
政
治
的
民

(
お
)

主
主
義
と
し
て
も
っ
と
も
中
心
的
な
意
義
を
占
め
る
民
主
酌
共
和
制
を
と
っ
て
み
よ
う
。
ど
ん
な
に
完
全
な
民
主
的
共
和
制
で
あ
っ
て
も
、

そ
し
て
ま
た
そ
の
民
主
的
共
和
制
の
も
と
で
ど
ん
な
に
完
全
な
普
通
選
挙
権
が
保
障
さ
れ
実
施
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
資
木
主
義
社
会
に

お
い
て
は
、
そ
の
民
主
主
義
は
資
本
主
義
的
民
主
主
義
で
あ
り
、
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
と
強
化
の
た
め
の
民
主
主
義
で
あ
り
、
き
わ
め
て

非
自
由
な
、
非
人
民
的
な
民
主
主
義
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
と
り
わ
け
、
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
民
主
的
共
和

「
富
」
の
無
制
限
の
権
力
は
も
っ
と
も
確
実
に
行
使
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

制
に
よ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
実
例
に
徴
し
て
も
あ
き
ら
か

で
占
め
る
。

〈
渇
)
今
日
の
日
本
に
完
全
な
民
主
的
共
和
制
が
あ
る
と
は
、
わ
が
「
構
造
改
輩
論
」
者
た
ち
で
も
唱
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
民
主
的
共
和

制
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
ま
た
完
全
な
民
主
的
共
和
制
を
要
求
す
る
「
広
汎
な
大
衆
」
の
戸
が
ほ
と
ん
ど
問
え
て
こ
な
い
よ
う

な
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
政
治
的
民
主
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
「
社
会
生
活
に
対
す
る
国
家
の
管
理
の
な
か
に
進
出
し
て
ゆ
く
」
こ
と
が
保
障
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
か
?
ア
メ
リ
カ
の
実
状
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
「
広
汎
な
大
衆
」
の
民
主
的
水
準
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
な
に
ひ
と
つ
知
ら
な
い

で
、
た
だ
品
、
た
ら
「
政
治
的
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
く
り
か
え
し
て
ば
か
り
い
た
の
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
は
こ
ん
な
手
合
を
見
と
も
思
わ



な
い
、
い
や
、
人
民
を
欺
摘
し
、
事
実
無
根
の
幻
想
で
大
衆
の
革
命
的
意
識
を
病
帽
押
さ
せ
る
申
し
分
の
な
い
下
僕
と
し
て
内
心
ひ
そ
か
に
こ
れ
に
喝

采
を
お
し
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑤ 

「
し
た
が
っ
て
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
部
商
に
労
働
者
階
級
が
介
入
し
、
参
与
し
て
ゆ

く
の
を
保
障
す
る
も
の
は
政
治
的
民
主
主
義
の
強
化
で
あ
り
、
政
治
的
民
主
主
義
を
ま
も
り
、

つ
よ
め
て
ゆ
く
こ
と
な
し
に
は
構
造
改
革

闘
争
を
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
ー
ー
国
家
独
占
資
本
主
義
と
い
う
の
は
、

独
占
資
本
、
が
ま
す
ま
す
国
家
権
力
と
密
接
に
結
び
つ

き
、
国
家
権
力
を
自
己
に
排
他
的
に
従
属
さ
せ
、
排
他
的
に
こ
れ
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
支
配
体
制

の
維
持
と
強
化
を
は
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
段
階
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
、
ど
ん
な
に
完
全
な
政
治
的
民
主
主
義
が
実
施
さ
れ
保

障
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
お
い
て
、

国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
部
面
に
労
働
者
階
級
が
介
入
す
る
」
と

か
「
参
与
し
て
ゆ
く
」
と
か
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
と
の
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
「
介
入
」
や
「
参

与
」
を
「
政
治
的
民
主
主
義
の
強
化
」
が
「
保
障
す
る
」
な
ど
と
一
式
う
の
は
、

ま
っ
た
く
の
マ
ヤ
カ
シ
で
あ
る
。

「
政
治
的
民
主
主
義
を

宇品、もり、

つ
よ
め
て
ゆ
く
こ
と
」
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
「
構
造
改
革
闘
争
」
な
ど
を
お
し
す
す
め
る
た
め
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
む

L
ろ
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
政
治
的
民
主
主
義
が
い
か
に
非
自
由
な
、
非
人
民
的
な
民
主
主
義
で
あ
り
、
人
民
を

欺
騎
す
る
も
の
、
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
「
広
汎
な
大
衆
」
に
自
覚
さ
せ
、
労
働
者
階
級
に
、
真
に
人

民
的
な
民
主
主
義
の
獲
得
の
た
め
に
は
資
本
主
義
国
家
権
力
を
打
倒
し
て
「
富
」
の
無
制
限
の
権
力
を
抑
圧
し
、
搾
取
者
を
抑
圧
す
る
た

め
の
労
働
者
階
級
自
身
の
排
他
的
な
権
力
を
う
ち
た
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
意
識
さ
せ
、
そ
の
た
め
の
闘
争
の
途
を
は

っ
き
り
つ
か
ま
せ
る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
構
成
し
て
い
る
各
文
章
毎
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
明
白
な
よ
う
に
、
右

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
草
論
」
の
理
論
的
性
絡
〈
四
)

七
七



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
回
)

七
入

の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、

「
政
治
的
民
主
主
義
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
、

そ
の
具
体
的
内
容
は
ほ
ん
の
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
説
明

す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
政
治
的
民
主
主
義
」
が
あ
る
か
ら
、
「
権
力
の
社
会
化
」
が
あ
る
二
政
治
的
民
主
主
義
」
の
発
展
で
労
働
者
階

級
は
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
部
面
に
i
そ
れ
が
ど
ん
な
活
動
部
面
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
す
こ
し
も
明
示
し
よ
う
と
し
な
い
で
!

「
介
入
」
し
、
「
参
与
し
」
て
ゆ
〈
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
企
仏
の
よ
う
に
く
り
か
え
し
述
べ
た
て
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で

t士

「
政
治
的
民
主
主
義
」
と
い
う
も
の
が
、

な
ぜ
、
「
構
造
改
革
」
の
「
条
件
」
と
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

ま
っ
た
く
わ

か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
が
ま
こ
と
に
い
み
じ
く
も
云
い
あ
て
て
い
る
よ
う
に
、

「
理
解
の
欠

け
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
か
な
ら
ず
言
莱
が
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
方
式
ど
お
り
に
、
も
っ
ぱ
ら
内
容
空
っ
ぽ
の
言
葉
の
締
り
合
せ
で

庇
理
窟
を
こ
ね
あ
げ
る
の
を
事
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
政
治
的
民
主
主
義
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
空
っ

ぼ
の
言
葉
も
出
て
こ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ま
と
と
に
も
っ
と
も
の
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
ば

あ
い
、

「
政
治
的
民
主
主
義
」
と
い
う
響
き
の
よ
い
言
葉
の
中
味
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
で
も
具
体
的
な
事
実
を
あ
げ
よ
う
も
の
な
ら
、

カミ

れ
ら
の
誇
犬
妄
想
的
作
文
の
正
体
は
す
ぐ
き
ま
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

「
条
件
」
で
あ
る
と
称
し
な
が

ら
、
ど
う
い
う
忌
味
で
「
条
件
」
と
な
っ
て
い
る
か
な
ど
と
い
う
肝
腎
の
説
明
か
}
放
り
だ
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
、

か
け
戸
ば
か
り
く
り
か
え

L
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
、

「
政
治
的
民
主
主
義
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、

そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
ず
こ
し
で
も
真
剣
に
考
え
、
資
本
制
的
私
的
所

有
の
も
と
で
の
「
自
由
・
平
等
」
の
実
態
、

「
普
通
選
挙
権
」
あ
る
い
は
「
出
版
、

集
会
、
結
社
の
自
由
」
の
実
状
に
つ
い
て
事
実
を
た

だ
し
て
と
ら
え
、
ま
た
、
「
政
治
的
民
主
主
義
の
発
展
」
に
お
い
℃
先
進
的
な
独
占
資
本
主
義
国
家
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
実
態

を
み
て
み
る
な
ら
ば
、
「
権
力
の
社
会
化
」
と
か
「
労
働
者
階
級
が
国
家
の
管
理
の
な
か
に
進
出
し
、

参
与
し
、

介
入
し
て
い
く
し
な
ど



と
い
う
、
歯
の
浮
く
よ
う
な
タ
ワ
言
は
口
に
し
た
く
と
も
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
実
態
が
必
然
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
の
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
自
称
し
、

マ
ル
ク
ス
主

義
理
論
を
正
し
く
摂
取
し
た
と
潜
称
す
る
こ
れ
ら
の
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
を
発
展
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ

れ
を
ま
っ
た
く
査
め
、
そ
の
正
し
い
内
容
と
は
正
反
対
の
庇
理
窟
を
1
l
h
そ
れ
も
、
た
だ
空
っ
ぽ
の
言
葉
を
羅
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

1
1
1
あ
れ
こ
れ
並
べ
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権
力
が
「
富
」
の
無
制
限
の
権
力
の
保
障
の
た
め
の
強
力
で
あ
り
、
賃
銀
奴
隷
制
の

維
持
・
強
化
の
た
め
の
強
力
装
置
で
あ
る
こ
と
、

い
か
に
完
全
に
民
主
主
義
が
発
展
し
て
い
る
と
し
て
も
資
本
主
義
の
も
と
で
の
民
主
主

義
は
、

つ
ね
に
も
っ
と
も
非
自
由
な
、
非
人
民
的
な
マ
ヤ
カ
シ
の
民
主
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理

論
の
基
本
で
あ
り
、
も
っ
と
も
肝
要
な
眼
目
で
あ
る
こ
と
は
、
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
占
う
な
、
歴
史
的
事
実
に

も
と
づ
い
て
導
き
出
さ
れ
た
基
本
的
命
題
は
、
ど
ん
な
に
論
理
的
ベ
テ
ン
に
長
け
て
い
る
論
者
で
も
、
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
な

か
か
ら
抹
殺
し
去
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
し
か
し
、
こ
の
基
本
的
命
題
と
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た

ち
の
空
っ
ぽ
の
「
権
力
社
会
化
」
論
と
が
直
接
に
矛
盾
し
、
と
う
て
い
相
い
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
あ
き
ら
か
な

の
で
あ
っ
て
、

こ
の
矛
盾
が
明
白
な
か
ぎ
り
、

か
れ
ら
の
内
容
空
っ
ぽ
の
か
け
声
は
な
か
な
か
大
衆
に
は
惨
透
し
て
い
か
な
い
。

そ

で
、
こ
の
矛
盾
を
ご
ま
か
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
な
ん
ら
の
本
質
的
な
ち
が
い
も
な
く
、
む
し
ろ
、

か
れ
ら
の
議
論
は
マ
ル
グ
ス
主
義

理
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
な
の
だ
と
い
う
感
じ
を
大
衆
の
聞
に
植
え
つ
け
る
こ
と
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、

か
れ
ら
の
出

た
ら
め
の
「
国
家
論
」
を
科
学
的
な
「
国
家
論
」
と
結
び
つ
け
、
両
者
の
本
質
的
差
異
を
ご
ま
か
し
、
完
全
に
査
曲
さ
れ
て
そ
の
内
容
が

ま
る
き
り
正
反
対
の
も
の
に
担
造
さ
れ
た
「
国
家
論
」
を
ば
本
来
の
正
し
い
「
国
家
論
」
を
発
展
さ
せ
た
も
の
だ
と
云
い
く
る
め
る
た
め

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
〈
四
〉

七
九



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
本
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

八。

に
、
こ
こ
に
さ
ら
に
い
っ
そ
う
手
の
こ
ん
だ
論
理
的
ベ
テ
ン
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
的
詐
術

を
示
し
て
い
る
の
が
、

つ
ぎ
に
み
ら
れ
る
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

tコ

そ
こ
で
、
ま
ず
、
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
つ
ぎ
に
か
か
げ
、
そ
の
論
理
的
。
へ
テ
ン
の
ほ
ど
を
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
た
し
か
に
資
本
主
義
国
家
は
巨
視
的
に
み
れ
ば
基
木
的
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
で
あ
り
、
資
本
主
義
体
制
を
擁
護
す
る
た
め

の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
使
命
は
資
本
の
利
益
に
そ
っ
て
社
会
生
活
を
管
理
し
、
被
搾
取
階
級
の
抵
抗
を
鎮
圧
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
一
定
の
限
度
内
に
お
い
て
勤
労
者
が
国
家
に
働
き
か
け
、
そ
の
反
動
的
機
能
を
抑
制
し
た
り
、
そ
れ
を
多
少
と
も
進
歩
的
、
民

主
的
方
向
に
動
か
し
た
り
、
そ
の
機
構
を
最
大
限
に
民
主
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

国
家
は
決
し
て
現
実
の
情
勢
や
力
関
係
か
ら
離
れ
て
抽
象
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
働
き
か
け
て
お

り
、
支
配
階
級
も
常
に
純
粋
に
か
れ
ら
の
意
志
ど
お
り
に
国
家
を
動
か
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
労
働
者
階
級
の
進
出
に
よ
っ

て
こ
れ
を
規
制
し
て
ゆ
く
道
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。
こ
の
規
制
に
は
資
本
主
義
国
家
と
し
て
の
根
本
的
性
格
が
か
わ
ら
ぬ
か
ぎ
り
、
も
ち

ろ
ん
限
界
が
あ
る
が
、
こ
の
限
界
自
体
、
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
限
界
を
突
破
す
る
た
め
に
は
全
国
家
機
構
を
質
的
に
変
革
し
、

社
会
主
義
的
権
力
を
う
ち
た
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
ゆ
く
ま
で
に
労
働
者
階
級
が
政
治
的
民
主
主
義
を
強
化
し
、
拡
大
し

つ
つ
、
中
央
お
よ
び
地
方
に
お
い
て
社
会
生
活
の
国
家
的
管
理
に
多
少
と
も
進
出
し
て
ゆ
く
余
地
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
構

造
改
革
の
闘
争
の
条
件
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
致
治
的
民
主
主
義
の
擁
護
と
拡
大
は
政
治
面
に
お
け
る
構
造
改
革
闘
争
の
重

要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
」

(
前
回
、
二
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
l
山
本
〉
。



さ
き
に
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
、
こ
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
構
成
し
て
い
る
要
素
l
各
文
章

に
つ
い

τ、
そ
の
論

理
的
性
質
を
す
こ
し
く
検
対
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

@ 

「
た
し
か
に
資
本
主
義
国
家
は
巨
視
的
に
み
れ
ば
基
本
的
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
で
あ
り
、
資
本
主
義
体
制
を
擁
護
す
る

た
め
の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
使
命
は
資
本
の
利
益
に
そ
っ
て
社
会
生
活
を
管
理
し
、
被
搾
取
階
級
の
抵
抗
を
鎮
圧
す
る
点
に
あ
る
。
」
|
|

こ
こ
に
は
、
か
れ
ら
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
校
智
を
示
す
論
理
的
。
へ
テ
ン
の
た
ね
が
こ
の
上
も
な
く
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず

第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
」
と
「
基
本
的
に
」
と
い
う
、
二
つ
の
副
詞
句
で
あ
る
。
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
」
と
い
う

の
は
、
「
徴
視
前
に
み
れ
ば
」
に
た
い
し
て
つ
か
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
で
あ
る
が
、

つ
ま
り
、
か
れ
ら
は
、
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
を
そ
え
る
こ
と
に

徴
視
的
に
み
れ
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
い
点
が
あ
る
」

と
い
う
「
論
理
」
を
暗
黙
の
う
ち
に
読
者
に
の
み
こ
ま
せ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
「
巨
視
的
に
み
れ
ぽ
」
な
ど

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
ぼ
あ
い
、
き
わ
め
て
不
適
当
で
あ
り
、
は
っ
き
り
い
っ
て
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
本
質
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
巨
視
的
に
み
た
ら
、

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
本
質
の
問
題
を
、

ど
う
か
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

お
よ
そ
問
題
で

「
巨
視
的
、
微
視
的
」
の
問
題
に
す
り
か
え
、

こ
の
す
り
か
え
の
上
に
の

っ
て
、
ま
ん
ま
と
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ア
独
裁
だ
が
、
微
視
的
に
み
れ
ば
必
ら
ず
し
も
独
裁
で
は
な
い
」
な
ど
と
い
う
議
論
の

中
に
読
者
を
ひ
き
ず
り
こ
む
と
は
、
な
ん
と
お
そ
れ
い
っ
た
論
理
的
ペ
テ
ン
師
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ブ
ル
ジ
ァ
ア
国
家
の
本
質
が
ブ
ル
ジ

ョ
ア
独
裁
で
あ
り
、
「
富
」
の
無
制
限
の
権
力
を
擁
護
し
実
現
す
る
強
力
機
関
で
あ
り
、
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
、

被
抑
圧
勤
労
大

衆
を
抑
圧
す
る
た
め
の
強
力
装
置
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
早
視
的
に
み
ょ
う
が
、

被
視
的
に
み
ょ
う
が
」
つ
ね
に
抑
圧
機
関
で
あ
る

こ
と
に
変
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
基
本
的
に
」
と
い
う
言
葉
も
、

右
の
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
」
と
同
じ
く
、

小
細
工
の
た
め

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
し
の
理
論
的
性
格
〈
四
〉
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い
わ
ゆ
る
つ
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
〈
四
)

八

の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
基
本
的
に
は
抑
圧
機
関
だ
が
、

個
々
の
部
面
、

個
々
の
現
象
に
つ
い
て
は
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
い
」
と

い
う
「
論
理
」
を
の
み
こ
主
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
基
本
的
に
」
と
い
う
一
言
葉
も
、
さ
き
の
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
」

と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
た
ち
の
論
理
的
能
力
の
低
劣
な
水
準
を
暴
露
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
、
ブ
ル
ジ
ア
ア
国

家
の
本
質
が
、
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
、
「
富
」
の
無
制
限
の
権
力
の
擁
護
の
た
め
の
強
力
機
関
だ
と
い
う
こ
と
は
、
「
巨
視
的
、
徴

個
々
の
部
面
、
個
々
の
現
象
」
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
が
な
く
妥
当

の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
、

「
基
木
的
、

す、視
る、的
と」
し、

ろ

と
な
の
で
あ
る

な
お
、

「
社
会
生
活
を
管
理
し
」
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
佐
藤
氏
が
し
ば
し
ば
っ
か
つ
て
き
た
き
れ
い
な
一
一
言
葉
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
賃
銀
奴
隷
が
賃
銀
奴
隷
の
状
態
に
釘
づ
け
に
さ
れ
、
賃
銀
奴
隷
の
状
態
が
ま
す
ま
す
悪
化
し
、

「
貧
困
、
必
働
苦
、

奴
隷
状
態
、

無
知
、
野
生
化
お
よ
び
道
徳
的
堕
落
の
蓄
積
」
が
進
行
す
る
の
を
保
障
す
る
こ
と
が
、

か
れ
ら
の
い
う
「
社
会
生
活
を
管
理
す
る
し
こ
と

の
実
態
で
あ
る
。
賃
銀
奴
隷
の
状
態
へ
の
釘
づ
け
と
よ
り
い
っ
そ
う
の
極
化
が
「
社
会
生
活
の
管
理
」
と
は
、
な
ん
と
、
支
配
者
に
と
っ

て
は
心
あ
た
た
ま
る
表
現
で
は
あ
る
ま
い
か
!

と
こ
ろ
で
、
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
」
と
か

「
基
本
的
に
」

と
か
い
う
日
く
っ
き
の
言
葉
が
た
と
え
ど
ん
な
に
論
理
錯
乱
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
こ
と
さ
ら
か
か
げ
た
こ
と
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
す
で
に
予
想
さ
れ
た

よ
う
に
、
「
微
視
的
に
み
れ
ば
」
、
「
個
々
の
部
面
あ
る
い
は
現
象
に
つ
い
て
は
」
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
っ
た
予
定
の
「
論
理
」

を
ば
、

つ
ぎ
の
文
章
で
否
応
な
し
に
読
者
に
呑
み
こ
ま
せ
る
と
い
う
段
ど
り
に
な
る
の
で
あ
る
。

② 

「
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
一
定
の
限
度
内
に
お
い
て
勤
労
者
が
国
家
に
働
き
か
け
、
そ
の
反
動
的
機
能
を
抑
制
し
た
り
、

そ
れ
を

多
少
と
も
進
歩
的
、
民
主
的
方
向
に
動
か
し
た
り
、
そ
の
機
構
を
最
大
限
に
民
主
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味



す
る
も
の
で
は
な
い
己
ー
ー
と
の
文
章
は
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
が
、

ど
の
よ
う
に
正
し
い
論
理
を
ゆ
が
め
て
か
れ
ら
の
意
図

す
る
誤
っ
た
「
論
理
」
を
こ
し
ら
え
あ
げ
る
か
と
い
う
こ
と
を
き
わ
め
て
よ
く
示
す
ひ
と
つ
の
お
手
本
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
は
じ
め
の
「
一
定
の
限
度
内
に
お
い
て
」
と
い
う
言
葉
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
言
葉
が
、
さ
き
の
「
巨
視
的
に
み
れ

ば
、
基
本
的
に
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
伏
線
」
に
よ
っ
て
予
想
さ
れ
、
予
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
く
り
か
え
す
こ
と
を
ひ
か
え
よ
う
。
た
だ
、
正
し
い
論
理
に
し
た
が
っ
た
ば
あ
い
、
こ
の
「
一
定

の
限
度
内
に
お
い
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
う
る
か
を
と
こ
で
簡
単
に
考
え
て
み
よ
う
。
資
本
主
義
国
家
の
本
質

は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
」
の
機
関
で
あ
り
、

賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
と
勤
労
大
衆
の
抑
圧
の
た
め
の
強
力
機
関
で
あ
る
こ

と
は
、

か
れ
ら
論
者
も
認
め
ぎ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
一
定
の
限
度
内
」
と
い
う
こ
と
は
、

当
然
に
、

こ
の
資

本
主
義
国
家
の
本
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
限
度
内
」
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
「
一
定
の
限
度
内
に
お
い
て
」

と
い
う
の
は
、
「
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
、

Z
E
の
無
制
眼
の
権
力
の
擁
護
、
勤
労
大
衆
の
抑
圧
」
と
い
う
根
本
目
的
に
そ
っ
て
い

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
こ
の
根
本
目
的
に
そ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
、

「
こ
の
本
質
が
守

ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
勤
労
者
が
国
家
に
働
き
か
け
る
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、

つ
ね
に
あ
る
の
は
「
国
家
」
の

側
か
ら
の
「
働
き
か
け
」
、

つ
ま
り
「
支
配
と
抑
圧
、
隷
属
」
に
落
ち
つ
く
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
右
の
「
根

本
日
酌
に
そ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
国
家
」
が
つ
ね
に

「
反
動
的
機
能
を
果
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
そ
の
反
動
的
機
能
を
抑
制
し
た
り
」
な
ど
で
き
る
ど
こ
ろ
か
、
「
そ
の
反
動
的
機
能
」
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
国
家
の
本
質
を
正
し
く
と
ら
え
、
そ
の
実
態
を
理
解
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
正
常
な
論
理

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

/¥ 



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

八
四

能
力
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
右
の
佐
藤
氏
の
文
章
が
ま
っ
た
く
「
限
度
知
ら
ず
に
」
で
た
ら
め
で
あ
り
、
し
か
も
作
為
的
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
主
張
が
事
実
に
ま
っ
た
く
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
る
。
こ
の
佐
藤
氏
の
作
為
的
、
錯
誤
的
文
章
を
、
正
常
の
論

理
に
し
た
が
っ
て
匡
正
し
、
こ
れ
を
全
面
酌
に
書
き
改
め
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
こ
そ

が
、
資
本
主
義
国
家
の
本
質
お
よ
び
そ
の
実
態
に
合
致
し
た
主
し
い
結
論
な
の
で
あ
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
一
部
の
イ
ン
ス
タ
シ
ト
論
活
ど
も
が
口
先
き
で
『
勤
労
者
が
日
出
家
に
働
き
か
け
、
そ
の
反
動
的
機
能
を
抑
制

し
た
り
、
そ
れ
を
多
少
と
も
進
歩
前
、
民
主
的
方
向
に
動
か
し
た
り
、
そ
の
機
構
を
最
大
限
に
民
主
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
だ
』
な

ど
と
大
言
壮
語
し
よ
う
と
も
、
こ
ん
な
も
の
は
信
用
で
き
な
い
。
た
と
え
ど
ん
な
に
『
勤
労
者
が
国
家
に
働
き
か
け
、
そ
の
反
動
的
機
能

を
抑
制
し
た
り
、
そ
れ
を
多
少
と
も
進
歩
的
、
民
主
的
方
向
に
動
か
し
た
り
、
そ
の
機
構
を
最
大
限
に
民
主
化
し
た
り
」
し
よ
う
と
し
て

も
、
そ
れ
は
「
一
定
の
限
度
内
に
お
い
て
」
だ
け
の
こ
と
、

つ
ま
り
、

『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
』

に
ふ
れ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で

あ
り
、
『
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
、
「
富
」
の
無
制
限
の
権
力
の
擁
護
、
勤
労
大
衆
の
抑
圧
と
隷
属
』
と
い
う
根
本
目
的
が
守
ら
れ
て

い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
受
け
と
っ
た
り
、
人
に
宣
伝
し
た
り
す
る
手
合
は
、
ま
さ
に
こ
の
根
本

目
的
に
奉
仕
す
る
手
先
き
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
。

① 

「
国
家
は
決
し
て
現
実
の
情
勢
や
力
関
係
か
ら
離
れ
て
抽
象
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
働
き

か
け
て
お
り
、
支
配
階
級
も
常
に
純
粋
に
か
れ
ら
の
意
志
ど
お
り
に
国
家
を
動
か
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
ー
ー
ー
す
で
に
①
お
よ
び
@

に
つ
い
て
、
論
者
の
常
套
手
段
で
あ
る
論
理
的
詐
術
の
ほ
ど
を
熟
知
し
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
文
章
の
中
に
盛
ら
れ
た
意
図
的
作

為
の
本
質
を
見
破
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
き
の
「
資
本
主
義
国
家
の
本
賞
し
に
つ
い
て
の
規
定
を
要
め
と
し
て
、
こ
の
文

章
の
正
し
い
意
味
を
正
確
に
表
現
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
読
者
は
、
こ
の
匡
正
さ
れ
た
正
常
な
文
章
を
氏
の
文
章
と
比
較
す
る
こ
と



に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
よ
り
正
確
に
か
れ
ら
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
の
弄
す
る
論
理
的
詐
術
の
実
態
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う

「
国
家
は
決
し
て
現
実
の
情
勢
や
力
関
係
か
ら
離
れ
て
抽
象
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
独
裁
の
機

関
、
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
の
た
め
の
強
力
機
関
で
あ
る
資
本
主
義
国
家
権
力
は
、
当
然
に
、
こ
の
現
実
の
情
勢
や
力
関
係
に
即
応

し
て
そ
の
強
力
装
置
、
国
家
機
構
を
た
く
み
に
行
使
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
独
裁
、
勤
労
大
衆
の
抑
圧
と
隷
属
の
維
持
・
強
化
を
は
か
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
働
き
か
け
て
い
る
が
、
国
家
権
力
が
最
強
の
強
力
と
し
て
こ
れ
ら
を
た
く
み
に
利
用

し
、
活
用
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
配
階
級
が
立
吊
に
純
粋
に
か
れ
ら
の
意
志
ど
お
り
に
国
家
を
動
か
し
て
い
る
』

か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
議
論
す
る
の
は
、
ま
さ
に
資
本
主
義
国
家
の
本
賞
お
よ
び
実
態
か
ら
勤
労
大
衆
の
眼
を
そ
ら
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
悪
質
の
弁
護
論
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
υ

『
常
に
純
粋
に
』

な
ど
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
は
な
ら
ぬ
。
支
配

階
級
は
、

つ
ね
に
『
現
実
の
情
勢
や
力
関
係
』
を
考
慮
し
、
『
さ
ま
ざ
ま
な
力
』
を
つ
か
み
、
こ
れ
ら
を
た
く
み
に
利
用
し
、
『
現
実
の
情

勢
や
力
関
係
』
に
も
っ
と
も
よ
く
即
応
し
た
形
で
、
『
賃
銀
鼠
隷
刊
の
維
持
・
強
化
』
、
『
片
品
の
無
制
限
の
権
カ
の
維
持
・
強
位
』
と
い
う
、

か
れ
ら
の
意
志
ど
お
り
に
、
合
目
的
的
に
国
家
を
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

し
た
が
っ
て
、

つ
ぎ
の

① 

「
そ
こ
に
は
労
働
者
階
級
の
進
出
に
よ
っ
て
こ
れ
を
規
制
し
て
ゆ
く
道
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
文
章
が
ま
っ
た
く
で
た
ら

め
の
『
結
論
』
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
右
の
①
に
つ
い
て
の
匡
正
し
た
正
常
な
論
理
的
文
章
か
ら
出
て
く
る
当
然
の
結
論
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
進
出
と
い
う
現
実
の
情
勢
の
も
と
で
は
、
ブ
ル
ジ
ア
ョ
ジ
l
の
独
裁
機
関
た
る
国
家
権
力
は
、
さ
ま

い
わ
ゆ
る
寸
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

八
五



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
対
一
論
的
性
裕
(
凶
)

ノL
占ノ、

ざ
ま
な
力
や
と
く
に
改
良
主
義
的
な
御
用
理
論
家
の
跳
梁
と
い
う
事
実
を
も
考
意
に
い
れ
て
、
そ
の
強
力
装
置
、
機
構
全
体
を
合
目
的
的

に
動
か
し
て
、
こ
れ
を
、

つ
ま
り
、
労
働
者
階
級
の
進
出
を
、
規
制
し
て
、
そ
れ
を
賃
銀
奴
隷
制
の
維
持
・
強
化
お
よ
び
『
富
』
の
無
制

限
の
権
力
の
維
持
・
強
化
と
い
う
枠
の
内
に
お
し
と
め
て
お
く
道
が
、

い
く
ら
で
も
ひ
ら
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

正
常
な
論
理
に
し
た
が
え
ば
、
右
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
佐
藤
氏
の
文
章
そ
の
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
国
語
的
見
地
か
ら
み
て
す

ら
、
語
法
は
ま
っ
た
く
で
た
ら
め
で
あ
る
。
「
そ
こ
に
は
L

と
い
う
「
そ
こ
」
と
は
、

い
っ
た
い
、
ど
こ
な
の
か
、
ま
た
、
「
こ
れ
を
規
制

し
て
ゆ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
こ
れ
」
と
は
、

い
っ
た
い
、
な
に
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
?

こ
の
「
そ
こ
」
と
か
「
こ
れ
」
な
ど

と
い
う
代
名
詞
が
な
に
な
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
、

当
の
本
人
さ
え
明
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
こ
れ
」
に
し
て
も
、

も
し
と
の
「
と
れ
」
が
「
国
家
」

で
あ
る
と
し
た
ら
、

ま
さ
に
噴
鯨
も
の
で
あ
る
。

賃
銀
奴
隷
と
し
て
の
労
働
者
階
級
が
た
ん
に

一寸

進

出
」
し
た
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
で
「
規
制
し
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
国
家
L

、
が
、
は
た
し
て
国
家
の
名
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
か
?

資

本
主
義
国
家
機
構
も
賃
銀
奴
隷
制
も
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
し
か
も
賃
銀
奴
隷
が
た
ん
に
「
進
出
」
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
で
「
規

制
」
き
れ
て

L
ま
う
よ
う
な
「
強
力
装
置
、
機
構
L

な
ど
と
い
う
も
の
が
、

は
た
し
て
「
強
力
」
の
名
に
値
す
る
で
あ
る
う
か
?

資
本

主
義
国
家
の
本
質
は
、

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
一

で
あ
り
、

「
労
働
者
階
級
の
抵
抗
を
鎮
庄
ず
る
点
に
あ
る
」
と
は
、

論
者
自
身
、

は
じ
め
に
言
明
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
資
木
主
義
国
家
は
、
「
巨
視
的
に
み
れ
ば
」
賃
銀
奴
隷
の
抵
抗
H

進
出
を
鎮
圧
す
る
た

め
の
強
力
機
関
で
あ
る
、
か
、

一
徹
視
的
に
み
れ
ば
」
あ
る
い
は

「
現
実
の
情
勢
や
さ
ま
ぎ
ま
な
力
関
係
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
は
」
賃
銀

奴
隷
の
抵
抗
H
進
出
を
鎮
圧
す
る
ど
こ
ろ
か
、
あ
べ
こ
べ
に
乙
れ
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
、
な
ん

と
見
下
げ
は
て
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
態
た
ら
く
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
、

佐
藤
氏
は
、

自
分
で
自
分
の
云
っ
て
い
る
一
言
葉
の
意
味
が
ま
る
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
な
い
。

わ
け
も
わ
か
ら
ず
に
、

こ

r-

+
J
J
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「
構
造
改
革
」
の
方
向
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
ゆ
く
た
め
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
支
離
滅
裂
な
言
葉
を
並
べ
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ば

一
方
の
者
が
他
方
。
者
に
た
い
し
て
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
力
を
も
っ
て
い
る
と
き
に
、
し
か
も
そ
の
優

あ
い
、
「
規
制
一
と
い
う
こ
と
は
、

位
に
あ
る
力
を
用
い
て
他
の
者
に
一
合
応
な
し
に
自
己
の
意
志
に
し
た
が
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
、
あ
ら
ゆ

る
強
力
装
置
、
機
構
を
具
え
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
に
た
い
し
て
、
労
働
者
階
級
は
、
ど
の
よ
う
な
力
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
し
か
も
、
こ

の
賃
銀
奴
隷
の
力
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
強
力
機
構
を
圧
倒
し
、
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
、
し
た
が
っ
て
、
優
位
に

あ
る
力
を
も
っ
て
国
家
の
強
力
機
構
を
自
己
の
意
志
に
し
た
が
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、

つ
ま
り
、

「
同
国
家
を
規
制
し
て
ゆ
く
」

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
態
が
、

い
っ
、
ど
こ
に
在
る
と
い
う
の
か
?

こ
の
よ
う
に
し
て
み
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
が
わ
け
わ
か
ら
ず
に
「
規
制
」
と
い
う
勇
ま
し
い
言
葉
を
つ
か
っ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
客
観
的
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
労
働
者
階
級
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国

家
権
力
に
た
い
し
て
よ
り
優
位
に
あ
る
力
を
も
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権
力
を
自
分
の
意
志
に
し
た
が
わ
せ
「
こ
れ
を
規
制
し
て
ゆ
く
」

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
態
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
変
革
過
程
す
な
わ
ち
革
命
に
つ

い
て
、
そ
の
実
際
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
な
に
ひ
と
つ
知
っ
て
い
な
い
と
い
う
乙
と
を
暴
露
す
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
者
階
級
が
現
実
に

力
を
も
ち
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
力
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権
力
に
た
い
し
て
優
位
に
た
ち
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
労
働
者
階
級
は
そ

れ
自
身
の
力
を
そ
れ
自
身
の
国
家
権
力
、
強
力
機
構
と
し
て
白
分
自
身
で
行
使
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権
力
そ
の
も
の
は
1
1
1
た
と
え
、

そ
の
機
構
の
一
部
分
は
あ
る
短
か
い
期
間
の
あ
い
だ
残
し
て
こ
れ
を
利
用
す
る
乙
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
|
|
こ
れ
を
完
全
に
破
砕
し
て

し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
搾
取
階
級
の
抵
抗
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
、
教
搾
攻
階
級
が
そ
の
独
自
の
強
力
機
関
を

も
ち
い
て
、
被
搾
取
階
級
の
抵
抗
を
鎮
圧
す
る
た
め
の
搾
取
階
級
の
握
っ
て
い
る
強
力
機
関
を
う
ち
く
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

/¥ 
r七



い
わ
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る
「
構
造
改
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理
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的
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F¥ 
入

っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
お
よ
そ
事
理
明
白
で
あ
る
。
ま
あ
、
考
え
℃
も
見
た
ま
え
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
権
力
機
関
が
優
位
に
立
ち
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
の
権
力
機
関
が
下
位
に
立
ち
、
両
者
共
存
し
て
、
前
者
が
後
者
を
「
規
制
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
よ
う
な
状
態
が
あ
り
う
る
か
ど
う

「
ゃ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
を
賃
銀
奴
隷
の
カ
が
規
制
し
て
ゆ
く
道
が
ひ
ら

か
、
を
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
た
り
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
、

か
れ
て
い
る
」
な
ど
と
云
い
ふ
ら
し
た
り
す
る
の
は
、
小
ゃ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
改
良
主
義
者
に
は
う
っ
て
つ
け
の
、
言
葉
の
上
で
だ
け
の
「
革

命
遊
び
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

@ 

「
こ
の
規
制
に
は
資
本
主
義
国
家
と
し
て
の
根
本
的
性
格
が
か
わ
ら
ぬ
か
ぎ
り
、
も
ち
ろ
ん
限
界
が
あ
る
が
、
こ
の
限
界
自
体
、

流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
」

l
l
「
規
制
」
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
現
実
に
「
規
制
」
を
し
て
い
る
の
は
、
資
本
主
義
社
会
で
は
つ
ね

に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権
力
で
あ
り
、
賃
銀
奴
隷
制
の
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
「
*
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
」
、
「
『
富
』
の
無
制
限
の
権
力
の
擁

護
」
、
「
賃
銀
奴
隷
の
抑
圧
と
隷
属
」
と
い
う
「
限
界
」
は
厳
と
し
て
守
ら
れ
、
動
く
こ
と
は
な
い
。
労
働
者
階
級
が
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権

力
を
「
規
制
し
て
ゆ
く
」
な
ど
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
す
で
に
で
た
ら
め
の
た
わ
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
発
言
者
自
身
感
じ
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
も
ち
ろ
ん
限
界
が
あ
る
」
な
ど
と
い
う
「
割
引
き
」
の
た
め
の
言
葉
を
つ
け
た
さ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
し
か
し
、
こ
の
「
割
引
き
」
そ
の
も
の
に
ま
た
お
ど
ろ
く
べ
き
「
限
定
」
を
く
っ
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
流
動
的
」

と
い
う
、
し
ゃ
れ
た
言
素
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
限
界
が
流
動
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
限
界
が
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
」
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
眼
界
」
と
い
う
文
字
は
つ
け
た
が
、
そ
の
意
味
位
骨
抜
き
に
さ
れ
、

ζ

こ
で
、

労
働
者
階
級
に
よ
る

ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
権
力
に
た
い
す
る
「
規
制
し
は
、
「
流
動
的
限
界
」
を
も
つ
だ
け
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、

ど
こ
ま
で
も
「
規
制
」
は

発
展
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
政
治
的
民
主
主
義
の
強
化
」
に
よ
っ
て
、

つ
い
に
「
構
造
改
革
」
の
域
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
に
ま
ん
ま
と
帰
着
す
る
次
第
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
流
動
的
」
と
い
う
、

一
見
ま
こ
と
に
巧
妙
な
用
語
も
、
正
常
な
論
理



に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、

か
え
っ
て
、
論
者
自
身
の
救
い
が
た
い
論
理
的
矛
盾
を
露
呈
す
る
と
い
う
役
割
を
は
た
す
だ
け
の
も
の
で
あ

る
。
資
本
主
義
国
家
の
本
質
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
独
裁
」
、
「
賃
銀
奴
隷
の
抵
抗
を
鎮
圧
し
『
富
』
の
無
制
限
の
権
力
を
維
持
・
強
化

す
る
強
力
機
関
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
賃
銀
奴
隷
の
側
か
ら
の
「
規
制
」
な
ど
問
題
と
は
な
り
え
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
「
限
界
」
も
問
題

と
な
り
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
規
制
」
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
「
限
界
自
体
が
流
動
的
で
あ
る
」
と
称
す
る
の
は
、

右
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
国
家
権
力
の
本
質
規
定
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
当
り
の
で
ま
か
ぜ
で
し
か
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
お
よ
そ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
お
粗
末
な
説
明
で
「
権
力
の
社
会
化
」
に
か
ん
す
る
空
論
を
合
理
化
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
佐
藤
氏
自
身
も
、

こ
の
こ
と
を
感
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
右
の
空
論
の
「
合
理
化
」
を
さ
ら
に
は
か
る
必
要
上
、
お
ま
け
に
も
う
一
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を

つ
け
く
わ
え
る
と
い
う
手
数
を
か
け
て
い
る
。
こ
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
右
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
が
ど
う
し
て
も
マ
ル
ク
ス
主

義
理
論
か
ら
背
反
し
て
い
る
と
の
印
象
を
拭
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
今
度
は
方
面
を
か
え
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
中
か
ら
国
家

に
か
ん
す
る
命
題
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
命
題
に
も
と
づ
い
て
自
分
の
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
じ

i
実
は
錯
覚
ー
を
読
者
に
ふ
き
こ
も
う
と
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
礎
命
題
を
そ
の
ま
ま
無
断
借
用
し
な
が
ら
、
し
か

も
、
こ
れ
に
ほ
ん
の
す
こ
し
手
を
加
え
て
、
そ
の
内
容
を
す
っ
か
り
あ
べ
こ
べ
の
も
の
に
つ
く
り
か
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
例
に
よ
っ
て

例
の
ご
と
き
論
理
的
詐
術
が
こ
の
上
も
な
く
美
事
に
展
開
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
、
科
学
的
理
論
そ
の
も
の

の
全
面
的
「
改
革
論
」
者
と
し
て
の
真
価
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
、
こ
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ

を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)
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い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
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的
性
格
(
四
)

九。

日

こ
の
第
一
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
ば
、
ひ
と
つ
の
文
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
多
く
の
重
要
な
従
属
文
章
が
ふ
く
ま

れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
そ
の
全
文
を
か
か
げ
、

つ
ぎ
に
、
そ
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
に
し

ょ
う
。「

こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
国
家
と
は
社
会
の
最
高
の
公
的
機
関
と
し
て
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
機
関
で
あ
る

が
、
こ
の
機
関
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、
国
家
意
志
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
国
家
意
士
山
は
基
本
的
に
は
支
配
階
級
の
意
志
の
反
映
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
他
の
諸
階
級
・
諸
階
級
層
の
意
志
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
に
お
い
て
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
支
配
階
級
の
意
志

が
国
家
意
士
山
と
し
て
貫
徹
さ
れ
る
た
め
に
は
強
制
の
装
置
を
必
要
と
し
、
そ
の
中
枢
が
暴
力
機
構
で
あ
る
こ
と
等
を
原
理
的
に
つ
か
ん
で

お
く
必
要
が
あ
る
」
(
前
出
、
二
二
ペ
ー
ジ
)
。

ま
ず
、
「
国
家
と
は
社
会
の
最
高
の
公
的
機
関
と
し
て
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
機
関
で
あ
る
に
1
1
1
こ
の
よ
う
な
命
題
は
、
は
た
し

て、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
お
け
る
国
家
に
か
ん
す
る
基
本
命
題
と
合
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
後
者
と
は
全
然
無
関
係

の
、
む
し
ろ
こ
れ
と
真
っ
向
う
か
ら
背
反
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

答
え
は
い
わ
ず
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「
社
会
の
最
高

の
公
的
機
関
と
し
て
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
機
関
」
で
あ
る
な
ら
ぽ
、

お
よ
そ
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
「
社
会
生
活
」
が
あ
り

「
社
会
生
活
の
管
理
」
が
必
要
で
あ
る
が
故
に
、

い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
、

「
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
公
的
機
関
」
と
し
て
の

「
国
家
一
ば
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
原
始
共
同
社
会
に
お
い
て
も
、
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て

も
、
お
よ
そ
「
社
会
生
用
の
管
理

ι当
る
機
関
、
公
的
機
関
」
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
つ
構
造
改
革



論
」
者
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
社
会
は
い
ず
れ
も
「
国
家
」
を
必
要
と
し
、

「
国
家
」
が
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
、

と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
り
、
こ
れ
を
歪
曲
し
た
日
和
見
主
義
的
駄
弁
に
ほ
か
な
ら

な
い
こ
と
は
、
国
家
に
か
ん
す
る
基
礎
的
文
献
に
す
こ
し
で
も
眼
を
通
し
た
ほ
ど
の
者
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
思
い
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
念
の
た
め
に
、
右
の
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
主
張
す
る
「
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
公
的
機
関
」
と
い
う

命
題
、
が
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
根
本
命
題
と
い
か
に
は
な
は
だ
し
く
相
違
し
て
い
る
か
、
そ
の
内
容
を
い
か
に
骨
抜
き
に
し
た
も
の
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
す
ぐ
の
ち
に
、
具
体
的
な
材
料
を
あ
げ
て
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

「
こ
の
機
関
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、
国
家
意
志
で
あ
る
。
」
|
|
こ
こ
に

「
国
家
意
志
」

と
い
う
よ
う
な
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
を

持
ち
こ
ん
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
意
さ
れ
た
い
。
こ
の
文
章
は
、
た
ん
に
国
語
的
に
み
て
す
ら
、
ま
っ
た
く
で
た
ら
め
の
も
の
で
あ

る
。
国
家
と
い
う
の
は
、
社
会
的
な
機
関
、

一
定
の
物
的
設
備
を
具
え
た
人
間
の
一
定
の
組
織
で
あ
り
、
自
然
物
で
は
あ
り
え
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
国
家
は
つ
ね
に
あ
る
一
定
の
意
志
、
統
一
的
な
意
志
を
も
っ
て
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
そ
の
も
の
が
一
定
の
意
志
を

も
っ
て
お
り
、
こ
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
社
会
的
機
構
と
し
て
の
作
用
を
は
た
し
う
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
志
を
も
っ
た
国
家
機

関
そ
の
も
の
と
は
別
に
「
国
家
意
志
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
「
国
家
意
志
」
に
よ
っ
て
国
家
機
関
が
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う

の
は
、
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
。
で
は
、

な
ぜ
、
「
国
家
」
と
は
別
物
の
、

こ
の
よ
う
な
得
体
の
知
れ
な
い
「
国
家
意
志
」
な
ど
と
い

う
も
の
を
持
ち
こ
ん
で
き
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
以
下
の
行
論
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
国
家
」
に
た
い
し
て
「
諸
階
級
す

べ
て
の
意
志
」
が
「
反
映
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
「
国
家
」
そ
の
も
の
の
超
階
級
性
あ
る
い
は
「
社
会
的
公
共
性
」
と
い
う

こ
と
を
引
き
出
し
て
こ
よ
う
、
が
た
め
な
の
で
あ
る
。

「
こ
の
国
家
意
志
は
基
本
的
に
は
支
配
階
級
の
意
志
の
反
映
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
他
の
諸
階
級
、
諸
階
層
の
意
志
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

九
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の
程
度
に
お
い
て
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
|
|
例
に
よ
っ
て
、
「
基
本
的
に
は
」
と
い
う
「
限
定
句
」

の
う
ま
味
を
こ
こ
で
も
と
く

と
賞
味
さ
れ
た
い
。
つ
ま
り
、
国
家
機
関
は
「
国
家
意
志
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
国
家
意
志
」
の
中
に
は
、
そ
の
社
会
の

す
べ
て
の
階
級
、
階
層
の
意
志
が
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
と
い
う
の
は
、
「
国
家
は
社
会
の
最
高
の
機
関
、
社
会
生
活
の
管

理
に
当
る
機
関
だ
か
ら
」
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
)
ど
の
階
級
の
意
志
が
比
較
的
い
ち
ば
ん
大
き
な
割
合
で
反
映
す
る
か
と
い
え
ば
、

L、

本
的
に
」
中
心
的
地
位
を
占
め
る
の
は
、
当
り
前
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、

ば
ら
、
排
他
的
に
「
反
映
さ
れ
る
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
労
働
者
階
級
、
中
間
階
層
の
意
志
も
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
に
お

「
支
配
階
級
」
の
意
志
だ
け
が
、

し
た
ヵ:
てヨ

て
も「
っ、基

う
ま
で
も
な
く
「
支
配
階
級
」
の
意
志
で
あ
る
。
「
支
配
」
し
て
い
る
か
ら
に
は
、

い
ち
ば
ん
大
き
な
比
重
を
占
め
、

い
て
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
「
支
配
階
級
」
は
加
%
を
占
め
る
の
に
た
い
し
て
、

労
働
者
階
級
は
叩
%
、

中

間
階
層
は
日
%
を
占
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
支
配
階
級
の
意
志
」
が
加
%
を
占
め
、
他
の
「
勤
労
大
衆
の
意
志
」
が
却
%
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
「
支
配
階

級
の
意
志
」
は
た
ん
に
剖
%
を
占
め
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
国
家
意
志
全
体
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
家
意
志
全
体
と
し
て
貫
徹

さ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
の
が
、

つ
ぎ
の
文
句
で
あ
る
。

「
支
配
階
級
の
意
志
が
国
家
意
志
と
し
て
貫
徹
さ
れ
る
た
め
に
は
強
制
の
装
置
を
必
要
と
し
、
そ
の
中
枢
が
暴
力
機
構
で
あ
る
。
」
1

l

つ
ま
り
、

別
%
の
「
国
家
意
志
」
を
占
め
る
「
支
配
階
級
」
は
、

剖
%
を
川
%
と
し
て
お
し
と
お
す
た
め
に
、

「
強
制
の
装
置
」
を
用
意

し
、
「
暴
力
機
構
」
を
つ
く
り
だ
し
て
こ
の
「
強
制
の
装
置
」

「
暴
力
機
構
」
の
助
け
を
か
り
て
、
初
%
を
m
M
W
に
む
り
や
り
お
し
あ
げ
、

「
支
配
階
級
の
意
志
」
を
「
国
家
意
志
」
全
体
に
仕
立
て
あ
げ
、
こ
の
川
%
に
お
し
あ
げ
ら
れ
た
「
国
家
意
志
」

H

「
支
階
級
の
意
志
」

を
も
っ
て
「
国
家
機
関
を
動
か
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
社
会
生
活
の
管
理
」
を
お
こ
な
う
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。



ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
わ
が
「
構
構
造
改
革
論
」
者
の
論
理
的
錯
乱
は
そ
の
「
限
度
」
を
知
ら
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
論
者
は
、
自
分
、
が
な
に
を
一
言
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
こ
と
も
な
く
、
行
き
当
り
ば
っ
た
り
に
都
合
の
よ
さ
そ
う

な
文
字
を
拾
い
あ
さ
っ
て
寄
せ
あ
つ
め
て
み
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

レ
っ
た
い
、

「
強
制
の
装
置
」
と
か
一
暴
力
機
構
」
と
か

い
わ
れ
る
も
の
は
、
な
ん
で
あ
る
か
?

そ
れ
こ
そ
、
ま
き
し
く
国
家
で
あ
り
国
家
機
闘
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
右
の
佐
藤
氏
の
文
章
は
、

ま
き
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
、
ー
!
日
く
、

「
支
配
階
級
の
意
士
山
が
国
家
意
志
と
し
て
貫
徹
さ
れ
る
た
め
に
は
閤
家
を
必
要
と

し
、
そ
の
中
枢
が
画
家
機
関
で
あ
る
」
と
。
こ
の
す
ぼ
ら
し
い
「
構
造
改
革
」
的
文
章
の
頭
に
、
さ
き
の
「
国
家
機
関
を
動
か
し
て
い
る

の
は
国
家
意
志
で
あ
る
」
と
い
う
、
同
じ
く
独
創
的
な
「
原
理
的
」
命
題
を
重
ね
て
全
体
を
ま
と
め
れ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
、
前
代
未
聞

の
超
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
論
が
で
き
あ
が
る
こ
と
に
な
る
。

「
国
家
機
関
を
動
か
し
て
い
る
の
は
国
家
意
志
で
あ
る
か
ら
、
国
家
機
関
を
動
か
す
た
め
に
は
支
配
階
級
の
意
志
が
国
家
意
志
と
し
て

貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
国
家
意
志
と
し
て
貫
徹
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
の
が
国
家
で
あ
り
、
国
家
機
関
で
あ

る」。

つ
ま
り
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
「
支
配
階
級
は
国
家
を
動
か
す
た
め
に
国
家
を
必
要
と
す
る
」
!

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
わ
が
「
構
造
改
輩
論
」
者
が
資
本
主
義
国
家
に
つ
い
て
「
原
理
的
に
つ
か
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
」
な
ど
と
も
っ

と
も
ら
し
く
御
託
宣
を
た
れ
て
い
る
こ
と
の
中
味
は
、
な
ん
と
も
い
い
上
う
の
な
い
、
支
離
滅
裂
の
た
わ
ご
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
た
わ

ご
と
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
お
け
る
国
家
論
の
根
本
命
題
を
ね
じ
ま
げ
て
、
こ
れ
を
似
て
も
似
つ
か

ぬ
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
・
俗
物
的
国
家
論
に
お
き
か
え
よ
う
と
い
う
、
執
描
な
こ
こ
ろ
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
善
良
な
読
者
が
不
用
意
に
こ

の
「
原
理
的
に
つ
か
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
文
句
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
、
右
の
意
図
的
説
明
を
ぽ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
論
に

合
致
し
た
も
の
だ
と
早
合
点
し
て
ま
ん
ま
と
か
れ
ら
の
術
中
に
お
ち
い
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
国
家
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
草
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

九
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四

の
根
本
命
題
を
つ
ぎ
に
、
簡
単
に
か
え
り
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

国
家
に
か
ん
す
る
マ
ル
グ
ス
主
義
理
論
の
完
成
さ
れ
た
諸
命
題
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

レ
1
ニ
シ
が
、

一
九
一
七
年

八
月
、
二
月
革
命
か
ら
す
月
革
命
へ
の
過
渡
の
激
動
期
に
書
き
あ
げ
た
名
書
『
国
家
、
ど
革
命
』
で
あ
る
。
こ
の
著
書
の
内
容
が
特
別
に
決

定
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
理
由
は
、
そ
れ
が
愚
に
も
つ
か
な
い
「
原
理
的
」
庇
理
窟
を
並
べ
た
て
た
だ
け
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
ち
が

っ
て
、
一
一
月
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
か
ら
十
月
社
会
主
義
革
命
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
現
実
に
革
命
闘
争
を
指
導
し
つ
つ
あ
っ
た
当
の
レ
I

ニ
ン
が
、
社
会
主
義
革
命
の
勝
利
を
達
成
す
る
た
め
に
是
非
と
も
解
、
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
の
、
実
践
上
日
政
治
上
の
緊

切
な
課
題
に
乙
た
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
事
実
こ
の
課
題
を
輝
か
し
く
果
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

不
滅
の
事
実
の
う
ち
に
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
国
家
」
に
つ
い
て
の
理
論
に
お
い
て
も
、
科
学
的
な
理
論
と
内
容
空
っ
ぽ
の
「
原
理
的
」
庇
理
窟
と
の
根
本

的
差
異
を
、
は
っ
き
り
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

レ
l
ニ
ン
は
、
そ
の
「
第
一
版
序
文
」
の
冒
頭
ゼ
、
「
国
家
の
問
題
は
、
現
在
、

理
論
的
な
面
で
も
、

実
践
的
H
政
治
的
な
面
で
も
、

特
刷
の
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
前
お
き
し
、
第
一
次
帝
嗣
主
義
戦
争
に
よ
っ

τ、
国
際
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
が
成

長
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
重
ね
て
「
こ
の
革
命
の
国
家
に
た
い
す
る
関
係
の
問
題
は
、
実
践
的
な
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
」
と
述
べ
、
日
出
家
問
題
の
客
観
的
意
義
を
ま
ず
あ
き
ら
か
に
し
、

つ
い
で
、
「
比
較
的
平
穏
に
発
展
し
た
数
十
年
間
に
蓄
積
さ
れ

た
日
和
見
主
義
の
諸
要
素
は
、
全
世
界
の
公
認
の
社
会
主
義
諸
党
を
支
配
す
る
社
会
排
外
主
義
を
つ
く
り
だ
し
た
」
と
い
う
事
実
を
指
摘

し
、
こ
の
「
潮
流
」

と
た
た
か
つ
て
革
命
的
闘
争
を
正
し
く
効
果
的
に
お
し
す
す
め
る
た
め
に
、

「
一
般
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
影
響
か

ら
、
と
く
に
帝
国
主
義
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
影
響
か
ら
、

勤
労
大
衆
を
解
放
す
る
た
め
の
闘
争
は
、

『
国
家
』
に
つ
い
て
の
日
和
見
主
義

的
偏
見
と
闘
争
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
、
実
践
的
課
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
以
上
、
レ
7

ニ
ン
全
集
、
第



四
版
、
第
二
十
五
巻
、
三
五
五
i
三
五
六
ペ
ー
ジ
〉
。

今
日
と
く
に
適
切
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

日
和
見
主
義
の
諸
要
素
」
と
い
う
事
実
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
現
段
階
に
お
い
て
も
い
ち
じ
る
し
い
程
度
に
お
い
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ

右
の
レ

i
ニ
ン
の
指
摘
、
が
、

「
比
較
的
平
穏
に
発
展
し
た
数
十
年
間
に
蓄
積
さ
れ
た

り
、
ま
た
、
「
『
国
家
』
に
つ
い
て
の
日
和
見
主
義
的
偏
見
」
の
跳
梁
は
、
今
日
ほ
ど
左
翼
陣
宮
に
お
い
て
甚
だ
し
い
こ
と
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。レ

l
ニ
ン
は
、
右
の
指
摘
に
つ
づ
い
て
、

「
わ
れ
わ
れ
は
、

は
じ
め
に
、

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
学
説
を
考
察
し
、
こ
の
学
説
の
忘
れ
去
ら
れ
た
か
、
日
和
見
主
義
的

歪
曲
を
こ
う
む
っ
て
い
る
側
面
を
、
と
く
に
く
わ
し
く
論
じ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
歪
曲
の
主
要
な
代
表
者
で
あ
る
カ
1
ル・

カ
ウ
ツ
キ

ー
、
現
在
の
戦
争
中
に
こ
う
も
み
じ
め
な
破
産
を
と
げ
た
第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
(
一
八
八
九

i
一
九
一
四
年
)

の
も
っ
と
も
有
名
な

首
領
で
あ
る
カ
ウ
ツ
キ
ー
を
と
く
に
究
現
し
よ
う
。
最
後
に
、

一
九

O
五
年
の
、
ま
た
と
く
に
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
の
経
験
か
ら

主
要
な
結
論
を
ひ
き
だ
そ
う
。
L

(
前
出
、
三
五
六
ペ
ー
ジ
)

と
述
べ
て
、
本
重
一
聞
の
内
容
の
組
立
て
を
あ
ら
か
じ
め
紹
介
し
、

つ
い
で
、
こ
の
当
面
し
つ
つ
あ
る
コ
九
一
七
年
の
卒
命
」
、

J

R

司

号

、

l
中

れ

カ

っ
て
ま
た
、
社
会
主
義
革
命
一
般
に
か
ん
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
重
要
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

「
一
九
一
七
年
の
革
命
は
、
見
た
と
こ
ろ
、
現
在
ハ
一
九
一
七
年
の
八
月
は
じ
め
)
そ
の
発
展
の
最
初
の
段
階
を
終
え
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
こ
の
革
命
全
体
は
、
総
じ
て
、
帝
国
主
義
戦
争
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
ブ
P

レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
革
命
の
鎖
の
一
環
と
し
て

は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
社
会
主
義
革
命
の
国
家
に
た
い
す
る
関
係
の
問
題
は
、
こ
う
し
て
、
実
践

的
H

政
治
的
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
近
い
将
来
資
本
の
束
縛
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
た
め
に
な
す
べ
き

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

九
五



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
章
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

こ
と
を
大
衆
に
解
明
す
る
問
題
と
し
て
も
、
こ
の
う
え
な
く
切
実
な
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
前
出
、
三
五

九
六

六
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
l
山
本
)
。

す
で
に
一
九
一
七
年
十
月
に
先
き
だ
っ
八
月
は
じ
め
の
激
動
さ
な
か
に
お
い
て
、
当
面
す
る
革
命
の
性
質
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
会
主

義
革
命
の
鎖
の
一
環
」
と
し
て
正
し
く
と
ら
え
、
し
か
も
ご
の
的
確
な
洞
察
に
も
と
づ
い
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
社
会
主
義
革
命
の

国
家
に
た
い
す
る
関
係
の
問
題
」
の
緊
要
性
を
早
く
も
明
確
に
と
ら
え
、

L
か
も
こ
の
問
題
の
早
急
な
解
決
と
い
う
実
践
的
、
理
論
的
課

題
を
美
事
に
は
た
し
た
指
奉
者
、

レ
l
ニ
ン
が
、
科
学
的
理
論
を
十
分
正
し
く
把
握
し
、
こ
れ
を
正
し
く
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科

学
的
理
論
の
意
義
を
い
か
に
輝
か
し
く
明
確
に
示
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
多
一
一
一
一
日
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在

「
近
い
将
来
資
本
の
束
縛
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
」
こ
と
が
日
程
に
上
り
つ
つ
あ
る
と
き
、
こ
の
「
解
放
す
る
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
を

大
衆
に
解
明
す
る
問
題
」
と
し
て
「
国
家
」
の
問
題
を
提
起
し
、
こ
れ
に
十
分
な
解
明
を
与
え
た
も
の
と
し
℃
本
書
が
果
す
べ
き
役
割
と

意
義
は
、

い
か
に
強
調
し
よ
う
と
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
国
家
と
革
命
』
の
本
文
の
な
か
で
、

レ
l
ニ
ン
は
ど
の
よ
う
な
解
明
を
与
え
て
い
る
か
?

当
面
の
問
題
に
関
係

あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
論
点
を
と
り
だ
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
第
一
章
「
階
級
社
会
と
国
家
」
の
第
一
節
は
「
階
故
対
立
の
非
和
解
性

(zm口
日
以
民
団
邑
明
日
目

u
出
言
。

2
J
r
)

の
産
物
と
し
て
の
国
家
」
と

題
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
題
を
み
た
だ
け
で
も
、

「
社
会
の
最
高
の
機
関
と
し
て
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
機
関
」

な
ど
と
い
う
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
説
明
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
あ
き
ら
か
に
感
知
さ
れ
る
は
ず
で
あ

と
し
て
の
国
家

る
。
レ

l

ニ
ン
は
、
こ
の
第
一
節
で
、

マ
ル
グ
ス
の
学
説
に
た
い
す
る
「
歪
曲
」
、
「
骨
抜
き
」
あ
る
い
は
「
改
、
さ
ん
」
が
未
曽
有
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
事
実
を
あ
げ
、

」
の
事
実
を
前
に
・
し
て
、

「
わ
れ
わ
れ
の
仕
務
は
、

な
に
よ
り
も
支
ず
、

マ
ル
ク
ス
の
真
の
国
家
学
説
を



原
状
に
復
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
前
出
、
三
五
七
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
レ
1
ニ
ン
)
と
述
べ
、
ま
ず
最
初
に
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
門
家
族
、
私

有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
の
中
か
ら
、
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、

箇
所
を
引
用
し
て
か
か
げ
、
こ
れ
に
つ
い
て
、

基
本
思
想
が
、
ま
っ
た
〈
明
瞭
に
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
を
く
わ
え
て
い
る
(
前
出
、
一
二
五
八
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
山
本
)
。

「
こ
こ
に
は
、

彼
の
歴
史
的
分
析
を
総
括
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の

国
家
の
歴
史
的
役
割
と
そ
の
意
義
の
問
題
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の

そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
そ
の
引
用
箇
所
を
か
か
げ
て
み
よ
う
。

「
国
家
は
け
っ
し
て
外
か
ら
社
会
に
お
し
つ
け
ら
れ
た
権
力
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
主
張
す
る
よ
う
な
、

『
人
倫
的

理
念
が
現
実
化
し
た
も
の
』
、
『
理
性
が
形
象
化
し
、
現
実
化
し
た
も
の
』
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
一
定
の
発
展
段
階
に
お
け
る
社

会
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
社
会
が
自
分
自
身
と
の
解
決
で
き
な
い
矛
盾
に
ま
き
こ
ま
れ
、
自
分
で
は
は
ら
い
の
け
る
力
の
な

ぃ
、
和
解
で
き
な
い
対
立
物
に
分
裂
し
た
こ
と
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
対
立
物
、
が
、
す
な
わ
ち
あ
い
あ
ら
そ

う
経
済
的
利
害
を
も
っ
諸
階
級
が
無
益
な
闘
争
の
う
ち
に
自
分
と
社
会
を
ほ
ろ
ぼ
さ
な
い
た
め
に
は
、
外
見
的
に
は
社
会
の
上
に
立
っ
て

こ
の
衝
突
を
緩
和
し
、
そ
れ
を
『
秩
序
』
の
枠
の
う
ち
に
保
つ
べ
き
権
力
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
社
会
か
ら
生
ま
れ
な
が
ら
社
会

の
う
え
に
立
ち
、
社
会
に
た
い
し
て
ま
す
ま
す
外
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ
の
権
力
が
、

国
家
で
あ
る
」

(
前
出
、
二
一
五
八
ペ
ー
ジ
、
邦

訳
マ
ル
・
ヱ
ン
選
集
第
十
一
一
一
巻
、
四
七
三
l
四
七
四
ペ
ー
ジ
〉
。

レ
I
ニ
ン
は
、
こ
こ
に
一
市
さ
れ
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
思
想
」
を
、
「
国
家
は
、

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
国
家
は
階
級
対
立
が
客
観
的
に
和
解
さ
ぜ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
ま
た
そ
の
と
き
に
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、

階
級
対
立
の
非
和
解
性
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の

発
生
す
る
。
逆
に
ま
た
、
国
家
の
存
在
は
、
階
級
対
立
が
和
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」

(
前
出

五
八
i
三
五

九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
レ

i
ニ
ン
〉
と
い
う
よ
う
に
要
約
し
、

つ
い
で
、

つ
ぎ
の
重
要
な
指
摘
を
与
え
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

九
七



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

九
八

「
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
も
っ
と
も
重
要
な
根
本
的
な
点
に
つ
い
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
歪
曲
が
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
重
要
な
方
向

を
と
っ
て
い
る
」

(
前
出
、
一
二
五
九
ペ
ー
ジ
)
。

そ
の
「
第
一
の
方
向
」

で
は
、
国
家
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
歪
曲
に
お
け
る
「
二
つ
の
主
要
な
方
向
し
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
?

「
国
家
は
諸
階
級
を
和
解
さ
せ
る
機
関
で
あ
る
と
い
っ
た
ふ
う
に
マ
ル
ク
ス
を
『
少
々
修
正
』

L

二
う
コ
工
、

?
と

tuv

〆
h
v
}
M

す
る
」

(
前
出
、
三
五
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
レ

l

ニ
ン
)
。
と
れ
は
、

守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
、

と
く
に
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
戸

ー
グ
の
手
に
よ
る
「
修
正
」
で
あ
る
。
そ
の
「
修
正
」
の
仕
方
は
、

つ
ぎ
の
要
領
で
お
こ
な
わ
れ
る
。

(
マ
ル
ク
ス
)

「
諸
階
級
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

国
家
は
発
生
す
る
こ
と
も
存
続
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
」

l
v

I 

嗣
家
ト士

ま
さ

諸

画監
家 Tf
t主工L

不日
階 (/;11

級 tt
支、三
配、:ご
の "0ノ

も機
の

関
で

で
あ

あ る
り」

(
マ
ル
ク
ス
)

一
階
級
が
他
の
階
級
を
抑
圧
す
る
機
関
で
あ
り
、
階
級
の
衝
突
を
緩
和
さ
せ
な

が
ら
、
こ
の
抑
圧
を
法
律
化
し
強
固
な
も
の
に
す
る
『
秩
序
』
を
創
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

L

ー
↓
「
秩
序
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
階
級
の

和
解
で
あ
っ
て
、

一
階
級
が
他
の
階
級
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
衝
突
を
様
和
さ
せ
る
こ
と
は
和
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

抑
圧
者
を
う
ち
た
お
す
た
め
の
一
定
の
闘
争
手
段
と
闘
争
方
法
と
を
被
抑
圧
階
級
か
ら
奪
い
と
る
こ
と
で
は
な
い
」
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
こ
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ

1
グ
に
よ
る
「
修
正
し
論
を
さ
き
に
検
討
し
た
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
の
国

家
に
か
ん
す
る
「
原
理
的
」
説
明
と
対
比
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
の
議
論
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
た
だ
ち
に
あ

き
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
国
家
と
は
、
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
社
会
の
最
高
の
公
的
機
関
で
あ
る
」
と
か
、
こ
の
「
公
的
機
闘
を

動
か
し
て
い
る
国
家
意
志
に
は
、
支
配
階
級
の
意
志
ば
か
り
で
な
く
、
被
支
配
階
級
の
意
志
も
こ
れ
と
な
ら
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
に
お

い
て
反
映
せ
ざ
る
'
W
T
え
な
い
」
と
か
い
っ
た
議
論
が
、
文
字
ど
お
り
、

「
国
家
は
、
諸
階
級
の
和
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
公
的
機
関
で
あ



る
」
と
い
う
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
修
正
論
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

「
社
会
生
活
の
国
家
的
管
理
へ
の
進
出
を

強
め
、

『
権
力
過
程
』
へ
の
介
入
、
参
与
を
強
佑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
造
改
革
闘
争
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
よ
う

な
議
論
が
、
同
じ
く
文
字
ど
お
り
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、

「
国
家
の
役
割
」
は
、

「
抑
圧
者
を
う
ち
た
お
す
た
め
の
一
定
の
闘
争
手
段

と
闘
争
方
法
と
を
被
抑
圧
階
級
か
ら
奪
い
と
る
と
と
で
は
な
い
」
と
い
う
、
右
の
小
ゃ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
修
正
論
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
、
う
た
が
う
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
六

0
年
代
の
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
が
、

一
九
一

0
年
代
の
古
典
的
修
正
主
義
者
と
ち
が
っ
て
、

い
ち
だ
ん

と
す
ぐ
れ
て
い
る
点
1
1
1
も
ち
ろ
ん
、
歪
曲
と
改
ざ
ん
と
い
う
方
向
に
お
い
て
、
で
あ
る
!
l
i
は
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
が
、

右
の
「
第
一
の
方
向
」
に
お
け
る
「
歪
曲
」
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
つ
ぎ
の
「
第
二
の
方
向
し
に
お
け
る
「
歪
曲
」
の

術
を
も
自
分
の
身
に
つ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
の
「
第
二
の
方
向
」
と
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
カ
ウ
ツ
キ
l
主
義
的
」
歪
曲
で
あ
り
、
し
か
も
、

「
第
一
の
方
向
」
の
も
の
に
く

ら
べ
て
「
は
る
か
に
巧
妙
な
」
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
、

「
国
家
が
階
級
支
配
の
機
関
で
あ
る
こ
と
も
、
階
級
対
立
が

和
解
で
き
な
い
こ
と
も
、

『
理
論
酌
に
は
』
否
定
さ
れ
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
「
理
論
的
に
は
」
認
め
な
が
ら
、
た

だ
つ
ぎ
の
一
点
を

l
lし
か
も
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
点
を

i
l意
識
的
に
「
忘
れ
る
か
、
あ
い
ま
い
に
す
る
」
と
い
う
こ
、
と
だ
け
を
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
決
定
的
な
一
点
と
は
、

つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。

「
も
し
国
家
が
階
級
対
立
の
非
和
解
性
の
産
物
で
あ
る
な
ら
、
ま
た
、
国
家
、
が
社
会
の
う
え
に
立
ち
、

『
社
会
に
た
い
し
て
ま
す
ま
す

外
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
』
権
力
で
あ
る
な
ら
、
あ
き
ら
か
に
、
被
抑
圧
階
級
の
解
放
は
、
強
力
革
命
な
し
に
は
不
可
能
た
ば
か
り
で

な
く
、
さ
ら
に
、
支
配
階
級
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
こ
の
『
疎
外
』
を
体
現
し
て
い
る
国
家
権
力
機
関
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
草
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

九
九



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

(
幻
)

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
(
前
出
、
一
↓
一
六

0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
!
レ
i
ニ
ン
〉

0

一O
O

(
幻
)
こ
の
、
故
意
に
「
忘
れ
ら
れ
、
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
い
る
」
一
点
が
い
か
に
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
限
目

、
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
の
意
識
的
「
ぷ
却
あ
る
い
は
陵
味
化
」
が
い
か
に
巧
妙
か
っ
悪
質
な
歪
曲
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
点
の
指
摘
に
つ
づ
く
つ
ぎ
の
レ
1
ニ
ン
の
説
明
に
よ
ョ
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「
理
論
的
に
は
自
明
な
こ
の
結
論
を
、
マ
ル
ク
ス
は
|
|
あ
と
で
見
る
よ
う
に
1

1
革
命
の
諸
任
務
の
具
体
的
・
歴
史
的
分
析
に
も
と

e

つ
い
て
明
確

に
ひ
き
だ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
結
論
を
、
ヵ
ウ
ツ
キ
l
は
「
わ
す
れ
」
、
歪
山
し
て
い
る
、

i
lわ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
乙
と

を
以
下
の
一
叙
述
で
く
わ
し
く
示
そ
う
」
(
前
出
、
三
六

0
ペ
ー
ジ
)

0

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
国
家
と
革
命
』
と
い
う
著
作
の
内
容
の
大
半
は
、
右
の
決
定
的
な
点
を
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
し
、
ヵ
ウ
ツ
キ
ー
に
よ
る

意
識
的
歪
曲
か
ら
「
救
い
だ
す
」
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ζ

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
が
、

「
権
力
の
社
会
化
」
を
強
調
し
て
、
「
権
力
過
程
へ
の
介
入
、
参
与
」

「
社
会
生
活
の
国
家
管
理
へ
の
進

山
」
を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
構
造
改
革
闘
争
」
を
お
し
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
い
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
、
右
の
決
定
的
な

一
ぃ
白
川
を
故
意
に
「
忘
却
し
L
、
「
構
造
改
革
」
が
「
国
家
権
力
機
関
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
あ
べ
こ
べ
に
国
家
権

力
機
関
に
参
与
し
、
こ
れ
を
温
存
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
マ
ル

ク
ス
主
義
の
カ
ウ
ツ
キ

l
主
義
的
歪
曲
」
に
さ
ら
に
輸
を
か
け
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
小
守
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
修
正

と
カ
ウ
ツ
キ

I
主
義
的
盃
曲
と
を
ご
た
き
ぜ
に
し
た
イ
ン
ス
タ
ン
ト
「
改
草
論
」
が
、
こ
れ
ら
の
歪
曲
を
徹
底
的
に
暴
一
蕗
し
た
『
国
家
と

卒
命
』
の
公
刊
後
四
十
五
年
を
経
て
|
|
i
お
ま
・
げ
に
念
の
い
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
こ
れ
が
正
真
正
銘
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
だ
と
し
て

ー
ー
大
衆
の
前
に
売
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
学
説
の
説
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
第
一
章
に
お
い
て
は
、
右
の
第
一
節
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、

第
二
節
「
武
装
し
た
人
両
の
特
殊
な
部
隊
、
監
獄
そ
の
地
」
、
第
三
節
「
被
抑
圧
階
級
を
搾
取
す
る
道
具
と
し
て
の
国
家
」
、

お
よ
び
第
四



節
「
国
家
の
『
死
滅
』
と
強
力
革
命
」
と
い
う
、
一
一
一
つ
の
節
が
お
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
つ
い
て
の
た
ち
い
っ
た
説
明
が
与
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
主
題
そ
の
も
の
を
一
読
し
た
だ
け
で
、

「
国
家
機
闘
を
動
か
し
て
い
る
も
の
が
国
家
意
志
で
あ
り
、

V 

'-

の
国
家
意
志
へ
の
支
配
階
級
の
意
志
の
反
映
を
保
障
す
る
も
の
が
強
制
の
装
置
、
強
力
機
構
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
、
さ
き
に
み
た
わ
が

「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
「
原
理
的
」
説
明
が
ど
ん
な
に
国
家
の
本
質
を
歪
め
た
で
た
ら
め
の
議
論
で
あ
る
か
は
、
十
分
に
う
か
が
わ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
つ
い
て
、
す
こ
し
で
も
た
ち
い
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
右
の
「
原
理
的
」
説

明
と
ま
つ
こ
う
か
ら
対
立
す
る
本
質
規
定
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
第
二
節
で
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
見
出
さ
れ
る
。

「
エ
シ
ゲ
ル
ス
は
、
国
家
と
呼
ば
れ
る
『
権
力
』
、

ま
す
外
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
権
力
の
概
念
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
権
力
は
、
主
と
し
て
な
ん
に
あ
る
の
か
?

す
な
わ
ち
、
社
会
か
ら
生
れ
な
が
ら
社
会
の
上
に
立
ち
、
社
会
に
た
い
し
て
ま
す

そ
れ
は
、
監
獄
等

を
自
由
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
武
装
し
た
人
間
の
特
殊
な
部
隊
に
あ
る
。

j
i
-
-
-常
備
軍
と
警
察
と
は
、
国
家
権
力
の
強
力
行
使
の
主
要

な
道
具
で
あ
る
。
だ
が
、
ー
ー
ー
は
た
し
て
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
?
」
(
前
出
、
三
六
一
ペ
ー
ジ
)
。

「
社
会
の
上
に
立
つ
特
殊
な
公
的
強
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
租
税
と
国
置
と
が
必
要
で
あ
る
」
ハ
前
出
、
一
二

第
三
節
の
官
頭
に
は
、

六
三
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
山
本
)
と
い
う
文
章
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て

「
国
家
権
力
機
関
と
し
て
の
官
吏
の
特
権
的
地
位
の
問

題
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
「
社
会
の
上
に
立
つ
特
殊
な
公
的
強
力
」
、
「
被
抑
圧
階
級
を
搾
取
す
る
道
具
と
し
て

の
国
家
」
と
い
う
根
本
命
題
を
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
の
「
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
最
高
の
公
的
機
関
と
し
て
の
国
家
」
と
い
う

き
ま
り
文
句
と
並
べ
て
み
た
だ
け
で
、
万
事
は
察
し
が
つ
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
が
い
か
に
科
学
的
な
国
家
論
を
歪
曲
し
、
改
ざ
ん
し
て
い
る
か
は
、
以
上
に
よ
っ
て
う
た
が
う
余
地
な
く
あ

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
〉

。



い
わ
る
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

。

き
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
と
と
は
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、

「
構
造
改
革
論
」
な
る
も
の
が
、
歪
曲
さ
れ
改
、
さ
ん
さ
れ
た
閏

家
論
の
上
に
で
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
む
し
ろ
歪
曲
さ
れ
改
ざ
ん
さ
れ
た
国
家
論
が
「
構
造
改
革
論
」
を
こ
し

ら
え
あ
げ
る
重
要
な
一
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
ヮ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿

の
第
二
章
l

l
「
構
造
改
革
論
い
の
理
論
的
性
格
l

|
の
中
で
さ
ら
に
た
ち
い
っ
た
吟
味
を
加
え
る
こ
と
に
し
て
、
こ
と
で
は
、
そ
れ
に

さ
き
だ
っ
て
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
が
、
か
れ
ら
の
独
創
に
成
る
斬
新
な
「
変
革
方
式
」
と
し
て
一
手
専
売
に
つ
と
め
て
い
る

例
の
「
権
力
の
社
会
化
」
、
「
権
力
過
程
へ
の
介
入
、
参
与
」
、
「
国
家
管
理
へ
の
参
与
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
実
は
、
と
う
の
む
か
し
、
五

十
年
も
以
前
に
、
歪
曲
の
先
達
者
で
あ
る
カ
ウ
ツ
キ
ー
そ
の
ひ
と
に
よ
っ
て
主
聾
さ
れ
た
も
の
の
二
番
煎
じ
に
す
ぎ
な
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
、
こ
の
カ
ウ
ツ
キ
l
の
創
案
し
た
「
変
革
方
式
」
に
た
い
し
て
は
、

レ
l
ニ
ン
が
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
の
見
地
か
ら
す
で
に
こ

れ
に
壊
滅
的
な
批
判
を
下
し
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

レ
l
ニ
ン
は
、

『
国
家
と
革
命
』
の
第

六
章
「
日
和
見
主
義
者
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
卑
俗
化
」
の
第
三
節
「
カ
ウ
ツ
キ
l
と
パ
ン
ネ
ク
ッ
ク
と
の
論
戦
」
の
な
か
で
、

つ
ぎ
}

の
よ
う
に
、

カ
ウ
ツ
キ
!
の
主
張
を
引
用
し
て
、
こ
れ
に
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
こ
う
つ

e
つ
け
て
い
る
、
:
:
:
『
大
衆
的
ス
ト
ラ
イ
キ
の
任
務
は
国
家
権
力
を
破
壊
す
る
こ
と
で
は
け
っ
し
て
な
く
、

あ
る
特
定
の
問
題
で
政
府
に
譲
歩
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
敵
意
を
も
っ
政
府
を
、
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
を
迎

勝
利
)

動
を
も
た
ら
ず
に
す
ぎ
な
い
。
:
:
:
そ
し
て
そ
の
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
斗
争
の
目
標
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
も
の
で
、
議
会
内
で
多

え
る
政
府
に
代
え
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
』
(
す
な
わ
ち
敵
意
を
も
っ
政
府
に
た
い
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

『
は
、
け
っ
し
て
、
ど
ん
な
ば
あ
い
に
も
、
国
家
権
力
の
破
壊
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
国
家
権
力
の
内
部
の
力
関
係
の
変

数
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
権
力
を
た
た
か
い
と
る
こ
と
で
あ
り
、
議
会
を
政
府
の
主
人
に
た
か
め
る
こ
と
で
あ
る
』
と
。



こ
れ
は
も
う
、
純
然
た
る
、
卑
俗
き
わ
ま
る
日
和
見
主
義
で
あ
り
、
口
先
き
で
は
革
命
を
承
認
し
な
が
ら
実
際
に
は
そ
れ
を
否
認
す
る

こ
と
で
あ
る
。

カ
ウ
ツ
キ
!
の
関
川
想
は
、

『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
を
む
か
え
る
政
府
』
を
一
歩
も
旧
て
い
な
い
、

れ
t土

『
共
産
党
宣
言
』
が
『
支
配
階
級
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
組
織
す
る
こ
と
』
を
宣
言
し
た
一
八
四
七
年
に
く
ら
べ
て
、
俗
物
根
性

へ
の
一
歩
後
退
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
主
義
の
こ
れ
ら
の
裏
切
り
者
と
決
裂
し
て
、
武
装
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
自
身
を
政
府
と
す
る
た
め
に

旧
国
家
機
構
の
完
全
な
破
壊
を
め
ざ
し
て
た
た
か
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
二
つ
の
非
常
に
ち
が
っ
た
事
柄
で
あ
る
』
」
(
前
出
、
四
五
九
i

四
六

0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
レ
1
ニ
ン
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
山
本
)

0

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
結
論
L

づ
け
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、

l
l
i
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
広

汎
に
発
展
し
て
い
る
」
今
日
の
段
階
に
お
い
て
、

「
権
力
の
社
会
化
」
と
か
「
国
家
管
理
へ
の
労
働
者
階
級
の
介
入
、

参
与
」
と
か
を
主

張
す
る
の
は
、
た
ん
に
「
純
然
た
る
、
卑
俗
き
わ
ま
る
日
和
見
主
義
」
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
愚
に
も
つ
か
ぬ
幻
想
で
勤
労
大
衆
を

釣
る
き
わ
め
て
悪
質
な
反
動
的
弁
護
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。

制

さ
て
、

「
構
造
改
革
」
を
「
可
能
か
つ
必
然
」
に
し
た
と
こ
ろ
の
「
第
二
の
条
件
」
と
し
て
の
「
政
治
的
民
主
主
義
の
強
化
」
に
つ
い

て
の
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
自
身
の
説
明
の
内
容
と
そ
の
客
観
的
意
義
は
、

お
よ
そ
以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
つ
〈
さ
れ
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
、

「
構
造
改
革
論
」
者
自
身
の
説
明
の
中
に
は
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、

し

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

。



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
一
理
論
的
性
格
(
四
)

0 
四

か
し
、
こ
れ
ま
で
の
か
れ
ら
の
説
明
が

l
客
観
的
に
み
て

l
呈
示
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

「
第
一
の
条
件
」
と
「
第
二
の
条
件
」
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。

わ
が
「
構
造
改
革
論
L

者
が
、

「
同
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
を
「
第
一
の
条
件
」
に
仕
立
て
あ
げ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
国
家
独

占
資
本
主
義
の
も
と
で
発
展
す
る
生
産
の
社
会
化
と
『
生
産
関
係
の
社
会
化
』
」

と
い
う
点
に
注
目
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、

「
政
治
的
民

主
主
義
の
強
化
」
を
「
第
二
の
条
件
」
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
権
力
の
社
会
化
」
と
い
う
言
葉
を
中
心
と
し
て
論
を
立
て
ん

が
た
め
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、

「
生
産
関
係
の
社
会
化
」
と
い
う
「
経
済

的
側
面
」
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、

は
た
し
て
当
を
得
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
?

そ
も
そ
も
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の

発
展
」
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
決
定
的
意
義
を
も
っ
本
質
的
特
徴
は
「
経
済
的
側
面
」
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と

も

「
国
家
権
力
」
の
性
格
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
か
?

こ
の
よ
う
な
形
で
問
題
を
正
し
く
提
起
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
「
構
造
改

卒
論
」
者
た
ち
の
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
ひ
ど
く
歪
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

並
べ
て
み
る
と
き
に
両
者
の
あ
い
だ
に
救
い
よ
う
の
な
い
混
乱
と
意
図
的
す
り
か
え
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
、

「
第
二
の
条
件
」
と

お
の
づ
か
ら
あ
き

ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
株
式
会
社
化
、
ト
ラ
ス
ト
化
、
同
有
化
」

「
生
産
の
『
社
会
化
』
」

1

1
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
生
産
関
係
の
社
会
化
」

1

|止
求
め
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
の
問
題
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
的
特
徴
を

と
い
う
、

い
や
、
た

ん
に
誤
り
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
肝
腎
要
め
の
本
質
的
問
題
を
ぼ
や
か
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
ま

こ
と
に
悪
質
な
議
論
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
っ
た
い
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
と
い
う
こ
と
の
も
っ
と
も
本
質
的
な

メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
な
に
か
?

そ
れ
は
、
ま
さ
に
、

「
国
家
権
力
機
構
の
異
常
な
強
化
」
で
あ
り
、

「
飛
躍
的
に
強
化
さ
れ
た
国
家
の
巨



大
な
力
が
独
占
資
本
の
巨
大
な
力
と
い
っ
そ
う
か
た
く
結
合
し
、
癒
着
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
の
こ
と
は
、
別
の
面
か
ら
み
れ

ば

「
権
力
の
社
会
化
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

「
国
家
機
構
の
官
僚
的
お
よ
び
軍
事
的
機
関
の
前
代
未
聞
の
拡
大
」
と
「
賃
銀

奴
隷
に
た
い
す
る
弾
圧
・
懐
柔
の
強
化
」
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
、
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
と

い
う
一
言
葉
と
「
政
治
的
民
主
主
義
の
強
化
」
と
い
う
言
葉
と
の
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
示
し
て
い
る
事
実
的
内
容
を
正
し
く
考
察
す
る
な

ら
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
態
は
、
ま
さ
に
相
互
に
相
容
れ
な
い
も
の
、
た
が
い
に
排
斥
し
あ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
の

で
あ
る
。
も
し
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
広
汎
な
発
展
・
強
化
」
が
あ
る
な
ら
ば
、

「
国
家
権
力
の
異
常
の
強
化
と
、
こ
の
強
化
さ
れ

た
国
家
の
巨
大
な
方
の
独
占
資
本
と
の
い
っ
そ
う
長
密
な
結
合
日
従
属
」
が
あ
り
、

「
園
家
機
構
の
官
僚
的
お
よ
び
軍
事
的
機
関
の
前
代

未
聞
の
拡
大
・
強
化
」
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

「
権
力
の
社
会
化
、
民
主
化
」
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
「
賃
銀
奴
隷
の
弾
圧
・
懐
柔
の

拡
大
・
強
化
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
第
一
の
条
件
」
と
し
て
「
同
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
・
強
化
」
を
あ
げ
な
が
ら
、

こ
れ
と
並
べ
て
「
第
二
の
条
件
」
と
し
て

「
政
治
的
民
主
主
義
の
発
展
・
強
化
」

を
あ
げ
て
、
し
か
も
、
こ
の

コ
一
つ
の
条
件
」

よ

っ
て
、

「
構
造
改
革
」
が
ま
す
ま
す
「
可
抽
出
か
つ
必
然
」
と
な
る
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
客
観
的
に
み
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
救
い
よ

う
の
な
い
自
家
撞
着
を
さ
ら
け
だ
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
自
家
撞
着
を
感
じ
る
こ
と
す
ら
で

ぎ
な
い
と
は
、
な
ん
と
た
い
し
た
強
心
臓
、
没
理
論
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
み
た
よ
う
に
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
」
の
本
質
的
特
徴
を
見
誤
っ
て
、
こ
れ
を
「
生
産
の
『
社
会
化
』
」

の
う
ち

に
の
み
求
め
る
と
い
う
、
混
乱
し
た
ー
ー
だ
が
き
わ
め
て
意
図
的
な
1
1
1
議
論
に
よ
っ
て
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
発
展
」
を
ま
ん
ま

と
「
第
一
の
条
件
」
に
仕
立
て
あ
げ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
本
質
」
の
問
題
は
、
そ
れ
で
完
全
に
片
が
つ
い
た

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
本
質
の
問
題
は
、
前
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
可
能
か
つ
必
然
的
な

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)

一O
五



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
〉

。

構
造
改
章
の
三
つ
の
方
、
法
」
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
か
ん
し
て
も
、
当
然
に
前
面
に
出
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
以
下
簡
単
に
と
の
コ
二
つ
の
方
法
」
を
そ
の
ま
ま
川
引
用
し
て
か
か
げ
、
こ
の
「
方
法
」
の
客
観
的
内
容
を
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の

本
質
」
の
観
点
か
ら
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
第
一
の
方
法
」

i
i
「
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
と
広
汎
な
大
衆
と
の
対
立
が
激
化
し
、
反
独
占
統
一
戦
線
を
つ
く
り
あ
げ
、
独
占
体

を
孤
立
さ
せ
る
条
件
が
生
ま
れ
る
。
」

!
iこ
れ
は
、
き
わ
め
て
観
念
的
な
、

一
両
的
な
想
定
論
で
あ
る
。
事
実
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義

の
広
汎
な
発
展
・
強
化
に
よ
り
、
間
家
機
構
の
異
常
な
積
化
、
国
家
機
構
の
官
僚
的
お
よ
び
平
事
前
機
闘
の
拡
大
・
強
化
、
国
有
化
企
業

の
発
展
・
拡
大
に
よ
り
、

「
ひ
と
に
ぎ
り
の
独
占
体
」
は
「
国
家
権
力
と
の
癒
着
」
に
よ
り
、

「
広
汎
な
大
衆
と
の
対
立
」
を
イ
ン
ベ
イ

し
ご
ま
か
す
こ
と
に
よ
り
、
空
た
種
々
の
中
間
階
層
お
よ
び
労
働
貴
族
層
を
容
易
に
抱
き
こ
ち
こ
と
に
上
っ
て
、
反
独
占
統
一
戦
線
の
結

成
を
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
に
し
、
独
占
体
の
孤
立
を
免
れ
う
る
条
件
、
が
生
れ
る
の
で
あ
る

Q

「
第
一
一
の
方
法
」

1
1
1
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
基
礎
に
あ
る
社
会
化
さ
れ
た
巨
大
な
生
産
力
は
社
会
進
歩
を
促
進
し
、
勤
労
大
衆
の

労
働
・
生
活
条
件
を
ひ
き
上
げ
る
た
め
の
物
質
的
基
礎
が
高
度
に
成
長
し
て
い
る
乙
と
を
一
部
し
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
労
働
者
階
級
お
よ

び
一
般
勤
労
者
の
な
か
に
不
可
避
的
に
そ
う
し
た
要
求
を
生
み
だ
す
。
」

1
1
1
こ
れ
も
ま
た
観
念
的
、

一
面
的
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
酌
想
定

論
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
要
求
」
は
、
な
に
も
国
家
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
だ
け
不
可
避
的
に
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
「
要
求
」
は
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
広
汎
な
発
展
」
と
な
ん
ら
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
「
要
求
」
は
、

「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
広
汎
な
発
展
」
の
も
と
で
は
、
独
占
資
本
の
側
に
お
け
る
ほ

ん
の
と
る
に
足
ら
ぬ
お
こ
ぼ
れ
に
よ
っ
て
、
し
か
も
、

「
社
会
生
活
の
管
理
に
当
る
最
高
の
公
的
機
関
た
る
画
家
」
の
子
に
よ
っ
て
「
全

社
会
の
利
益
の
名
に
お
い
て
」
投
げ
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
を
根
本
的
に
変
革
す
る
と
い
う
卒
命
的
意
識
は
ま
ん
ま
と



眠
り
こ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
賃
銀
奴
隷
制
の
も
と
で
賃
銀
奴
隷
制
そ
の
も
の
に
手
を
つ
け
な
い
で
勤
労
大
衆
、

つ

ま
り
賃
銀
奴
隷
の
労
働
・
生
活
条
件
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、

ひ
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
「
要
求
」
は
、

国
家
独
占
資
本
主
義
の
維
持
・
強
化
に
と
っ
て
願
っ
た
り
叶
っ
た
り
な
の
で
あ
る
。

「
第
三
の
方
法
」
|
|
「
国
家
独
占
資
本
主
義
の
諸
機
構
|
|
国
家
的
規
模
に
ま
で
社
会
化
さ
れ
た
所
有
と
管
理
の
諸
機
構
は
、
労
働

者
階
級
が
力
に
応
じ
て
そ
の
内
部
に
診
透
し
、
そ
れ
ら
の
諸
機
構
に
対
す
る
私
的
独
占
体
の
支
配
を
弱
め
、
そ
の
恋
意
を
お
さ
え
、
そ
れ

を
多
少
と
も
勤
労
者
に
有
利
な
方
向
に
動
か
す
舞
台
を
提
供
し
、
そ
れ
を
一
定
の
限
度
内
で
民
主
主
義
的
に
改
造
す
る
機
会
を
あ
た
え

る
。
」
|
|
1
こ
れ
は
、
完
全
に
錯
乱
し
た
妄
想
論
で
あ
る
。
「
異
常
に
強
化
さ
れ
た
国
家
機
構
、
国
家
の
巨
大
な
力
と
独
占
資
本
の
巨
大
な

力
と
の
い
っ
そ
う
緊
密
な
結
合
・
癒
着
、
国
家
機
構
の
官
僚
的
お
よ
び
軍
事
的
機
関
の
前
代
未
聞
の
拡
大
・
強
化
」
は
、

「
労
働
者
階
級

が
力
に
応
じ
て
そ
の
内
部
に
渉
透
す
る
」
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
賃
銀
奴
隷
に
た
い
す
る
弾
圧
・
懐
柔
の
強
化
を
と
も
な
い
、
賃
銀
奴
隷

は
ま
ず
ま
ず
そ
の
形
式
的
「
民
主
主
義
」
運
動
の
場
面
す
ら
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
簡
単
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
わ
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
の
推
賞
す
る
「
三
つ
の
方
法
」
は
あ
ま
り
に
も
お
粗
末
で
あ
り
、
ひ
と
り

よ
が
り
の
妄
想
の
域
を
出
な
い
。
国
家
独
占
資
本
主
義
の
本
質
を
完
全
に
見
失
っ
て
勝
手
な
「
将
棋
の
駒
遊
び
」
を
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ

で
、
事
実
そ
の
も
の
が
な
に
よ
り
も
力
強
く
こ
れ
ら
の
妄
想
を
反
駁
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
こ
と
に
理
論
を

弄
ぶ
も
の
は
、
事
実
に
よ
っ
て
う
ち
た
お
さ
れ
る
、
で
あ
る
。
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い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
四
)
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