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わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
ニ
ゾ

ま

え

お

き

一
「
構
造
改
革
論
」
者
に
よ
る
説
明

-
「
構
造
改
革
」
の
意
味
:
-
j
i
-
-
-
:
:
:
(
以
上
、
第
十
六
巻
第
四
号
所
載
)

2
「
構
造
改
革
」
の
具
体
的
内
容
j
i
-
-
-
(
以
上
、
木
号
所
載
)

3

「
構
造
改
革
」
の
条
件
:
:
・
:
:
j
i
-
-
-
(
以
下
、
次
号
所
載
予
定
)

二
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格

コ

一

要

約

「
構
造
改
革
論
」
者
に
よ
る
説
明
ハ
つ
づ
き
)

2 

「
構
造
改
革
」
の
具
体
的
内
容

け

山

本

「
構
造
改
革
」
と
い
う
、

一
見
「
理
論
的
」
な
言
葉
が
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、

か
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
つ
一
)

丸

わ
7]; 

「
構
造
改
革
論
」
者

^ 



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
つ
一
〉

八

た
ち
が
ど
ん
な
に
非
論
理
を
あ
え
て
お
か
し
て
そ
の
言
葉
に
あ
れ
こ
れ
矛
盾
す
る
雑
多
の
意
味
を
ふ
く
ま
せ
よ
う
と
し
、

い
ろ
い
ろ
な

「
変
革
的
」
言
辞
を
並
べ
た
て
る
こ
と
に
心
を
砕
い
て
レ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
前
節
の
説
明
で
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
は
、
「
構
造
改
草
」
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、

、つ
R

》、

、u
s

f

、ν

ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
?

ど
の
よ
う

に
し
て
「
構
造
改
革
」
を
具
体
的
に
す
す
め
て
ゆ
く
の
か
?

と
い
う
占
山
に
つ
い
て
、

た
ち
い
っ
た
検
討
を
く
わ
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
し、

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
」
な
る
も
の
の
具
体
的
な
内
容
を
は
っ
き
り
と
と
ら
え
て
お
く
こ
と
が
、

こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
」
の
具
体
的
内
容
を
検
討
す
る
さ
い
に
、
あ
ら
か
じ
め
念
頭
に
お
い
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
は
、

1

す
で

に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

l
iつ
き
の
二
つ
の
女
章
で
あ
る
。

造
i
1
1生
産
関
係
を
部
分
的
に
変
革
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
前
出
、

一
言
で
い
え
ば
独
占
の
経
済
政
策
を
転
換
さ
せ
、
独
占
資
本
主
義
の
経
済
問

一
四
ペ
ー
ジ
、
ゴ
シ
ッ
グ
体
山
本
)
ど
い
う
、
「
構
造
改
革
論
」
者
自
身

そ
の
第
一
は
、
「
経
済
の
面
で
の
構
造
改
革
の
内
容
は
、

が
「
構
造
改
革
」
の
意
味
を
要
約
し
た
と
こ
ろ
の
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
で

と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は

「
独
占
の
経
済
政
策
を
転
換
さ

せ
、
」
と
い
う
一
句
で
あ
る
。

独
占
資
本
主
義
に
お
い
て
「
国
家
権
力
」
を
握
っ
て
い
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
く
「
独
占
」
で
あ
り

そ
の
い
っ
さ
い
の
「
政
策
」
は
「
独
占
」
の
支
配
強
化
の
た
め
に
の
み
存
在
し
う
る
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
い
h

つ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
c

「
独
占
」
の
支
配
強
化
の
た
め
の
「
政
策
」
は

お
よ
そ
「
独
占
」
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
必
然
的
で
あ
り

し
た
が
っ
て
「
独
占
資

本
主
義
の
経
済
構
造

i
i生
産
関
係
」
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
「
独
占
」
の

「
政
策
」
は
こ
の

寸
独
占
資
本
主
義
の
経
済
構
造

1

生
産

関
係
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、

決
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

規
定
し

決
定
す
る
も
の
は

「
独
占
資
木
主
義
の
経
済
構
造
1

1

生
産
関

係
」
で
あ
り

こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

決
定
さ
れ
る
の
は
、
「
政
策
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
経
済
構
造

l
生
産
関
係
」

を

ば
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
で
さ
え
、
っ
ト
部
構
造
」

f、¥

日IJ

U:l 

一
ペ
ー
ジ
)
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
右
の
よ



う
な
自
明
の
関
係
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
ま
た
文
字
め
上
で
は
「
下
部
構
造
」
な
ど
と
い
う
マ
ル
グ
ス
的
表
現
を
そ
の
ま
ま

っ
き
り
、

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、
意
識
的
に
右
の
関
係
を
さ
か
さ
ま
に
ひ
つ
く
り
か
え
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
「
独
占
」
を
し
て
そ
の
「
経
済
政
策
」
を
「
転
換
」

さ
せ
よ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
経
済
政
策
を
転

採
り
い
れ
な
が
ら
、

換
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
独
占
資
本
、
玉
義
の
経
済
構
造
1
1
1
生
産
関
係
」
を
「
変
革
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
ま
ず
雨
傘
を
さ
し
て
外
に
出
る
が
工
い
、

ザ
ぞ
う
す
れ
ば
つ
ぎ
に
雨
が
降
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
い
う

'
の
と
ま
っ
た
く
同
類
'
の
、

一
種
の
ま
や
か
し
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

(
7
)
 

ら
に
た
ち
い
っ
て
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
種
の
意
識
的
な
論
理
的
錯
倒
法
に
つ
い
て
は
の
ち
に
さ

ず
独
占
の
経
済
政
策
を
転
換
さ
せ
る
、

こ
の
よ
う
に
こ
の
第
一
の
文
章
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

つ
ぎ
に
独
占
資
本
主
義
の
経
済
構
造
1
1
1
生
産
関
係
の
変
革
。
」
と
い
ろ
論
法
が
、
「
構
造
改
革
」

「
最
初
に
ま

の
具
体
的
内
容
を
と
ら
え
る
場
合
に
決
定
的
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
「
最
初
に
ま
ず
独
占
の
経
済
政
策

を
転
換
さ
せ
る
」
と
い
う
の
が
、
実
は
ま
さ
に
そ
の
「
構
造
改
革
」
の
具
体
的
内
容
に
該
当
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

(

7

)

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
政
策
」
ば
支
配
階
級
が
そ
の
階
級
関
係
を
自
己
に
有
利
な
よ
う
に
維
持
H

強
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
で
、
ぞ
れ

以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
敵
対
階
級
の
攻
撃
に
よ
っ
て
一
時
議
歩
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
譲
歩
を
お
こ
な
う
こ
と

自
体
、
そ
の
特
定
の
諸
条
件
の
も
と
で
臼
己
の
支
配
関
係
を
維
持
し
強
化
す
る
た
め
に
必
要
止
む
を
得
な
い
唯
一
の
方
策
と
判
断
し
た
か
ら
こ
そ
、
譲

歩
の
政
策
を
係
用
し
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
種
の
政
策
も
、
り
っ
ぱ
に
階
級
支
配
の
維
持
H
強
化
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
な
に
も

の
で
も
な
い
。
支
配
階
級
が
被
支
配
階
級
の
敵
対
H
反
抗
の
圧
力
に
お
さ
れ
て
自
己
の
階
波
支
配
の
経
持
リ
強
化
に
反
す
る
ι

よ
う
な
方
策
を
採
ら
ざ
る

を
え
な
く
な
る
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
被
支
配
階
級
の
側
か
ら
の
力
に
よ
る
圧
迫
に
抗
し
え
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
破
目
に

お
も
か
っ
た
と
き
に
か
ざ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
支
配
階
級
が
そ
の
「
政
策
」
を
「
転
換
」
し
た
な
ど
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
国
語
的
に
み
て
す
ら
、

で
た
ら
め
と
い
う
の
ほ
か
な
い
。
た
だ
し
く
は
、
「
こ
れ
こ
れ
の
方
策
そ
と
る
べ
く
強
制
さ
れ
た
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
被
支
配

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

八



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
公
一
〉

階
級
が
「
強
制
」
し
う
る
た
め
に
は
、
必
要
な
カ
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
力
が
な
け
れ
ば
「
強
制
」
は
不
可
能
で
あ
り
、
支
配
階
級
は
そ
の

「
政
策
」
を
ば
、
動
員
し
う
る
い
っ
さ
い
の
力
を
動
か
し
て
あ
《
ま
で
も
お
し
と
お
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
き
、
「
反
独
占
の
政
策

転
換
の
斗
争
」
(
前
出
、
一
四
ペ
ー
ジ
)
な
ど
と
い
う
文
句
が
ど
ん
な
に
混
乱
し
た
で
た
ら
め
な
も
の
で
あ
る
か
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
「
独
占
」
が
「
反

独
占
」
の
「
政
策
」
に
「
転
換
」
す
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
と
と
が
、
い
っ
た
い
、
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
?
「
反
独
占
の
墓
尿
」
は
、
被
支
配
階
級
が

「
力
」
に
よ
っ
て
こ
れ
を
「
独
占
」
に
強
制
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
お
こ
な
わ
れ
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
力
」
に
よ
る
強
制

で
あ
っ
て
、
「
政
策
転
換
」
な
ど
で
は
な
い
。
し
か
も
、
被
支
配
謄
級
が
「
カ
」
に
よ
っ
て
「
反
独
占
の
政
策
」
を
強
制
し
、
強
行
し
う
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
と
き
は
、
す
で
に
「
国
家
権
力
の
掌
握
L

が
日
程
に
上
っ
て
い
る
と
き
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
「
独
占
資
本
主
義
の
経
済
構
造
|
|
生

産
関
係
の
部
分
的
変
革
」
な
ど
は
す
で
に
問
題
で
な
く
、
「
独
占
資
本
主
義
の
経
済
的
構
造
|
|
生
産
関
係
の
根
本
的
変
革
」
、
そ
れ
の
「
社
会
主
義
的

な
生
産
関
係
に
よ
る
お
き
か
え
」
が
当
面
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
戸
ハ
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
が
、
そ
の
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
「
下
部
構
造
」
と
か
「
政
策
」
と
か
「
支
配
階
級
」
と

か
い
う
よ
う
な
、
ィ

F
ハ
の
イ
に
あ
た
る
基
本
的
概
念
を
ま
っ
た
く
混
乱
し
て
我
田
引
水
式
に
ひ
ね
く
り
ま
わ
し
て
い
る
と
い
う
と
と
は
、
以
上
に
よ

っ
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
初
歩
的
・
基
本
的
思
考
方
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
情
に
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
検
討
に
よ
っ
て
し
だ
い
に

あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

八
四

1ι 

第
二
の
文
章
は
、

「
構
造
改
革
の
た
た
か
い
は

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
上
げ
て
ゆ
〈
た
た
か
い
で
あ
る
」
(
前
出
、

一
五
ペ
ー
ジ
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
山
本
。
)
と
い
う
く
だ
り
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
と
く
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
「
た
た
か
い
」
の
「
順
序
」
を
と
く
と
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
順
序
を
わ
か
り

や
す
く

つ
ぎ
に
箇
条
書
き
に
し
て
示
し
て
み
よ
う
。

(2) (1) 

ま
ず
最
初
に
、
「
独
占
」
を
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
る
。

つ
ぎ
に
、
第
二
に
、
「
独
占
」
を
経
済
的
に
よ
わ
め
る
。



(3) 

つ
ぎ
に
第
三
に
、
「
階
級
的
な
力
関
係
」
を
か
え
る
。

(4) 

以
上
の
三
つ
を
お
こ
な
う
と
と
に
よ
っ
て
、

つ
ぎ
に
第
四
と
し
て

「
独
占
支
配
を
終
局
的
に
打
倒
す
る
た
め
の
条
件
を
つ
く
り

ぁ
、
げ
て
ゆ
く
」
。

J
7

」
戸
り
ん
の
よ
ト
つ
に
、

は
じ
め
に
ま
ず
出
て
く
る
の
が
、
「
独
占
」
を
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
政
治
的
に
孤
立
さ

せ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
政
治
闘
争
」
に
お
い
て
「
独
占
」
が
「
反
独
占
統
一
戦
線
」
に
敗
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
政
治
闘
争
」

ま
さ
に
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
最
大
の
眼
目
で
あ
り
、
い

に
お
い
て
「
独
占
」
が
勝
っ
か
敗
れ
る
か
と
い
う
こ
と
ζ
そ、

わ
ば
天
目
山
で
あ
る
。
「
政
治
闘
争
し
に
お
い
て
「
独
占
」
が
敗
れ
「
反
独
占
統
一
戦
線
」
が
勝
利
す
れ
ば
、
こ
れ
で

「
独
占
支
配
を
終

局
的
に
打
倒
す
る
た
め
の
条
件
」
は
容
易
に
達
成
さ
れ
う
る

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
政
治
闘
争
」

に
お
け
る
勝
利
こ
そ
が
唯
一
最

独
占
統
一
戦
線
」
は
、

大
の
「
条
件
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
「
政
治
闘
争
」
に
お
い
て
勝
利
を
占
め
、

「
独
占
」
の
所
有
を
た
だ
ち
に
「
凪
家
」
の
所
有
に
う
っ
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
独
占
」
の
「
力
」
の
主
要
な
「
根

し
た
が
っ
て
当
然
に

「
国
家
権
力
」
を
掌
握
し
た
「
反

源
」
を
一
挙
に
覆
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
ば
あ
い
、
「
独
占
」
を
「
経
済
的
に
弱
め
る
」

な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

宇
品
々
パ
」

に
時
期
錯
誤
的
な
誤
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
よ
わ
め
る
」
の
℃
は
な
く
て
、
「
打
倒
す
る
」
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、
第
一
二
番
目
に
「
階
級
的
な
力
関
係
を
変
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
く
る
。

こ
れ

は
な
か
な
か
味
わ
い
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
通
常
の
観
念
に
し
た
が
え
ば
、
「
独
占
」
を

級
的
な
力
関
係
を
変
え
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、

「
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
る
」

こ
と
自
体
が
「
階

係
」
を
見
出
す
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

「
政
治
闘
争
」
の
中
に
「
力
闘

い
や
、
「
政
治
闘
争
」
の
中
に
「
力
関
係
」
を
、
「
力
関
係
の
変
化
」
を
見
出

す
こ
と
は
、

か
れ
ら
の
論
理
構
成
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
不
都
合
な
た
め
に
、

こ
れ
を
こ
と
さ
ら
ひ
き
は
な
し
て
、

「
階
級
的
な
力
関
係
の

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

八
五



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
つ
一
〉

八
六

変
化
」
を
第
三
番
目
に
も
ち
、
だ
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

か
れ
ら
に
よ
れ
ば

「
政
治
闘
争
」
の
中
に
は

「
階
級
的

「
力
関
係
」
を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
「
経
済
的
に
独

，

(
8
)
 

占
を
弱
め
る
」
こ
と
で
や
お
ら
は
じ
め
て
「
階
級
的
な
力
関
係
を
変
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

な
力
関
係
の
変
化
」
は
生
じ
な
い
の
で
あ
っ
て

や
は
り

「
経
済
的
な
も
の
」
が

(

8

)

「
人
間
万
事
金
の
世
の
中
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
「
社
会
主
義
を
め
ざ
す
政
治
(
戦
略
)
路

線
」
(
前
出
、
一
四
ペ
ー
ジ
)
の
か
く
さ
れ
た
深
奥
の
モ
チ
ー
フ
を
み
ご
と
に
言
い
あ
て
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
」
た
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
る

つ
ぎ
に
「
経
済
的
に
弱
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
「
階
級
的
な
力
関

係
を
変
え
る
」
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
i
ー
や
お
ら
i
l
l
「
独
占
支
配
を
終
局
的
に
打
倒
す
る
た

(
9〉

め
の
条
件
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
」
。

l
lこ
の
よ
う
な
「
路
線
」
に
お
い
て
、
中
心
的
地
位
を
占
め
る
の
は
、
「
実
力
者
」
と
も
い
う
べ

き
「
経
済
的
関
係
」
、
す
な
わ
ち
「
経
済
的
に
弱
め
る
」
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の

「
経
済
的
に
弱
め
る
」

こ
と
が

と
り
も
な
お
さ
ず
、

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
」
の
具
体
的
内
容
を
成
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

(

9

)

正
常
の
論
理
に
し
た
が
え
ば
、
「
独
占
そ
の
も
の
を
終
局
的
に
打
倒
す
る
た
め
の
条
件
」
の
第
一
は
、
「
政
治
闘
争
」
に
お
い
て
勝
利
を
占
め
る

こ
と
で
あ
る
が
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
の
「
論
理
構
造
」
に
し
た
が
え
ば
、
「
第
一
に
政
治
闘
争
で
勝
ち
、
つ
ぎ
に
や
お
ら
経
済
的
に
弱
め
、
そ
の
つ

ぎ
に
や
お
ら
階
級
的
な
力
関
係
を
変
え
、
そ
れ
で
や
っ
と
、
独
占
そ
の
も
の
で
は
な
く
独
占
の
支
配
を
終
局
的
に
打
倒
す
る
た
め
の
、
そ
れ
も
条
件
だ

け
が
っ
く
り
あ
げ
ら
，
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
独
占
の
打
倒
の
た
め
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
、
独
占
の
支
配

だ
け
を
打
倒
す
る
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
独
占
そ
の
も
の
の
温
存
の
た
め
の
「
論
理
」
と
い
わ
ず
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
第
二
の
文
章
を
さ
き
の
第
一
の
文
章
と
並
べ
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
こ
と
が
わ
か
る

つ
ま
り

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の

い
う
「
構
造
改
革
」
の
具
体
的
内
容
と
い
う
の
は
、
「
独
占
」
が

「
政
治
闘
争
」
に
お
い
て
敗
北
し
て

「
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
」

あ
と
に
お
い
て

「
政
治
的
に
勝
利
し
た
」

反
独
占
統
一
戦
線
の
側
か
ら
い
か
に
「
独
占
」
を
「
経
済
的
に
弱
め
る
」
か
、

い
か
に
「
独



占
の
経
済
政
策
を
反
独
占
の
政
策
に
転
換
さ
せ
て
い
く
」
か
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
と
く
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
独

占
」
が
「
政
治
闘
争
」
に
お
い
て
敗
北
し

「
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
る
L

に
い
た
っ
た
の
ち
に
お
い
て
も

「
独
占
」
が
そ
の

政

策
」
を
実
施
し
う
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、

い
い
か
え
れ
ば
「
独
占
」
が
い
ぜ
ん
と
し
て
「
国
家
権
力
」
を
そ
の
手
中
に
握
っ
て
お

り
、
主
体
的
に
み
ず
か
ら
「
政
策
」

を
実
施
し
う
る
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
反
独
占
統
一
戦
線
」

は
「
政
治
的
に
勝
利
し
た
」
が
「
政
治
的
に
い
ぜ
ん
と
し
て
敗
北
者
の
地
位
に
お
か
れ
」
て
お
り
、

「
独
占
」
は

「
政
治
的
に
孤
立
し

敗
北
し
た
」
は
ず
な
の
に
「
政
治
的
に
勝
利
者
と
し
て
い
ぜ
ん
と
し
て
国
家
権
力
を
そ
の
手
中
に
掌
握
し
て
い
る
」
と
い
う
、

ま
こ
と
に

な
ん
と
も
い
い
よ
う
の
な
い
、

キ
テ
レ
ヅ
な
事
活
の
想
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
想
定
は
、
経
済
も
政
治
も
わ
け
わ
か
ら
ず
に
や

た
ら
「
政
治
」
に
つ
い
て
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
が
る
プ
チ
・
ブ
ル
特
有
の
産
物
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
す
こ
し
く
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、

ま
ぎ
れ
も
な
い
一
種
の
ベ
テ
ン
論
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
、
二
つ
の
文
章
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
」
な
る
も
の
の
具
体
的
内
容
が
ど
の
よ
う
な
「
位
置
づ
け
」
を
あ
た
ら
れ
て
い

る
か
、

と
く
に
そ
れ
が
「
『
独
占
」
が
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
」
ら
れ
、
「
政
治
闘
争
に
お
い
て
敗
北
し
」

「
経
済
的
に
弱
め
る
」
た
め
に
、
「
独
占
L

自
身
が

い
か
と
い
う
こ
と
を
お
よ
そ
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

「
経
済
政
策
を
転
換
し
た
」

た
の
ち
に
や
お
ら

も
の
と
し
て
の
み
存
在
し
ろ
る
て
い
の
も
の
で
し
か
な

「
独
占
」

を

つ
ぎ
に
、
問
題
と
な
「
て
い
る
「
構
造
改
革
し
の

具
体
的
内
容
と
は
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
か
、

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
自
身
の
説
く
と
こ
ろ
を
う
か
が
っ
て
み
る
こ
と
に

L
よ

加つ。

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

入
七



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

7¥ 
i¥ 

t今

闘
争
で
あ
る
」

「
政
策
転
換
な
い
し
生
産
関
係
の
部
分
的
変
革
と
は
、
敵
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
闘
争
、
反
独
占
の

一
五
ペ
ー
ジ
)
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
」

(
前
出
、

の
も
っ
と
も
主
要
な
部
分
を
占
め
る
の

改
革
L

は
、
「
反
独
占
の
闘
争
」
で
あ
り
、
「
独
占
支
配
の
制
限
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
端
的
に
い
い
あ
ら
わ
せ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
構
造

「
政
策
転
換
な
い
し
生
産
関
係
の
部
分
的
変
革
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
い
い
か
え
れ
ば
〔
独
占
支
配
の
制
限
」
と
い
う
こ

と
は

と
に
「
合
致
」
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
」
と
い
う
も
の
の
具
体
的
内
容
は
、
要
す
る
に
「
独
占
支
配
の
制
限
」
の
仕
方
と
い
う
こ

と
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
「
独
占
支
配
の
制
限
」
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
佐
藤
昇
氏
が
担
当
し
た
第
一
節
「
構
造

改
革
と
は
何
か
」
の
中
で
「
第
ご
、
「
第
二
」
、
「
第
一
二
」
と
三
つ
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

つ
い
で
、
大
橋
周
治
氏
が
担
当
し
た
第

二
節
「
日
本
資
本
主
義
の
構
造
と
構
造
改
革
」
の
中
で
、
右
の
佐
藤
昇
氏
の
挙
げ
て
い
る
も
の
と
は
い
さ
さ
か
こ
と
な
っ
た
三
つ
の
も
の

iJ';. 

一
第
一
の
柱
」
、

「
第
二
の
柱
」
お
よ
び
「
第
三
の
柱
」
と
い
う
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
「
構
造
改
革
」
の
内
容
で
あ
る
か

ら
、
両
氏
の
列
挙
す
る
三
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
相
当
大
巾
に
喰
い
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
す
く
な
か
ら
ず
注
意
を
ひ
く
点
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
主
と
し
て
、
「
総
論
」
を
担
当
し
た
佐
藤
氏
の
三
つ
に
つ
い
て
検
討
し
、

必
要
な
か
ぎ
り
で
大
橋
氏
の
「
柱
」
を

と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

佐
藤
氏
が
挙
げ
て
い
る
「
経
済
の
阪
で
の
独
占
支
配
の
制
限
の
具
体
的
内
容
」

の
「
第
一
し
は
、

「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
こ
と
」

〔
前
出
、

一
五
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
。

つ
ぎ
」
に

こ
の
「
第
一
」
の
も
の
に
つ
い
て
の
氏
の
説
明
を
引
用
し
て
か
か
げ
て
み
よ
う
。



「
独
占
の
搾
取
の
制
肢
と
は
、
広
い
意
味
で
い
え
ば

一
般
の
経
済
闘
争
な
い
し
要
求
獲
得
闘
争
と
い
わ
れ
る
賃
銀
闘
争
、
労
働
時
間

短
縮
闘
争
な
ど
も
す
べ
て
そ
う
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
単
に
そ
う
し
た
主
と
し
て
生
産
過
程
に
お
け
る
個
々
の
独

占
体
(
雇
主
)
の
搾
取
を
制
限
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
独
占
価
格
の
よ
う
な
流
通
面
を
通
ず
る
搾
取
や
大
衆
課
税
の
よ
う
な
国
家
的

形
態
を
と
っ
た
搾
取
を
社
会
的
に
規
制
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
最
低
賃
銀
制
の
実
施
、
社
会
保
障
の
拡
宏
、
大
衆
課
税
の
軽
減
や
独
占

価
格
の
引
き
下
げ
、
完
全
雇
用
な
、
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
改
革
で
あ
る
」
(
前
出
、

一
五
|
一
六
ペ
ー
ジ
、
だ
だ
し
、
賃
金
と
あ
る
は
す
べ
て
賃
銀
と

訂
正
し
た
〉
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
ば
か
り
だ
そ
う
で
あ
る
。

は
た
し
て
、

そ
の
と
お
り
で
あ

る
か
、
す
こ
し
く
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
と
い
う
と
と
の
意
味
内
容
で
あ
る
。
「
独
占
」
の
本
休
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
「
独
占
資
本
一
で
あ
る
。
「
独
占
資
本
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い
、

他
の
中
小
資
本
の
搾
取
は
制
限
し

な
い
で
、
独
占
資
本
の
搾
取
だ
け
を
制
限
す
る
と
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
勤
労
大
衆
」
を
搾
取
し
て
い
る
の
は

「
独
占
資
本
」

だ
け

で
中
小
資
本
は
搾
取
し
て
い
な
い
か
ら
搾
取
と
い
え
ば
「
独
占
資
本
」
の
搾
取
し
か
な
く
、

し
た
が
っ
て
「
独
占
資
本
」
の
搾
取
を
制
限

す
る
こ
と
だ
け
が
「
勤
労
大
衆
」
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
そ
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
?

「
搾
取
「
〈
会
σ

〉

5
v
g
g
D
mむ
と
い
う
言
葉
は
、
え
て
し
て
「
酷
使
」

と
い
う
一
言
葉
と
同
じ
く

人
間
と
し
て
許
さ
れ
な
い
過
広
の

搾
り
と
り
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
う
け
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
資
本
家
に
よ
る
労
働
力
の
搾
取
の
ば
あ
い
に
は
、
資
本
の

本
性
に
よ
り
右
の
よ
う
な
限
度
以
上
の
酷
使
と
い
う
傾
向
を
必
然
的
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
限
度
以
上

の
酷
使
と
い
う
点
に
の
み
こ
の
言
葉
の
意
味
を
認
め
て
た
だ
こ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
用
い
る
と
き
に
は
、
事
態
を
正
し
く
理
論
的
に
把

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

入
九



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

九
O

握
す
る
こ
と
は
i
l
l
感
情
的
に
誤
っ
た
直
観
に
お
ち
い
る
こ
と
は
で
き
て
も
1
1
1
と
う
て
い
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず

事
態
を
経
済
学
的
に
、
経
済
法
則
の
正
し
い
把
握
に
も
と
づ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
つ
ぎ
に
は
二
般
人
間

論
や
道
徳
論
な
ど
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
特
定
の
社
会
に
お
い
て
「
合
理
的
」

(
g
t
。5
5
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

な
に
に
も
と
。
つ
い
て
「
合
理
的
」
と
い
い
「
不
合
理
し
と
い
う
か
と
い
う
こ
と
を
理
論
的
に
た
だ
し
く
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
搾
取
」
と
い
う
言
葉
の
経
済
学
的
意
味
は
ど
う
か
?

資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
支
配
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
資
本
主
義
社
会
で
は
、
人
間
的
労
働
力
は
商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
賃
銀
労
働
者
は
労
働
力
H
H
商
品
の
販
売
者
と
し
て
、
資
本
家
は
そ
の
購
買
者
、
す
な
わ
ち
賃
幣

(
1資
本
)
の
所
有
者
と
し
て
市
場

で
対
立
し
あ
う
。
こ
の
労
働
力
H
H
商
品
の
販
売
価
格
た
る
労
働
賃
銀
は
、
他
の
一
般
商
品
と
同
じ
よ
う
に
、
y

市
場
に
お
け
る
需
給
聞
の
競

争
に
よ
り
、

そ
の
再
生
産
費

1
価
値
か
ら
は
な
れ
て
運
動
す
る
が
、

し
か
し
他
の
一
般
商
品
と
ち
が
っ
て
そ
の
販
売
価
格

1
賃
銀
は
そ
の

再
生
産
費
H
H
価
値
以
上
に
騰
貴
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
ず
、

つ
ね
に
価
値
以
下
に
l

i
し
か
も
大
巾
に
低
く
1

1
切
り
下
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
価
値
以
下
へ
の
賃
銀
の
引
き
下
げ

い
い
か
え
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
労
働
力
の
買
叩
き
」
は
、
労
働
市
場
に
お
い
て
お
こ
な

わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
「
買
叩
き
」
に
よ
り
買
手
は
、

よ
り
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
、

利
得
在
か
せ
ぎ
だ
す
。

よ
り
小
さ
い
貨
幣
額
で
よ
り
大
き
い
価
値
を
も
っ
商
品
を
入
手
す
る
こ
と
に

こ
う
し
た
労
働
力
H
H
商
品
の
売
買
に
お
け
る
買
手
の
利
得
は
、
や
は
り
一
種
の
「
搾

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

こ
れ
は
た
ん
に
「
潜
勢
的
な
」
形
で
の
「
搾
取
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

取
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、

て
、
現
実
の
「
搾
取
」
と
は
い
い
が
た
い
。

た
ん
に
よ
り
安
い
値
段
で
よ
り
高
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
商
品
を

も
し
こ
の
商
品
を
有
効
適
切
に
消
費
し
て
そ
こ
か
ら
よ
り
大
き
な
価
値

(
U剰
余
価
値
)
を
現
実
に
引
き
出
し
獲

と
い
う
の
は
、
買
手
は
、

手
に
入
れ
た
だ
け
で
、

得
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
労
働
力

l
商
品
の
「
買
叩
き
」
に
よ
る
利
得
は
、
実
質
的
に
は
ま
っ
た
く
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な



る
か
ら
で
あ
る
。

「
搾
取
」
の
本
来
の
意
味
は
、
こ
の
労
働
力
H
H
商
品
を
現
実
に
使
用

1
消
費
し
て
、

そ
こ
か
ら
こ
の
商
品
自
身
の
も
っ
て
い
る
価
値
よ

り
大
き
な
価
値
を
弓

つ
ま
り
、
労
働
力
の
価
値

(
1必
要
価
値
〉
プ
ラ
ス
剰
余
価
値
を
じ
っ
さ
い
に
引
き
出
す
こ
と
と
い
う
点
に
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
労
働
力
H
H
商
品
を
買
手
た
る
資
木
家
が
一

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
有
効
に
消
費
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
身
の
も
っ
て
い
る
価
値

よ
り
も
よ
り
大
き
な
価
値
を
創
造
す
る
と
い
う
労
働
力

l
商
品
の
も
つ
独
自
の
使
用
価
値
を
十
ニ
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
経
済

学
的
意
味
で
の
本
来
の

「
搾
取
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

労
働
力

1
商
品
の
使
用
H
H
消
費
い
い
か
え
れ
ば
労
働
に
も
い
ろ
い
ろ
の
仕
方
が

労
働
力

1
商
品
そ
健
全
な
状
態
に
維
持
1

労
働
力

1
商
品
そ
短
期
間
に
消
耗
し
つ
く
し
て
し
ま
う
よ
う
な
過
度
労
働
も
あ
れ
ば
、

再
坐
産
す
る
に
必
要
な
労
働
も
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
一
定
期
間
(
た
L
〆
了
え
ば
一
日
)
当
り
の
労
働
力
H
H
商
品
の
再
生
産
費
H
H
価
値
は

あ
る
。

当
然
に
倍
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貰
手
は
こ
れ
を
平
常
の
値
段
で
(
ま
た
は
、

た
い
て
い
そ
れ
以
下
で
)
買
入
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
、
買
入
値
段
の
買
叩
き
と
酷
使
と
の
二
重
の
意
味
を
さ
ら
に
ふ
く
む
と
こ
ろ
の
、
過
酷
な
る
搾
取
と
い
う
こ
と
に

た
と
え
、
労
働
力

1
商
品
の
価
値
ど
お
り
の
賃
銀
、
そ
支
払
い
、
労
働
力
H
H
商
品
の
正
常
な
再
生
産
に
必
要
な
限
り
で
の
消

な
る
ο

だ
が
、

費
(
H
H
労
働
)
を
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
、
そ
の
ば
あ
い
に
剰
余
価
値
は
り
っ
ぱ
に
生
包
比
さ
れ
買
手
た
る
資
本
家
の
子
に
入
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
主
常
な
労
働
力

1
商
品
の
使
用
H
H
消
費
は
、
り
っ
ぱ
な
「
搾
取
」
で
あ
り
、
し
か
も
ζ

の
「
搾
取
し
た
る
や
、
け
っ
し
て
不
正
で
も
不
合
理
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、

γ

正
当
な
も
の
、
合
理
的
な
も

の
で
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
搾
取
」
関
係
が
な
け
れ
ば
資
本
関
係
は
お
よ
そ
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
資
本
家
も
賃
銀
労
働
者

も
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
こ
し
誇
張
し
て
い
う
な
ら
ば
、
労
働
力
が
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
、
買
手
に
よ
っ
て
「
搾
取
L

さ
れ

る
こ
と
は
、
資
本
主
義
社
会
の
基
盤
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
一
の
理
論
的
性
格
つ
一
〉

九



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

九

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
、
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。
「
独
占
」
も
独
占
資
本
と
し
て
資
本
で
あ
る
か
ぎ
り
、

他
の
中
小
資
本
と
同
じ
く
、
労
働
力

1
商
品
の
売
買
と
「
搾
取
」
な
し
に
は
、

一
日
と
い
え
ど
も
存
続
し
え
な
い

で
は
、
労
働
力

1
商

品
の
売
買
と
そ
の
消
費
H
H

「
搾
取
」
と
を
一
応
認
め
る
と
し
で
、
「
搾
取
」
を
制
限
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
?

佐
藤
氏
は
い
う
、
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
と
は

広
い
意
味
で
い
え
ば

一
般
の
経
済
闘
争
な
い
し
要
求
獲
得
闘
争
と
い
わ
れ
る
賃
銀

闘
争
、
労
働
時
間
短
縮
闘
争
な
ど
も
す
べ
て
そ
う
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、

こ
の
場
合
は
、
単
に
そ
う
し
た
主
と
し
て
生
産
過
程
に

お
け
る
個
々
の
独
占
体
(
雇
主
)
の
搾
取
を
制
限
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
・
・
・
」
と
。

つ
ま
り
、
賃
銀
闘
争
、
労
働
時
間
短
縮
闘
争
な

ど
は
す
べ
て
、
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
性
格
を
も
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

は
た
し
て

そ
う
で
あ
る
か
?

ま
ず
賃
銀
闘
争
を
と
っ
て
み
よ
う
。
賃
銀
闘
争
と
は
、
労
働
力

l
商
品
の
販
売
価
格
引
上
げ
の
た
め
の
闘
争
で
あ
る
。
な
ぜ
、
賃
銀
闘

争
を
お
こ
な
う
の
か
、
な
ぜ
資
本
主
義
社
会
で
は
賃
銀
闘
争
が
必
然
的
な
の
か
?

そ
れ
は
、
労
働
力
H
H
商
品
の
販
売
価
格
が
ほ
と
ん
ど

例
外
な
く
つ
ね
に
そ
の
再
生
産
費
H
H
価
値
よ
り
も
大
幅
に
切
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
賃
銀
「
買
叩
き
」
の
た
め
に
大
多
数
の

賃
銀
労
働
者
は
人
間
ら
し
い
生
活
を
享
受
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
賃
銀
闘
争
は
、
労
働
力
H
H
商
品
の
販
売
価
格
を
す
こ
し
で

も
引
き
上
げ

い
く
ら
か
で
も
そ
の
再
生
産
費
H
H
価
値
に
近
づ
け
、
す
こ
し
で
も
人
間
ら
し
い
生
活
を
享
受
し
よ
う
が
た
め
の
闘
争
で
あ

る
。
も
し
賃
銀
闘
争
が
な
い
と
す
れ
ば
、
資
本
家
に
よ
る
買
叩
き
は
さ
ら
に
甚
し
い
も
の
と
な
り
、
資
本
家
の
手
に
入
る
利
得
は
そ
れ
だ

け
ま
す
ま
す
大
き
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
賃
銀
闘
争
に
よ
っ
て
す
こ
し
で
も
賃
銀
を
引
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
家

の
利
得
を
そ
れ
だ
け
減
ら
す
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
労
働
力

1
商
品
の
買
入
れ
に
お
け
る
資
本
家
の
利
得
が
多
少
減
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
資
本
家
に
よ
る
「
搾
取
」
が
「
制
限
」
さ
れ
た
な
ど
と
、
は
た
し
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
ろ
か
?

賃
銀
引
上
げ
は

い
ま
ま
で
市
場
に
お
け
る
競
争
そ
の
他
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
一

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
悪
用
し
て
(
資
本
家
側
か
ら
み



た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ
、
資
本
家
は
、

ま
さ
に
「
活
用
し
て
」
で
あ
る
)
あ
く
ど
い
買
叩
き
に
よ
り
て
掠
め
と
ら
れ
て
い
た
販
売
代
金
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
と
り
か
え
し

「
正
常
な
」
搾
取
の
上
に
な
お
余
分
の
利
得
(
ま
さ
に
余
棒
)
を
り
っ
ぱ

れ
ば
、

に
ふ
と
ご
ろ
に
い
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
賃
銀
闘
争
に
勝
っ
て
若
干
の
賃
銀
引
上
げ
に
成
功
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
、

「
搾
取
を
制
限
す
る
」
こ
と
が
で
き
た
と
か
「
搾
取
を
制
限
す
る
」
こ
と
に
な
る
な
ど
と
云
っ
た
り
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

者
は
、

ま
っ
た
く
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
オ
メ
デ
タ
イ
奴
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
1

1

ま
と
も
で
あ
る
と
す
れ
ば
!
ま
こ
と
に
た
ち
の
悪

い
デ
マ
ゴ
ー
グ
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

「
労
働
時
間
短
縮
闘
争
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
「
労
働
時
間
短
縮
」
と
は
、
労
働
力
H
H
商
品
の
使
用

1
消
費
を
そ
の
主

常
な
再
生
産
に
必
要
な
時
間
に
短
縮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
過
度
労
働
に
よ
る
労
働
力

l
商
品
の
異
常
な
損
粍
を
防
止
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
労
働
時
間
短
縮
」
は
、

け
っ
し
て
資
本
家
に
よ
る
「
搾
取
」
そ
の
も
の
の
「
制
限
」
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
資
本
家
に
よ
る
五
常
な
「
搾
取
」
の
維
持
H
H
存
続
の
た
め
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
「
労

働
時
間
短
縮
」
に
よ
っ
て
、
資
木
家
の
利
得
が
減
少
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
資
本
主
義
の
初
期
に
は
っ
労
働
時
間
延
長
」
に
よ
る
利

得
が
き
わ
め
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
争
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

Q

だ
が
、
資
木
制
的
生
産
の
発
展
に
つ
れ
て
「
労

L
か
も
こ
の
「
短
縮
」
の
上
に
資
木
主
義
の
い
っ
そ
う
の
発
展
と
強

化
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
否
み
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
「
労
働
時
間
短
縮
」
は
、
資
本
主
義
そ
の
も
の
に
と
っ
て
一
箇
の
法
則
で
あ
り
、

働
時
間
延
長
」
に
か
わ
っ
て
「
労
働
時
間
短
縮
」
が
お
こ
な
わ
れ
、

ま
た
別
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
「
労
働
時
間
短
縮
」

こ
そ
資
本
主
義
が
担
っ
て
い
る
重
要
な
歴
史
的
使
命
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

一
玄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
労
働
時
間
短
縮
闘
争
」
が
「
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
だ
な
ど
L
C

い
う
の
は
、
「
労

働
時
間
短
縮
」
の
経
済
学
的
意
義
を
ま
っ
た
く
わ
き
ま
え
な
い
と
こ
ろ
の
、
直
観
的
デ
タ
一
フ
メ
と
い
う
の
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

九
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と
こ
ろ
で
、

ま
だ
重
要
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
賃
銀
闘
争
と
か
労
働
時
間
短
縮
闘
争
と
か
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
、
「
骨

占
」
の
「
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
独
占
」
で
は
な
く
し
て
「
独
占
」

以
外
の
、
む
し
ろ
わ
が

「
構
造
改

草
論
L

者
た
ち
が
「
応
汎
な
反
独
占
統
一
戦
線
」
に
ふ
く
め
て
い
る
と
こ
ら
の
「
中
間
諸
階
層
」
、

い
い
か
え
れ
ば
、

中
小
資
本
家
、

町

工
場
の
コ
雇
一
主
」
た
ち
全
部
の
「
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
で
あ
る
の
か
?
、
こ
れ
ら
の
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、
こ
と
さ
ら
そ
の

第
二
節
を
「
日
本
資
本
主
義
の
構
造
と
構
造
改
革
」
と
題
し
、
そ
の
な
か
で
日
本
資
本
主
義
の
コ
一
重
構
造
」
な
る
も
の
を
得
々
と
し
て

論
じ
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
一
二
重
構
造
」
論
は
、
「
搾
取
を
制
限
す
る
」
問
題
の
さ
い
に
は
、
ど
こ
か
へ
姿
を
く
ら
ま
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ω

あ
え
て
「
二
重
構
造
論
」
な
ど
に
頼
ら
な
く
と
も
、
賃
銀
の
よ
り
古
い
企
業
、
労
働
時
間
の

よ
り
短
か
い
企
業
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
大
企
業
、
「
独
占
」
の
企
業
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
、
賃
銀
の
劣
悪
な
、
労
働
時
間
の
よ
り
長
い
、
労

働
条
件
の
劣
悪
な
企
業
が
「
独
占
」
以
外
の
、
中
小
資
本
の
企
業
、
零
細
な
ー
だ
が
資
本
家
的
な

l
企
莱
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、

お

よ
そ
ま
と
も
な
常
識
を
も
っ
て
い
る
ほ
ど
の
者
な
ら
ば
、

た
だ
ち
に
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
賃
銀
引
上
げ
、
労
働
時
間
短
縮
に
よ
っ
て
も
っ

と
も
大
き
な
打
撃
を
う
け
、
文
字
ど
お
り
そ
の
「
搾
取
を
制
限
さ
れ
」
て
存
続
不
可
能
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、

「
独
占
」
以
外
の
中
小
資
本

零
細
企
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
銀
引
上
げ
と
労
働
時
間
短
縮
と
が
「
独
占
の
搾

取
を
制
限
す
る
」
と
強
弁
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
う
も
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
と
を
示
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
い
は
、
賃
銀
引
上
げ
と
労
働
時
間
短
縮
と
は
「
独
占
」
に
の
み
適
用
し
て
、
中
小
資
本
、
零
細
企
業
は

を
と
る
の
だ
と
論
者
が
云
い
張
る
も
の
で
あ
る
か
、

(
日
)

か
ら
ず
ん
ば
、
論
者
は
ま
っ
た
く
の
タ
ワ
言
を
な
ら
べ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

い
ぜ
ん
と
し
て
低
劣
賃
銀

長
時
間
労
働
の
ま
ま
据
え
お
く
と
い
う

一十政策」

し

(
刊
山
〉

「
賃
銀
闘
争
」

を
も
っ
て

「
主
と
し
て
生
産
過
程
に
お
け
る
個
々
の
独
占
体
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
と
し
て
か
る
佐
藤
氏
の
論
法
に
注
意



さ
れ
た
い
。
賃
銀
闘
争
は
、
労
働
力
H
荷
口
問
の
販
売
価
格
を
め
ぐ
っ
て
の
、
労
働
市
場
に
お
け
る
売
千
と
買
手
と
の
闘
争
が
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
生

産
過
程
」
に
南
嬢
か
か
わ
り
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
賃
銀
が
あ
が
れ
ば
と
て
、
そ
れ
で
「
生
産
過
程
に
お
け
る
搾
取
が
制
限
さ
れ
る
」
な
ど

と
い
え
た
も
の
で
も
な
い
。
「
独
占
価
格
の
よ
う
な
流
通
函
を
通
ず
る
搾
取
」
と
い
う
次
ぎ
に
並
べ
ら
れ
た
氏
自
身
の
女
句
と
比
較
し
て
み
る
と
、
こ

の
論
者
に
は
、
賃
銀
闘
争
が
販
売
価
格
そ
め
ぐ
る
闘
争
で
あ
る
こ
と
も
、
「
生
産
過
程
」
と
「
流
通
面
」
と
の
ち
が
い
と
関
係
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、

い
っ
さ
い
、
わ
け
わ
か
ら
ず
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

同

「
賃
銀
関
争
」
と
「
労
働
時
間
短
縮
闘
争
」
と
な
ら
ん
で
、
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
」
も
の
と

L
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
円
以

低
賃
銀
制
の
実
施
、
社
会
保
障
の
拡
充
、
大
衆
諜
税
の
軽
減
や
独
占
価
格
の
引
き
下
げ
、
完
全
一
雇
用
な
ど
」
の
「
改
革
」
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
経
済
的
意
義
を
も
つ
も
の
か
、

は
た
し
て
、

そ
れ
ら
が
「
似
占
の
搾
取

を
制
限
す
る
」
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
念
、
簡
単
に
吟
味
し
て
み
よ
う

ま
ず
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
に
つ
い
て
。
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
に
よ
っ
て
、
ぞ
の
法
定
の
「
最
低
賃
銀
」
よ
り
低
い
賃
銀
が
す

ベ
て
「
最
低
賃
銀
」
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
う
た
が
い
も
な
く
、
勤
労
大
衆
に
と
っ
て
、

と
く
に
賃
銀
労
働
者
に
と
っ

て

劣
悪
な
賃
銀
の
引
き
上
げ
と
い
う
意
味
で

大
き
な
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
だ
が

'-
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「
最
低
賃
銀
制
の
主

施
」
を
も
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
状
態
が
完
全
に
良
く
な
る
と
か
、

こ
れ
に
よ
っ
て
ぐ
「
独
占
の
搾
取
が
制
限
さ
れ
る
」
、

な
ど
と
考
え
る

こ
と
は

は
た
し
て
当
を
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

「
最
低
賃
銀
制
」
が
比
較
的
も
っ
と
も
よ
く
「
実
施
」
さ
れ
た
と
し
て
も
、
第
一
に
、
こ
の
「
最
低
賃
銀
」
で
は
人
間
労
働
力
の
正
常

な
維
持
H
H
再
生
産
は
と
う
て
い
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
は

つ
ね
に
人
間
労
働
力
の
再
生
産
費
H
H
価
値
を
は
る
か
に
下
廻
る
も
の
に
と
ど

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
〉

九
五
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ま
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
最
低
賃
銀
」
な
る
も
の
は
、
逆
に
い
え
ば
、

つ
ね
に
平
均
程
度
以
上
の
「
搾
取
」
の
存
在
を
示
し

し
か
も

こ
れ
を
容
認
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
「
最
低
賃
銀
」
に
す

ら
め
ぐ
ま
れ
な
い
賃
銀
労
働
者
、

つ
ま
り
失
業
者
は
、

な
ん
ら
の
賃
銀
を
も
保
証
さ
れ
え
な
い
。

し
か
も
、
こ
の
「
最
低
賃
銀
制
」
の
適

用
圏
外
に
お
か
れ
る
失
業
者
、
産
業
予
備
軍
の
数
は
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
に
よ
っ
て
、
増
加
す
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
と
し
て

も
、
減
少
す
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
が
よ
り
徹
底
的
に
お
こ
な
わ
れ
れ
ば

と
り
わ
け
大
企
業
の
機
械
化
、
合
理
化
は
ま
す
ま
す
お
し
す
す
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
こ
れ
ま
で
低
賃
銀
の
手
労
働
者
に
依
存
し
て
き
た
中
小
、
零
細
企
業
は
そ
の
状
態
を
維
持
し
え
な
パ
去
り
、
相
当
数
の
労
働
者
を

解
雇
し
て
よ
り
少
数
の
労
働
者
に
よ
り
多
く
の
労
働
を
流
動
さ
せ
る
と
同
時
に
、
機
械
化
、
合
理
化
の
途
に

1
l場
合
に
よ
っ
て
は
企
業

お
こ
な
わ
れ
る
ほ
ど
、
企
業
の
、

自
身
被
整
理
の
途
に
1
1
1
否
応
な
し
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

一
部
あ
る
い
は
か
な
り
の
数
の
労
働
者

の
産
業
予
備
軍
へ
の
迫
放
を
と
も
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
肝
腎
の
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
は
、
ど
う
か
?

改
革
論
」
者
の
議
論
の
「
根
拠
」
と
し
て
つ
ね
に
も
ち
だ
さ
れ
る
「
日
本
資
本
主
義
の
構
造
」
つ
ま
り
「
二
重
構
造
」
と
い
う
も
の
を
ち

こ
れ
ら
の
「
構
造

ょ
っ
と
考
え
て
み
た
だ
け
で
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
が
と
う
て
い
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
な
ど
と
い
う
、
大
そ
れ
た
「
効
果
」
を
も

ち
え
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
「
独
占
L

の
支
払
っ
て
い
る
賃
銀
は
、
他
の
中
小
企
業
に
く
ら
べ
て
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
に
よ

っ
て
引
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
劣
悪
な
も
の
で
は
、

ふ
つ
う
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
、
「
最
低
賃
銀
に
以
上
に
あ
る
の
が
、
実
状
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
は
、
「
独
占
」
の
大
企
業
に
お
け
る
賃
銀
引
上
げ
を
直
接
も
た
ら
し
え
な
い
。

た
と
え
、
若

干
の
「
引
上
げ
」
が
必
要
と
な
っ
て
も
、
機
械
化
、
合
理
化
に
よ
っ
て
そ
の
分
を
「
取
返
す
」
こ
と
は
、
容
易
で
あ
る
。

賃
銀
制
の
実
施
」
に
よ
っ
て
直
接
大
き
な
影
響
を
こ
う
む
る
中
小
、

し
か
も
、
「
最
低

零
細
企
業
で
の
「
搾
取
」
が
よ
り
困
難
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
「
独



占
」
の
大
企
業
に
と
っ
て
、
こ
れ
ち
の
い
わ
ば
「
競
争
者
」
を
「
征
服
」
す
る
と
と
は
、
ま
す
ま
す
容
易
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
結
果
は
、

い
づ
れ
も
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
「
独
占
の
搾
取
の
強
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
が
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」

E
な
る
と
い
う
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
主
張
は
、
資

本
主
義
の
基
本
的
な
経
済
法
則
を
ま
っ
た
く
無
視
し

事
実
を
イ
ン
ベ
イ
す
る
悪
質
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
般
に

「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
が
賃
銀
労
働
者
の
経
済
的
状
態
の
「
改
良
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
う
だ
が
い
な
い
し
、
こ
の
点
に

「
最
低
賃
銀
制
」
の
真
の
意
義
が
存
す
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
資
本
主
義
の
存
立
を
前
提
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

〉
)
切
っ

て
い
、
資
本
主
義
の
「
構
造
」
を
「
改
一
革
」
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
「
独
占
の
搾
取
を
制
限
す
る
」

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

も
の
な
ど
で
も
あ
り
え
な

が
、
こ
の
「
改
良
」
を
改
良
と
し
て
た
だ
し
く
資
本
主
義
変
革
に
役
立
て
る
た
め
に
は
、
「
改
良
」
と
「
革
命
」
と
の
関
係
を
た
だ
し
く
把

握
し
、
「
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
政
治
的
に
孤
立
さ
せ
」
な
ど
と
い
う
、
内
容
空
っ
ぽ
の
か
け
声
な
ど
ふ
り
ま
わ
す
手
合
な
ど
と
ち
が
っ

つ
ね
に
労
働
者
階
級
の
組
織
と
意
識
と
を
「
草
命
」
に
む
か
つ
て
昂
揚
き
せ
整
備
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
て
い
っ
さ
い
の
闘
争
を

て指
導
す
る
真
の
マ
ル
グ
ス
主
義
的
見
地
に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
真
の
た
だ
し
い
革
命
的
見
地
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
き
に

は
、
そ
し
て
、

と
く
に
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
を
も
っ
て
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
だ
な
ど
と
妄
想
す
る
よ
う
な
オ
メ
デ
タ
イ
手
合
が

「
改
革
」
論
な
ど
ふ
り
ま
わ
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
こ
の
「
最
低
賃
銅
山
制
の
実
施
」
な
る
も
の
は
、

か
え
勺
て
全
般
的
危
機

に
あ
る
独
占
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
ぞ
れ
の
維
持

1
存
続
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
道
具
立
て
の
ひ
と
つ
と
し
て
役
立
つ
こ
と
に
な
ら
ざ

(
U〉

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

(

U

)

 

「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
に
よ
っ
て
労
働
者
の
賃
銀
は
そ
の
最
低
額
を
国
家
権
力
に
よ
っ
て

l
l
「
民
主
的
薗
家
」
に
よ
っ
て
|
|
保
証
さ
れ
て

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
〉

~ 

九
七



い
わ
ゆ
る
寸
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
合
一
)

九
八

い
る
、
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
が
た
い
資
本
主
義
社
会
i
!
「
民
主
社
会
し
i
ー
を
維
持
し
、
労
働
者
の
生
活
を
守
る
こ
と
に
努
力
す
べ
き
、
九
、
ー

こ
う
な
れ
ば
、
経
済
的
地
位
の
「
改
良
」
は
、
支
配
階
'
級
の
思
惑
ど
お
り
、
労
働
者
の
意
識
の
鈍
化
と
去
勢
と
い
う
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
「
効

果
」
を
発
揮
す
る
も
の
と
な
る
。
経
済
的
地
位
の
「
改
良
」
は
、
た
ん
に
労
働
者
の
意
識
と
組
織
の
強
化
・
整
備
に
と
っ
て
の
よ
り
好
都
合
な
「
方
策
」

の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
革
命
」
の
準
備
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
の
み
、
役
立
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「
手
段
一
あ
る
い
は
「
方
策
」
を
「
目
的
」
と
は
き
ち
が
え
、
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
を
達
成
す
れ
ば
、
そ
れ
で
労
働
者
階
級
の
地
位
が
向
上
し

生
活
が
安
定
す
る
な
ど
と
説
く
の
は
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、
危
機
に
あ
る
独
占
資
本
主
義
の
た
め
に
太
鼓
を
た
た
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
目
庇
低
賃

銀
制
」
の
果
す
客
観
的
復
割
、
そ
の
意
義
、
お
よ
び
と
れ
に
つ
い
て
の
大
方
の
謀
っ
た
議
論
な
い
し
は
悪
質
な
デ
マ
ゴ
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
拙

論
「
賃
銀
論
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
(
後
篇
〉
(
本
誌
第
十
五
巻
第
二
号
、
一
一
一
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

つ
ぎ
に
、
「
社
会
保
階
の
拡
充
」
。

「
社
会
保
障
の
拡
充
」
に
つ
い
て
も
、
当
面
、
さ
き
の
「
最
低
賃
銀
制
の
実
施
」
と
同
じ
こ
と
が
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぞ
れ

は
、
労
働
者
の
生
活
の
悪
化
含
防
ぐ
も
の
で
ゐ
り
、
う
た
が
い
も
な
く
経
済
的
地
位
の
「
改
良
L

の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
以

上
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
な
ど
と
称
す
る
の
は
ー
ま
っ
た
く
見
当
ち
が
い
の
タ
ワ
言
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

と
く
に

現
在
の
よ
う
な
謀
化
ず
る
全
般
的
危
機
の
も
と
に
あ
る
独
占
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
「
社
会
保
障
の
拡
充
」

は
、
労
働
者
階
級
の
意
識
と
組
織
の
昂
揚
・
整
備
、
そ
の
「
革
命
化
」
を
喰
い
と
め
、
資
本
主
義
の
内
部
的
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
、

必
要
不
可
欠
の
方
策
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
大
衆
課
税
の
軽
減
」

や

「
独
占
価
格
の
引
き
下
げ
」
に
つ
い
て

た
と
え
そ
れ
が
実
質
的
に

効
果
的
に
お
こ
な
わ
れ
え
た
と
し

て
も
、
こ
れ
ら
は
、

た
ん
に
勤
労
大
衆
が
「
独
占
」
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
て
い
る
も
の
が
若
干
滅
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
「
独
占
」
に

と
っ
て
「
必
要
か
つ
十
分
な
L

利
潤
の
確
保
が
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
減
殺
さ
れ
重
大
な
影
響
を
こ
う
む
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
え
な

い
わ
ん
や
、
「
松
占
の
搾
取
」
そ
の
も
の
が
「
制
限
」
を
、
つ
け
る
な
ど
と
い
う
と
と
は
、
空
っ
た
く
考
え
る
と
と
も
で
き
な
い
も
の

い
し
、



で
あ
る
。
「
搾
取
」
の
程
度
が
二
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
一
一
一
。
パ

l
セ
γ
ト
に
減
少
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
で
「
搾
取
」
そ
の
も

の
が
重
大
な
「
制
限
」
を
》
つ
け
た
な
ど
と
称
す
る
の
は
、

む
し
ろ
、
「
独
占
」
の
お
先
俸
を
か
つ
い
で
、
「
そ
れ
だ
か
ら
、
独
占
の
搾
取
は

」
れ
ま
で
と
ち
が
っ
て
重
大
な
制
曝
そ
〉
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た

独
占
社

わ
れ
わ
れ
勤
労
大
衆
の
た
め
に
大
巾
の
一
謀
歩
を
し
て
く
れ

た
。
独
占
の
搾
取
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
認
容
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
」
な
ど
と
説
き
ま
わ
る
、
太
鼓
持
ち
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、

と

い
う
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
最
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
完
全
一
雇
用
」
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
「
完
全
雇
用
」
は
、
「
独
占
の
搾

取
を
制
限
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
?

な
に
よ
り
も
ま
ず
問
題
な
の
は
、
「
完
全
一
雇
用
」
と
い
う
も
の
が
、

た
と
え
一
月
間
で
も
よ
い
、
資
本
主
義
の
も
と
で
実
現
で
き
る
か
ど

う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
賃
銀
労
働
者
が
ひ
と
り
の
こ
ら
ず
「
完
全
に
雇
用
」
さ
れ
、
失
業
者
、
半
失
業
者
が
一
人
も
い
な
く
な
る

と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
あ
り
が
た
い
資
本
主
義
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
地
球
上
に
在
h

り
う
る
で
あ
ろ
う
か
?

私
的
所
有
に
も
と
づ

き
資
本
制
的
私
的
所
有
の
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
社
会
的
生
産
手
段
を
独
占
的
に
私
有
し
て
い
る
資
本
家
は
、
そ
の
私
有
す
る
生
産

手
段
と
貨
幣
と
を
、
資
本
家
と
し
て
の
彼
個
人
の
ソ
ロ
パ
ン
に
も
と
づ
き
私
的
利
益
の
た
め
に
、
自
分
勝
手
に
充
用
し
、
人
間
労
働
力
す

な
わ
ち
賃
銀
労
働
者
の
「
購
入
」
を
お
こ
な
う
。
だ
が
、
資
本
家
階
級
は
、

け
っ
し
て
労
働
者
を
ひ
と
り
の
こ
ら
ず
雇
い
い
れ
る
義
務
を

負
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
誰
も
こ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
も
し
、
資
本
家
が
そ
の
所
有
す
る
貨
幣
そ
ば
、
損
す
る
と
と
は

わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、

み
す
み
す
捨
て
る
よ
う
な
思
い
で
、
生
産
手
段
と
人
間
労
働
力
の
購
入
応
支
出
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
、
私
的
所
有
に
た
い
す
る
重
大
な
侵
害
で
あ
り
、
資
本
主
義
国
家
の
と
う
て
い
認
容
で
き
る
と
と
ろ
で
は
な
い
。
私
的
所
有

を
前
提
し
資
本
制
的
私
的
所
有
の
支
配
、

資
本
制
的
生
産
の
必
然
的
発
展
を
前
提
す
る
か
ぎ
り

事
態
は

「
完
全
雇
用
」

ど
こ
ろ
で
は

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
L

の
理
論
的
一
性
格
(
二
〉

九
九



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
〔
二
)

一O
O

な
く
て
、
む
し
ろ
反
対
に
産
業
予
備
軍
の
累
進
的
増
大
の
方
向
に
む
か
つ
て
必
然
的
に
発
展
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
資
本
制
的
生
産

支
配
の
も
と
で
、
「
完
全
雇
用
」
が
実
現
で
き
る
な
ど
と
説
く
の
は
、
基
本
的
な
経
済
法
則
を
ご
ま
か
し
、

の
一
般
的
、
基
本
的
法
別
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
的
所
有
を
前
提
し
資
本
制
的
私
的
所
有
の
依
然
た
る

と
う
て
い
あ
り
え
な
い

「妄

想
」
を
ふ
り
ま
く
、

ま
こ
と
に
悪
質
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
論
理
的
に
み
る
な
ら
ば
、
「
完
全
雇
用
」
を
も
っ
て
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
と
称
す
る
乙
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
ベ
テ
ン
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
完
全
雇
用
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
「
独
占
」
の
資
本
制
的
私
的
所
有
そ
の
も
の
が
す
で
に
重
大
な

て
、
「
独
占
」
の
資
木
制
的
私
的
所
有
そ
の
も
の
、

「
制
限
」
を
受
け
る
こ
と
が
そ
の
必
要
不
可
欠
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
し

つ
ま
り
「
独
占
」
そ
の
も
の
の
重
大
な
制
限
が
、
先
き
に
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
「
独
占
」
の
資
本
制
的
私
的
所
有
そ
の
も
の
を
「
制
限
」
す
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
国
家
権
力
」
を
資
本
制
的
な
も
の
、

「
独
占
」
の
も
の
か
ら
奪
い
と
っ
て
、
「
労
働
者
階
級
の
指
導
す
る
反
独
占
統
一
戦
線
」
が
こ
れ
を
掌
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

こ
の
「
革
命
的
」
な
「
国
家
権
力
」
が
「
独
占
」
の
私
的
所
有
に
肩
す
る
社
会
的
な
生
産
手
段
を
「
国
家
」
の
手
中
に
「
収
奪
」
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

な
ん
と
あ
き
れ
た
こ
と
に
、
こ
の
不
可
欠
の
前
提
条
件
な

L
に
、
「
完
全
一
雇
用
」
が
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
こ

れ
ら
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
唱
え
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
「
さ
ら
に
す
す
ん
で
」
「
第
二
、
第
二
一
」
の
「
改
革
」
と
し
て
、
や
お
ら
は
じ

め
て
「
資
本
主
義
的
所
有
の
制
限
」
「
重
要
産
業
等
の
固
有
化
」
が
唱
え
ら
れ
て
く
る
と
い
う
始
末
で
あ
る
。

し
か
も

こ
の
よ
う
に
第

二
、
第
三
と
最
後
ま
で
す
す
ん
で
も
、
「
国
家
権
力
」
の
「
改
革
」
す
な
わ
ち
「
変
革
」
の
問
題
は
ど
こ
に
も
提
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
終

(ロ)

り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

ロ

)

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
が

こ
の
「
変
革
」
に
お
け
る
最
重
要
な
、

決
定
的
問
題
で
あ
る
「
国
家
権
力
の
変
革
」
に
つ
い
て
、
用
心
深



く

i
iあ
る
い
は
、
白
痴
的
無
邪
気
さ
を
も
っ
て
、
と
い
っ
た
方
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
、

l
i
一
言
も
ふ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
あ
れ
や
こ
れ

や
の
「
改
革
」

l
i
「
構
造
的
改
革
」
を
並
べ
た
て
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
決
定
的
な
「
前
提
条
件
」
を
見
失
っ
て
い
る
よ

う
な
理
論
超
越
的
見
地
に
と
っ
て
は
、
「
莫
要
産
業
の
国
有
化
」
の
方
が
「
完
全
雇
用
」
よ
り
も
ず
っ
と
の
ち
に
「
実
現
」
さ
れ
る
も
の
と
思
い
こ
む

の
は
、
け
だ
し
理
の
当
然
と
い
う
*
へ
き
で
あ
ろ
う
。

ご
ら
ん
の
よ
ろ
に
、
必
要
不
可
欠
の
「
前
提
条
件
」
を
い
っ
さ
い
見
落
し
て
、
資
本
制
的
私
的
所
有
の
支
配
の
も
と
で
一
完
全
雇
用
」

、

が
お
こ
な
わ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
「
完
全
雇
用
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
「
独
占
の
搾
取

の
制
限
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
重
大
な
「
改
革
」
で
あ
る
と
か
い
う
、

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
議
論
そ
の
も
の
が
、

7J' 

れ
ら
の
低
劣
な
理
論
的
水
準
と
実
践
的
活
動
に
た
い
す
る
不
遜
な
引
き
ま
わ
し
主
義
と
を
、
こ
の
う
え
も
な
く
き
わ
だ
っ
て
証
拠
だ
て
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
構
造
改
革
」
の
共
体
的
内
容
の
「
第
ご
の
最
後
に
か
が
げ
ら
れ
た
「
完
全
雇
用
L

に
つ
い
て
は
、
同
じ
著
書
の

第
三
節
「
臼
本
資
本
主
義
の
構
造
と
構
造
改
革
」
(
大
橋
周
治
氏
執
筆
)
の
中
で
も

「
日
本
の
構
造
改
革
。
フ
ラ
ン
」
の
「
第
一
の
桂
」
の

う
ち
の
重
要
な
一
項
目
と
し
て
一
示
さ
れ
て
い
る
の
で

こ
こ
で
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
と
と
に
し
よ
う
。

大
橋
氏
は
、

第
二
簡
の
「
六
」

の
「
日
本
の
構
造
改
革
.
フ
ラ
ン
と
闘
争
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
氏
が
一
九
六

O
年
に
か
か
げ
た
「
当
面
白
木
の
構
造
改
革
に
つ
い
て
の
私

案
」
な
る
も
の
に
ふ
れ
、
「
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
政
策
転
換
の
三
木
の
柱
か
ら
成
っ
て
い
た
」
(
前
出
、

一
六
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
、

「
第
一
の

柱
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
第
一
の
柱
貧
困
の
解
消
と
く
に
乙
一
重
構
造
d

の
底
辺
に
あ
る
貧
困
の
優
先
的
解
消
。

l
l最
低
賃
銀
八

0
0
0円
。
週
四

0
時

間
労
働
制
。
完
全
雇
用
の
促
進
(
と
く
に
農
村
潜
在
失
業
者
の
た
め
の
就
業
機
会
の
拡
大
〉
社
会
保
障
制
の
強
化
等
が
こ
こ
に
ふ
く
ま
れ

る
」
(
前
出
、
六
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
山
本
〉
。

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

。



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
ほ
、
佐
藤
氏
の
「
第
一
」
の
内
容
と
ほ
ぼ
大
差
な
い
が
、

し
か
し
、

両
者
の
主
張
を
並
べ
て
比
較
し
て
み

る
と
、

な
か
な
か
興
味
あ
る
問
題
が
ひ
と
り
で
に
う
か
ん
で
く
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
き
に
佐
藤
氏
は
、
「
第
ご
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
「
独
占
支
配
の
制
限
」
で
あ
り
「
改
章
」
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
大
橋
氏
は
、
そ
の
一
第
一
の
柱
」
を
同
じ
く
「
構
造
改
革
の
。
フ
ラ
ン
」
と
称
し
な
が
ら
、
は
っ
き
り
と
「
政

第
一
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、

策
転
換
」
と
名
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ろ
た
が
い
も
な
く
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
「
改
革
」
は

「
政
策
転
換
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

つ
ま
り
、
「
国
家
権
力
」
を
担
当
す
る
支
配
階
級

l
「
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
が
い
ぜ
ん
と
し
て

「
閏
家
権
刀
」
を
そ
の
子
中
に
掌
握
し
つ
づ
け
な
が
ら
た
だ
そ
の

「
政
策
」
を
「
転
換
」
す
る
こ
と
だ
け
が
問
題
で
あ
り
、
「
政
策
」

を

「
転
換
」
す
れ
ば
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
構
造
改
革
」
な
の
だ
?
と
か
れ
ら
が
考
え
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
「
画
家
権
力
」
を
構
っ
た
支

配
者
H
H

「
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
の
、
な
ん
と
あ
り
が
た
く
も
か
た
じ
け
な
い
櫛
「
政
策
」
の
御
「
転
換
」
で
あ
る
こ
と
よ
!

つ
ぎ
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
佐
藤
氏
の
「
完
全
雇
用
」
の
実
現
に
た
い
し
て
、
大
橋
氏
の
は
「
完
全
雇
用
の
促
進
」
と
な
っ
て
い
る
点

で
あ
る
斗
完
全
雇
用
の
実
現
」
は
不
可
能
と
い
う
ほ
ど
む
つ
か
し
く
、

い
っ
さ
い
の
理
論
お
よ
び
実
践
を
完
全
に
超
越

L
な
け
れ
ば
と
う

て
い
実
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
「
完
全
雇
用
の
促
進
」
な
ら
ば
、

国
の
自
由
民
主
党
あ
た
り
で
も
、
り
っ
ぱ
に
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

，
 

「
裏
付
潜
在
失
業
者
の
た
め
の
就
業
機
会
の
拡
大
」
が
若
干
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
「
改
輩
」
な
ど
と
は
、
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も

い
っ
さ
い
の
理
論
お
よ
び
実
践
な
ど
関
係
な
し
に

つ
空
り
わ
が

r
-ゃ、

A

、

宇
れ

4
N

「
促
進
」
は
あ
く
ま
で
「
促
進
」
で
あ
っ
て
、

た
ん
に

の
で
あ
る
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
促
進
」
を
も
っ
て
「
日
本
の
構
造
改
革
」
の
「
.
フ
ラ
ン
」
と
称
し
う
る
た
め
に
は
、

ひ
と
は
自
民
党
な
み
の
「
厚
顔
無
恥
」
を
持
ち
合
さ
ね
ば
な
ら
な
い
@

と
こ
ろ
で
、
佐
藤
氏
の
「
第
ご
と
犬
橋
氏
の
「
第
一
の
柱
」
と
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
も
っ
と
も
大
き
な
根
本
的
相
違
は
、
後
者
が



そ
の
冒
頭
に
1
1
1
前
者
に
全
く
見
ら
れ
な
い
1

i

「
貧
困
の
解
消
」
と
い
う
項
目
を
か
か
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
「
貧
困
の
解

消
」
と
い
う
の
は
、
「
日
本
の
構
造
改
革
プ
ラ
ン
」
の
う
ち
で
、
な
に
よ
り
も
さ
き
が
け
て

「
第
一
」

の
冒
頭
に
か
か
げ
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
か
?

い
っ
た
い
、
「
貧
困
の
解
消
」
は
資
本
主
義
の

「
構
造
改
革
」

の
第
一
の
も
の
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
?

そ
も
そ

も
、
「
貧
困
の
解
消
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
な
に
に
も
さ
き
が
け
て
1

i
つ
ま
り
、
「
独
占
の
国
民
経
済
に
た
い
す
る
支
配
、
管
理
の

権
限
が
制
限
さ
れ
る
」
(
前
出
、

一
六
ペ
ー
ジ
)
以
斗
別
に

い
わ
ん
や
「
重
要
産
業
、

重
要
金
融
機
関
、

貿
易
な
ど
の
固
有
化
」
が
お
こ
な

わ
れ
る
ず
っ
と
以
前
に
1

1
、
資
本
主
義
的
私
的
所
有
が
支
配
的
に
お
こ
な
わ
れ
国
家
権
力
を
掌
握
し
た
「
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支

配
す
る
独
占
資
本
主
義
」
に
お
い
て
、

い
っ
た
い
、
実
現
さ
れ
る
も
の
だ
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
?

「
貧
困
」
は
、
資
本
主
義
に
と
っ
て
一
箇
の
法
則
で
あ
り
、
「
貧
困
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
資
本
主
義
は
存
し
え
な
い
。
資
本
主
義
は
「
貧

困
」
を
た
え
ず
拡
大
再
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
を
維
持
H
H
発
展
さ
せ
る
と
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
「
国
家
権
力
」
が
独
占

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
に
あ
り
、
資
本
主
義
的
私
的
所
有
が
廃
絶
さ
れ
る
こ
と
な
く
り
っ
ぱ
に
存
在
し
支
配
し
て
い
る
独
占
資
本
主
義
の

も
と
で
、
「
貧
困
」
が
「
解
消
」
す
る
と
か
、
「
貧
困
」
を
「
解
消
」
し
よ
う
な
ど
と
唱
え
る
の
は
、
資
本
主
義
の
発
展
法
則
を
歪
曲
し
、

資
本
主
義
の
調
和
的
発
展
、
社
会
主
義
へ
の
「
自
然
的
成
長
」
を
ふ
り
ま
く
弁
護
論
的
タ
ワ
言
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
い
や
、
そ
れ
ば

こ
の
「
貧
困
の
解
消
」
と
い
う
、
空
宣
伝
は
、
社
会
主
義
的
変
革
の
た
め
の
意
識
的
闘
争
を
骨
抜
き
に
す
る
典
型
的
な

か
り
で
は
な
い
、

社
会
民
主
主
義
的
う
た
い
文
句
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
空
文
句
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
主
義
を
め
ざ

し
て
闘
争
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
貧
閤
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
「
貧
困
」
か
ら
の
解
放
こ
そ
唯
一
最
上
の
目
標
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
考
え
方
が
ふ
り
ま
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
資
本
主
義
を
打
倒
し
て
社
会
主
義
を
建
設
す
る
の
は
、
社
会
の
発
展
法
則

を
意
識
的
に
と
ら
え
、
主
体
的
に
実
践
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
暮
し
を
良
く
す
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
「
暮

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
懲
論
的
性
絡
会
乙

。



い
わ
ゆ
る
寸
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
ハ
二
〉

一O
四

し
が
良
く
な
る
」

1

l

「
貧
困
か
ら
の
解
放
」

i
l
!
の
で
あ
れ
ば
、
資
本
主
義
を
革
命
的
に
変
革
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と

い
む
つ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
す
す
ん
で
は
、
骨
身
を
け
ず
る
革
命
的
闘
争
を
お
こ
な
っ
て
首
尾
よ
く
「
国
家
権
力
」
を
掌
握
し
資
本
主
義

的
私
的
所
有
を
廃
絶
し
て
も
、
国
民
経
済
が
混
乱
・
疲
弊
じ
、
勤
労
大
衆
が
す
べ
て
飢
餓
に
瀕
し
「
貧
困
」
状
態
に
お
か
れ
る
な
ら
ば
、

お
よ
そ
「
国
家
権
力
の
掌
握
」
「
資
本
制
的
私
的
所
有
の
廃
絶
」
は
無
意
味
で
は
な
い
か
、

L
う
る
の
で
あ
る
。
な
ん
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
、

革
命
的
意
識
の
問
題
は
、
か
く
し
て
は
る
か
後
景
に
お
し
ゃ
ら
れ
、
多
く
の
ば
あ
い
斗
社
会
主
義
伐
の
平
和
的
成
長
」
と
い
う
骨
抜
き
思

(
お
)

想
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ゐ
の
で
あ
る
。

革
命
的
闘
争
を
お
こ
な
う
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の

と
い
う
よ
う
な
議
論
に
ま
で
ひ
と
り
で
に
発
展

も
っ
と
も
肝
要
な
、

(
ロ
)
「
貧
困
」
か
ら
の
終
局
的
な
解
放
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
国
家
権
力
し
を
掌
握
し
た
「
労
働
者
階
級
の
指
導
す
あ
反
独
占
統
一
戦
線
」
が
資

本
制
的
私
的
所
有
を
↓
掃
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
苦
難
に
み
ち
た
、
血
み
ど
ろ
の
、
非
平
和
的
な
闘
争
の
期
間
}
|
過
渡
期
ー
ー
を
効
果
的
に
た
た
か

い
ぬ
い
て
社
会
主
義
へ
の
移
行
、
社
会
主
義
の
建
設
が
開
始
さ
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
被
搾
取
階
級
は
、
自
分
を
し
ば
り
つ

け
て
い
る
「
貧
凶
L

「
汚
辱
」
か
ら
最
後
的
に
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
「
困
苦
欠
乏
」
「
飢
餓
」
「
苦
痛
」
「
汚
辱
L

「責

吉
を
必
然
的
に
と
も
な
う
苛
借
の
な
い
「
闘
か
と
の
煉
獄
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奴
隷
が
そ
の
「
飢
餓
装
想
」
|
ー
と
れ
は
言
語
に
絶
す

る
「
貧
困
し
で
あ
る
!
ー
ー
か
ら
解
放
さ
れ
る
乙
と
を
真
剣
に
の
ぞ
む
と
き
、
奴
隷
支
配
者
に
た
い
し
て
「
飢
餓
状
態
」
を
「
解
消
」
す
る
よ
う
、
す

こ
し
ず
つ
「
斜
の
割
増
」
を
お
こ
な
う
よ
う
、
そ
の
「
政
策
」
を
「
転
換
」
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
な
者
が
、
ど
こ
に
い
る
だ
ろ
ろ
か
?
奴
隷

に
与
え
ら
れ
る
「
餌
」
が
た
と
え
二
倍
に
な
ろ
-7
と
、
一
二
倍
に
な
ろ
う
と
、
「
奴
隷
的
地
位
」
は
い
ぜ
ん
と
し
て
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

「
政
策
転
換
」
に
よ
っ
て
の
「
貧
困
の
解
消
」
を
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
ほ
ど
、
救
い
が
た
い
奴
隷
根
性
の
と
り
こ
は
ま
た
と
な
い
。
奴
隷
の
解
放
は
、
み
ず

か
ら
の
手
で
、
自
身
の
確
聞
た
る
革
命
的
「
意
識
」
と
「
組
織
」
と
を
も
っ
て
、
最
後
ま
で
苛
借
な
い
闘
争
、
ま
さ
に
「
餌
」
か
ら
の
突
き
放
し

(
H

「
餓
死
」
〉
を
も
必
然
的
に
と
も
な
う
血
み
ど
ろ
な
闘
争
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
な
し
と
げ
ら
れ
る
c

す
こ
し
で
も
衣
食
住
が
よ
く
な
る
た
め
に
、

そ
れ
ら
を
よ
く
し
て
「
貧
困
」
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
そ
主
目
標
と
し
て
た
た
か
う
な
ら
ば
、
そ
の
た
た
か
い
は
、
は
じ
め
か
ら
「
奴
隷
の
餌
の
割

増
」
で
お
わ
る
こ
と
必
定
で
あ
る
。
「
奴
隷
的
地
位
」
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
「
餌
」
だ
け
良
く
し
よ
う
、
良
く
な
る
は
ず
だ
と
い
う
、
「
奴
隷



根
性
」
が
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
「
闘
争
」
を
「
物
乞
い
」
に
変
え
て
い
る
の
だ
。
「
貧
困
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
「
奴
隷
的
地
位
」
か
ら

終
局
的
に
解
放
さ
れ
ね
ば
だ
め
で
あ
る
。
奴
隷
支
配
者
の
権
力
を
打
ち
倒
し
、
か
れ
ら
の
独
占
す
る
い
っ
さ
い
の
社
会
的
富
を
そ
の
手
か
ら
「
働
く
者
」

の
手
に
奪
取
し
て
真
に
人
間
H
労
働
力
の
担
い
手
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
条
件
を
う
ち
た
て
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
り
、
も
っ
と
も
肝
腎
な
こ
と

で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
死
を
も
辞
さ
な
い
で
闘
う
の
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
ん
が
た
め
で
あ
る
o

ペ
コ
ペ
コ
し
て
す
こ
し
、
ば
か
り
の
「
餌
の
割
増
」
で

一
時
的
に
一
部
分
の
奴
隷
が
「
貧
国
」
を
軽
減
さ
れ
た
と
て
、
そ
れ
が
何
に
な
ろ
う
か
?
わ
れ
わ
れ
は
、
「
餌
の
割
増
」
も
、
も
ち
ろ
ん
、
要
求
す
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
、
「
割
増
」
を
積
み
上
げ
て
行
っ
て
「
奴
隷
的
地
位
」
か
ら
の
終
局
的
解
放
を
|
|
a
つ
ま
り
「
構
造
改
革
」
を
せ
し
め
よ
う
な
ど
と
い
う
、

妄
想
に
と
ら
わ
れ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
餌
の
割
増
」
を
獲
得
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
奴
隷
全
体
の
意
識
が
、
カ
が
、
高
ま
り
、
し
か
も
「
団
結
し
て
た

た
か
え
ば
、
自
分
た
ち
に
は
正
し
い
要
求
を
最
後
ま
で
お
し
と
お
せ
る
力
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
、
「
革
命
的
」
な
「
意
識
」
と
「
組
織
」
を
ば
1
l
l
奴

隷
支
配
者
の
強
力
的
収
奪
を
達
成
し
う
る
ま
で
に
|
|
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
!
ー
と
れ
が
真
に
自
分
を
自
分
の
手
で
解
放
す
る
カ
と

意
識
と
を
そ
な
え
た
奴
隷
の
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
o

こ
の
「
革
命
的
」
な
奴
隷
に
く
ら
べ
て
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
の
、
な
ん
と
理
論
的
に

錯
乱
と
ベ
テ
ン
の
み
に
終
始
し
、
ま
た
実
践
的
に
な
ん
と
下
卑
た
奴
隷
根
性
の
持
主
で
あ
る
こ
と
か
!
こ
れ
ら
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
は
、
賃
銀
奴

隷
支
配
者
が
い
っ
さ
い
の
社
会
的
富
を
独
占
し
必
要
な
鞭
|
|
「
国
家
権
力
」
ー
ー
を
握
っ
て
賃
銀
奴
隷
を
搾
取
し
つ
つ
あ
る
そ
の
時
期
に
、
賃
銀
奴

隷
支
配
者
が
賃
銀
奴
隷
を
「
貧
困
」
か
ら
「
解
放
」
す
る
よ
う
に
そ
の
「
政
策
転
換
」
を
ば
、
賃
銀
奴
隷
が
要
求
す
べ
き
だ
し
、
ま
た
要
求
す
れ
ば
そ

の
よ
う
に
「
政
策
転
換
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
し
、
賃
銀
奴
隷
は
め
で
た
く
「
貧
困
の
解
消
」
に
あ
ず
か
れ
る
の
だ
、
と
、
吹
聴
し
て
ま
わ
る
の
で
あ

る
o

な
ん
と
全
般
的
危
機
に
あ
る
賃
銀
奴
隷
支
配
者
ど
も
に
と
っ
て
、
お
挑
え
む
き
の
「
理
論
的
」
手
先
き
ど
も
で
は
あ
る
ま
い
か
け

要
す
る
に
、
佐
藤
氏
が
「
独
占
支
配
の
制
限
」

1
「
構
造
改
革
」
の
「
具
体
的
な
内
容
」
の
「
第
一
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
独
占
の

搾
取
の
制
限
」
と
い
う
も
の
は
、
い
や
つ
れ
も
「
独
占
の
搾
取
の
制
限
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
た
だ
労
働
者
階
級
の
経
済
的
地
位
の
「
よ
り

以
上
の
悪
化
」
を
ほ
ん
の
す
こ
し
「
阻
止
」
(
H
H

「
制
限
」
!
)
す
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
「
独
占
支
配
の
制
限
」

な
ど
に
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

い
わ
ん
や
、
「
構
造
改
革
」
な
ど
と
い
う
も
の
と
は
、

ま
っ
た
く
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
た
だ
「
よ
り
以
上
の
悪
化
を
あ
る
程
度
緩
和
す
る
」
だ
け
の
も
の
と
い
っ
し

ょ
に
、
こ
こ
に
は
、
「
完
全
一
雇
用
」
(
佐
藤
氏
)
と
か
「
貧
困
の
解
消
」
(
大
橋
氏
)
と
か
い
う
よ
う
な
、
独
占
資
本
主
義
の
徹
底
的
変
革
す
な

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

一O
五



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
〉

。

わ
ち
そ
の
「
根
本
的
構
造
改
革
」
が
達
成
さ
れ
て
独
占
資
本
主
義
の
「
構
造
」
の
ひ
と
か
け
ら
も
残
ら
な
く
な
っ
た
の
ち
に
、

い
い
か
え

れ
ば
「
独
占
支
配
の
打
倒
」
が
完
遂
さ
れ
て
い
っ
さ
い
の
「
独
占
支
配
の
制
限
L

な
ど
「
完
全
か
?
水
久
に
解
消
」
し
た
の
ち
に
は
じ
め

て
実
現
可
能
と
な
る
よ
う
な

い
わ
ば
「
終
局
的
目
標
」
さ
え
も

か
か
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
構
造
改
革
」
の
「
具
体

的
な
内
容
」
の
「
第
一
」
と
い
う
も
の
は
、
な
ん
ら
「
内
容
」
の
な
い
、

ま
っ
た
く
混
乱
し
、
矛
盾
し
た
言
葉
の
羅
列
マ
あ
っ
て
、

し
力、

も
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
「
構
造
改
革
」
を
「
制
限
」
す
る
て
い
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
第
一
」
に
つ
い
て
の
あ
ら
ま

し
の
検
討
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
性
格
の
ほ
ど
は
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
念
の
た
め
、
そ
の
「
第

二
」
「
第
一
三
を
つ
ぎ
に
あ
ら
た
め
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

胸)

「い
第わ
二ゅ
はる
さ、「
ら、構
に、造
進、改
ん、革
で、」

の
ー寸

具
体
的
な
内
穴ι" 
L 

の
「
第
二
」
に
つ
い
て
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

か
れ
ら
の
専
断
を
お
さ
え
て
ゆ
く
こ
と
で

あ
る
。
独
占
の
活
動
、
管
理
、
支
配
の
制
限
は
、
第
一
の
搾
取
制
限
と
だ
ぶ
る
菌
も
あ
る
が
、
価
格
や
投
資
の
決
定
に
労
働
者
階
級
、
勤

労
者
大
衆
が
積
極
的
に
介
入
し
て
ゆ
く
こ
と
、
貿
易
、
為
替
政
策
、
予
算
、
金
融
、
商
業
政
策
、
合
理
化
計
画
な
ど
の
決
定
を
独
占
の
恋

意
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
は
な
く
、
力
に
応
じ
て
勤
労
者
の
意
志
や
要
求
を
そ
こ
に
反
映
さ
せ
、
政
策
の
な
か
に
と
り
入
れ
さ
せ
る
よ
う
に
強

独
占
の
国
民
経
済
に
対
す
る
支
配
、

管
理
の
権
眼
を
制
限
し

制
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
」
(
前
出
、

一
六
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
l
山
本
)
。

こ
こ
に
も
、

な
か
な
か
「
強
圧
的
」
な
言
葉
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し

す
で
に
そ
の
「
第
一
」
の
も
の
に
つ
い
て

そ
の

「
具
体
的
な
内
容
」
を
と
く
と
吟
味
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

そ
の
真
の
「
内
容
」
、
つ
ま
り
「
無
内
容
」
と
「
錯
乱
」
と
を
見
い



だ
す
こ
と
は
、
さ
し
て
む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

ま
ず
、
最
後
の
「
政
策
の
な
か
に
と
り
入
れ
さ
せ
る
」
と
い
う
文
句
か
ら
正
し
く
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
構
造
改
革
」
は
、
あ
く
ま
で

独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
い
ぜ
ん
と
し
て

実
行
し
う
る
地
位
を
確
保
し
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、

「
国
家
権
力
」

を
掌
握
し
て
お
り
、
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
自
身
の

「
政
策
」
を
た
て
て

し
か
も
こ
の
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
l
の
「
政
策
転
換
」
そ
通
じ
て
の
み
、

お
こ
な
わ

れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

お
ま
け
に
、
こ
こ
で
は
、
私
的
所
有
は
法
律
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
ま
た
資
本
制
肘
私
的
所
有

も
同
じ
く
り
っ
ぱ
に
保
証
さ
れ
て
お
り
、

な
ん
ら
の
制
限
も
こ
う
む
ら
な
い
。
十
億
円
の
貨
幣
を
私
有
す
る
資
本
家
は
、
そ
の
貨
幣
を
投

じ
で
そ
れ
だ
け
の
社
会
的
生
産
手
段
で
も
生
活
手
段
で
も
購
入
し
て
意
の
ま
ま
に
処
分
し
「
支
配
、
管
理
」
す
る
権
利
を
、

法
律
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
十
億
円
の
貨
幣
が
百
万
円
の
貨
幣
の
一

0
0
0倍
だ
け
の
社
会
的
富
を
ー
ー
ー
し
た
が
っ
て
「
国
民
経

済
」
の
そ
れ
だ
け
の
可
除
部
分
を

1

1

「
支
配
」
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
な
に
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
匂
え
な
い
。
「
国
家
権
力
」

い
っ
さ
い
の

と
「
法
律
」
が
私
的
所
有
と
貨
幣
の
支
配
力
を
保
証
し
守
護
し
て
お
り
、

し
か
も
こ
の
「
国
家
権
力
」
を
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
握
っ

て
い
る
と
き

、「
/

n

-

、、

TUV
ザ

φ
卜

L
V

だ
れ
が
、

ど
う
し
て
、
「
独
占
の
活
動
、
管
理
、
支
配
」
を
「
制
限
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
?

わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
が
、
も
し
、
「
独
占
の
所
有
」
は
「
制
限
」
で
き
な
い
が
、
「
独
占
の
支
配
、
管
理
」
な
ら
ば
「
制
限
」
で

占
d
ヲ
Q
Iし、

ま
た
「
制
限
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

な
ど
と
説
い
て
右
の
非
難
を
は
ぐ
ら
か
そ
う
と
す
れ
ば
、
ぞ
れ
こ
そ
、

ま
さ
に
「
語

る
に
落
つ
る
し
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
「
独
占
」
が
社
会
的
な
生
産
手
段
と
大
量
の
貨
幣
を
所
有
し
て
い
る
と
と
自
体
、
「
国

民
経
済
に
た
い
す
る
支
配
、
管
理
」
を
握
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
、

か
れ
ら
に
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
?

こ
の
ば
あ
い
、

「
所
有
」
と
「
支
配
、
管
理
」
と
の
あ
い
だ
で

い
っ
た
い

ど
と
に
本
質
的
な
ち
が
い
が
あ
る
と
い
う
の
か
?

私
的
所
有
(
し
た
が
っ
て
資
本
制
的
私
的
所
有
)
と

「
独
占
に
よ
る
国
家
権
力
の
掌
握
」

と
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
「
独
占
の

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

一O
七



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

。
入

活
動
、
管
理
、
支
配
」
だ
け
の
「
制
限
」
を
お
こ
な
う
と
云
う
こ
と
は
、
肝
腎
の
「
所
有
」
の
問
題
か
ら
大
衆
の
眼
を
そ
ら
し
、
「
管
理
、

支
配
の
制
限
」
な
ど
と
い
う
、

と
う
て
い
実
現
で
き
な
い
空
文
句
を
も
っ
て
真
阿
目
な
大
衆
を
釣
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

こ
の

と
と
は
、
「
独
占
の
活
動
、
管
理
、
支
配
の
制
限
」
の
「
具
体
的
内
容
」

主
し
て
佐
藤
氏
自
身
か
か
げ
て
い
る
も
の
を
み
れ
ば

さ
ら
に

よ
く
わ
か
る
。
そ
の
「
具
体
的
内
容
」
は
、

つ
ぎ
の
こ
つ
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
価
格
や
投
資
の
決
定
に
労
働
者
階
級
、
勤
労
者
大
衆
が
積
極
的
に
介
入
し
て
ゆ
く
と
と
」

で
あ
る
。
「
労
働
者
階
級
、
勤
労
者
大
衆
」
が
「
介
入
」
す
る
の
は
「
積
極
的
に
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
こ
の
「
積
極
的
に
」
と

い
う
「
誕
い
文
句
」
を
と
り
は
ら
え
ば
、
要
す
る
巳
か
れ
ら
が
「
価
格
や
投
資
の
決
定
に
介
入
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
介
入
一
と
い
う
一
一
言
葉
は
、
す
で
に
「
価
格
や
投
資
の
決
定
な
お
こ
な
う
し
者
が
一
人
以
上
居
る
と
こ
ろ
に
、
あ
と
か
ら
そ
れ
ら
の
人
々

の
聞
に
割
り
こ
ん
で
ゆ
き
、
そ
れ
ら
の
決
定
に
さ
い
し
て
発
言
す
る
権
利
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
。
す
で
に
「
価
格
や
投
資
の
決
定
」
に
は
、
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
「
国
家
権
力
」
が
当
っ
て
お
り
、
な
お
場
合
に
よ
っ
て

は
、
中
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
も
富
農
も
参
加
し
て
い
る
。
そ
こ
に
「
、
労
働
者
階
級
、
勤
労
者
大
衆
」
の
代
表
者
が
「
割
り
込
ん
で
」
い
っ

て
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
ろ
に
「
決
定
」
を
変
え
る
と
い
う
の
か
?

「
価
格
」
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の
「
決
定
」
は

た
ん

に
「
独
占
」
の
「
専
断
」
と
か
「
恋
意
」
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
、
私
的
所
有
、
資
本
制
的
私
的
所
有
に
も
と
づ
く

資
本
制
的
生
産
機
構
全
体
が
こ
れ
を
「
決
定
」
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

し
か
も
こ
の
「
決
定
」
は
「
市
場
」
を
通
じ
て
「
法
則
的
」

に
お
こ
な
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
主
要
食
糧
た
る
「
米
」
の
「
価
格
」
を
と
っ
て
み
よ
う
。

い
っ
た
い
、
「
米
」
の
「
価
格
」
を
キ
ロ
何
円

と
き
め
る
た
め
に
「
労
働
者
階
級
、
勤
労
者
大
衆
が
積
極
的
に
介
入
し
て
ゆ
こ
う
」
と
い
う
の
か
?

キ
ロ
五
十
円
と
す
れ
ば
よ
い
の
か

四
十
五
円
と
す
れ
ば
よ
い
の
か
?

も
し

で
き
る
だ
け
安
く
し
た
方
が
労
働
者
附
級
に
と
っ
て
好
都
合
だ
と
い
う
こ
と
で
そ
の

ー寸

価



格
」
を
比
較
的
低
く
決
定
す
る
と
す
れ
ば
、
労
働
者
階
級
の
ζ

の
決
定
は
、

た
ち
ま
ち
、
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
中
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
側
か
ら
の
熱
烈
な
支
持
と
、
同
じ
く
勤
労
者
H
農
民
の
側
か
ら
の
強
便
な
反
対
と
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

よ
り
低
く
決
定
し
よ
う
と

よ
り
高
く
決
定
し
よ
う
と
、

こ
こ
に
は
ど
こ
を
探
し
て
も
「
独
占
の
国
民
経
済
に
対
す
る
支
配
、
管
理
の
制
限
」
な
ど
、
薬
に
し
た
く
と

も
、
す
こ
し
も
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る

と
こ
ろ
で
、
「
価
格
」
と
並
べ
て
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
「
投
資
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
あ
る
特
定
の
産
業
部
円
で
あ
る

一
定
額
の
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
を
「
決
定
」
す
る
の
は
、
直
接
そ
の
投
資
を
お
こ
な
う
者
で
あ
り
、

そ
の
投
資
の
結
果
を
1

1

良
か

れ
悪
し
か
れ
1

i
全
部
背
負
う
の
は
、

か
れ
投
資
家
た
る
資
本
家
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
資
本
家
の
投
資
の
決
定
に
た
い
し
て
「
労
働
者

階
級
、
勤
労
者
大
衆
が
積
極
的
に
介
入
し
て
ゆ
く
こ
と
」
は
、
当
然
に
そ
の
投
資
の
結
果
に
た
い
し
て
「
共
同
責
任
」
を
負
わ
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
を
意
味
す
る

つ
ま
り
、
「
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
」
は
、
そ
の
投
資
に
た
い
し
て
「
妥
当
な

l
l
つ
ま
り
資
本
家
が
投
資
を

継
続
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
程
度
の

l
l
i利
潤
」
を
「
積
極
的
に
保
証
し
て
や
る
こ
と
」
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
投
資
が
「
国
民

経
済
」
か
ら
見
て
必
要
緊
切
な
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
、
投
資
家
、
資
本
家
に
か
わ
っ
て
「
国
民
経
済
」
全
体
の
綿
密
周
到
な
「
把

握
」
の
上
に
立
っ
て
「
積
極
的
に
判
定
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
れ
ら
二
つ
の
こ
と
は
、
投
資
家
、
な
か
ん
ず
く
独
占
の
果
そ
う
と

し
て
果
せ
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、

ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
き
わ
み
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
独
占
は
、
「
国
家
権
力
」

と
「
独
占
的
所
有
」
の
上
に
加
え
て
、
「
労
働
者
階
級
、
勤
労
者
大
衆
の
積
極
的
介
入
」
の
お
か
げ
で
、
「
利
潤
の
保
証
」
と
「
正
確
な
国
民

経
済
的
計
画
投
資
の
確
保
」
と
い
う
、
贈
物
を
頂
戴
し
、

ま
す
ま
す
そ
の
「
活
動
、
管
理
、
支
配
」
を
「
保
証
」
さ
れ
る
と
と
と
相
成
る

の
で
あ
る
。

第
二
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
貿
易
、
為
替
政
策
、
予
算
、
金
融
、
商
業
政
策
、
合
理
化
計
画
な
ど
の
決
定
」
へ
の
「
介
入
」
で

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

一O
九



い
b
ゆ
る
寸
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
ハ
ニ
V

。

あ
る
。
こ
れ
ら
「
な
ど
」
の
並
べ
方
が
こ
れ
ら
イ
ン
ス
タ
ン
ト
論
者
特
有
の
意
志
性
を
示
し
て
い
る
点
を
お
い
て
問
わ
な
い
と
す
れ
ば
、

ま
ず
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
「
決
定
」
が
「
掠
占
の
恋
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
、

か
れ
ら
の
恋
意
的
判
断

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、

い
っ
た
い
、
「
独
占
の
恋
意
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

い
っ
た
い
、
「
独
占
」
は
こ

れ
を
「
組
占
の
勝
手
気
ま
ま
に
」
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
?

「
独
占
」
ば
、
国
民
経
済
お
よ
び
世
界
経
済
の
中
で
自
己

の
置
か
れ
た
地
位
と
力
を
か
れ
ら
な
り
に
判
断
し
、

そ
れ
ら
経
済
の
勤
き
を
と
ら
え
て
、
そ
の
中
で
ー
い
か
に
し
て
最
大
限
の
利
潤
を
確
保

で
き
る
か
を
勘
案
し
、

で
き
る
か
ぎ
り
の
事
実
把
握
の
上
に
立
っ
て
、
独
自
の
判
断
と
決
定
を
下
す
。
だ
が
、
そ
の
判
断
と
決
定
と
が
独

自
に
l
i
l他
の
勢
力
の
「
介
入
」
な
し
に

l
i
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
、

「
務
意
的
」

だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
国
内
お
よ
び
国
外
の
政
治
経
済
情
勢
の
実
情
お
よ
び
推
移
に
よ
っ
て
規
定
ぎ
れ
た
決
定
し
か
下

L
え
な
い
、

と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

も
し

こ
の
客
観
的
情
勢
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

「
独
占
」
独
自
の
採
る
べ
き
判
断
お
よ
び
決
定
か
ら
逸
脱
し
た
ば
あ
い
に

は
、
か
れ
ら
は
、

た
だ
ち
に
事
実
の
圧
力
に
よ
っ
て
そ
の
「
誤
り
」
を
匡
正
せ
ざ
る
を
え
な
い
破
自
に
お
ち
い
る
。

こ
と
に
滑
稽
な
の
は
、
「
力
に
応
じ
て
勤
労
者
の
意
志
や
要
求
を
そ
こ
に
反
映
さ
せ
る
し
と
い
う
文
句
で
あ
る
。
「
力
に
応
じ
て
」
と
い

う
と
と
は
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
か
?

そ
も
そ
も
、
「
勤
労
者
」
は
、

こ
れ
ら
の
「
決
定
」
に
さ
い
し
て

ど
う
い
う
「
力
」

を
、
ど
の
よ
っ
に
し
て
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
か
?

資
本
制
的
私
的
所
有
が
法
律
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
お
り
、
「
国
家
権
力
」

を
掌
握
し
て
い
る
「
独
占
」
が
そ
の
い
っ
さ
い
の
「
力
」
を
動
員
し
て
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
独
自
的
「
決
定
」
に
必
要
な
「
人
間
」
と

「
物
」
と
を
確
保
し
て
い
る
と
き
に

い
っ
た
い
、
「
勤
労
者
L

は、

ど
こ
に
、
ど
う
し
て
「
介
入
」
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
か
?

「
力
に

応
じ
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
力
」
が
五

C
パ
ー
セ
ン
ト
な
ら
ば
、

五
O
。
パ
ー
セ
ン
ト
分
だ
け
「
そ
こ
に
反
映
さ
せ
」
、
「
力
」
が
一

O
パ

l

セ
ソ
ト
な
ら
ば
、

一
O
パ
ー
セ
ン
ト
分
だ
け
「
そ
こ
に
反
映
さ
せ
」
上
う
と
い
う
の
か
?

」
の
、
は
あ
い

五
O
パ
ー
セ
ン
ト
と
か



O
パ
ー
セ
ン
ト
と
か
い
う
よ
う
に
、

一
部
分
の
「
反
映
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、

お
よ
そ
問
題
と
な
り
ヲ
る
で
あ
ろ
う
か
?

「
強
制
し

て
ゆ
く
」
な
ど
と
景
気
の
よ
い
文
句
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

、つ
F

-

、、

、h
v

O

J

、ν

一
O
パ
ー
セ
ン
ト
の
「
強
制
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
「
政
策

の
決
定
」
に
あ
た
っ
て
、
云
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
?

「
貿
易
、
為
替
政
策
、
予
算
、
金
融
、
商
業
政
策
、
合
理
化
計
画
な
ど
」
、
そ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
す
べ
て
国
民
経
済
全
体
と
密
接
に

関
連
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
決
定
」
は
、
国
民
経
済
全
体
の
綿
密
周
到
な
「
把
握
」

1
支
配
の
上
に
の
み
、

は
じ
め
て
可
能
と

な
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
全
体
に
わ
た
っ
て
「
把
握
」

l
支
配
を
う
ち
た
て
て
い
な
い
者
が
、
「
決
定
」
し
た
り
、
「
決
定
に
介
入
し

た
り
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は

お
よ
そ
問
題
に
な
り
え
な
い
絵
空
ご
と
で
あ
る
。

資
本
制
的
私
的
所
有
が
法
律
で
保
証
さ
れ
、
「
国
家
権

力
」
を
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
掌
握
し
て
い
る
独
占
資
本
主
義
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
「
決
定
」
す
る
者
は
、
「
国
民
経
済
に
対
す
る
支

配
、
管
理
」
を
そ
の
手
中
に
収
め
て
い
る
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
反
対
に
、
「
労
働
者
階
級
、

勤
労
者
大

衆
」
が
こ
れ
ら
を
「
決
定
」
す
る
者
と
な
る
た
め
に
は
、
「
国
民
経
済
に
対
す
る
支
配
、
管
理
」
を
そ
の
手
中
に
握
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
資
本
制
的
私
的
所
有
の
廃
絶
と
「
国
家
権
力
の
掌
握
」
が
、
第
一
の
先
決
条
件
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
「
国
民
経
済
に
対
す
る
支
配
、
管
理
」
と
、
「
価
格
や
投
資
の
決
定
」
お
よ
び
「
貿
易
、
為
替
政
策
、
予
算
、
金
融
、
商
業

政

策

、

合

理

化

計

画

な

ど

の

決

定

」

と

は

、

両

者

と

も

に

、

「

所

有

関

係

」

と

い

ハH
品
〉

う
「
経
済
的
土
台
」
と
こ
れ
に
結
び
つ
い
た
「
国
家
権
力
」
と
の
性
格
に
よ
っ
て
か
た
く
制
約
さ
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
事
柄
の
別
様
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て

(
日
比
)
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
は
、
口
を
開
け
ば
、
す
ぐ
「
独
占
の
国
民
経
済
に
た
い
す
る
支
配
と
管
理
」
、
「
そ
の
専
断
」
、
「
そ
の
怒
意
」
、
「
そ
の
横

暴
」
と
云
う
。
だ
が
、
い
っ
た
い
、
「
独
占
」
は
、
自
分
ひ
と
り
だ
け
で
「
支
配
と
管
理
」
を
握
り
、
「
専
断
、
怒
意
、
横
暴
」
を
実
現
す
る
と
止
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
?
国
家
独
占
資
本
主
義
の
巨
大
な
国
家
権
力
機
構
全
体
が
、
そ
の
「
支
配
と
管
理
」
の
直
接
的
執
行
機
関
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
〈
二
)



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
つ
一
〉

国
家
権
力
機
構
全
体
が
、
そ
の
「
専
断
、
怒
意
7
横
暴
」
の
実
施
者
・
体
現
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
な
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
ゆ
え
、
右
の
「
規
定
的
要
因
」
た
る
「
所
有
関
係
」
と
「
国
家
権
力
」
と
に
は
全
然
ふ
れ
ず
に
こ
れ
を
背
後
に
お
し
か
く
し
て
、

「
国
民
経
済
に
対
す
る
支
配
と
管
理
」
と

「
価
格
や
貿
易
や
等
々
の
決
定
」

と
を
ち
が
っ
た
も
の
と
し
て
別
々
に
ひ
き
は
な
し
、
さ
て
そ

こ
で
、
前
者
に
は
「
独
占
の
専
断
と
悉
意
」
を
、
後
者
に
は
「
労
働
者
や
勤
労
者
の
良
き
意
志
や
要
求
や
積
極
的
介
入
や
」
を
く
っ
つ
け

て
、
「
政
策
転
換
」

の
迷
文
章
が
こ
こ
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

そ
の
こ
と
だ
け
で
、
す
で
に

ち
が
、
「
国
民
経
済
の
支
配
と
管
理
」
に
つ
い
て
、
「
国
民
的
計
画
経
済
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、 ー「

構
「、造
社改
会革
主論
義」
」者

とた

は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
わ
け
わ
か
ら
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
実
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
社
会
主
義
」

に
た
い
す
る
完
全
な
無
知
と
妄
想
は
、
「
構
造
改
革
」
の

つ
ぎ
に
簡
単
に
そ
の
「
第
三
一
」
を
と
り
あ
げ
て
み
て
み
よ
う
。

「
具
体
的
な
内
容
」
の
「
第
一
三
に
お
い

て
、
さ
ら
に
い
か
ん
な
く
さ
ら
け
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

同

は
じ
め
に
、
「
第
一
ニ
」
の
全
文
を
か
か
げ
よ
う
。

「
第
三
は
資
本
主
義
的
所
有
の
制
限
で
あ
る
。
安
中
金
者
骨
骨
p
h
N
臥
問
い
?
い
が
品
い

ur
…

r
h
r
F
h
y
、
松
昨
冊
子
山
刷

T
根
本
的
に
な
く
や

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
重
要
産
業
、
重
要
な
金
融
機
関
あ
る
い
は
貿
易
な
ど
を
固
有
化
し
、
独
占
の
私
的
所
有
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
必
要
な
こ
と
は
単
に
固
有
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
固
有
企
業
に
対
す
る
独
占
の
支
配
を
制
限
し
、
排
除
し
、

固
有
企
業
の
管
理
、
経
営
を
民
主
化
す
る
こ
と
、
固
有
企
業
に
お
け
る
投
資
政
策
、
価
格
政
策
を
民
主
的
に
規
制
し
、
固
有
産
業
に
お
け

る
労
働
者
の
労
働
条
件
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
」
(
前
出
、

一
六
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
グ
体

4

山
本
)
。



ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
こ
の
「
第
一
一
一
」
で
は
、

は
じ
め
て
、
「
所
有
」
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で

「
第
一
」
お
よ
び

「
第
二
」
で
内
容
か
ら
つ
ぼ
の
掛
け
声
ば
か
り
聞
か
さ
れ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
で
よ
う
や
く

「
構
造
」

の
中
核
た
る

「
所
有
関

係
」
な
る
も
の
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
で
き
、
い
よ
い
よ
本
物
の
「
構
造
改
革
」
が
こ
こ
に
登
場
し
て
く
る
の
だ
と
い
う
期
待
を
抱
か
せ
ら
れ

る
。
だ
が
、
終
り
ま
で
読
ん
で
も
、
「
所
有
関
係
」
の
「
変
革
」
は
、
な
に
ひ
と
つ
あ
ら
わ
れ
ず
、
た
だ
「
所
有
の
制
限
」
と
い
う
、
例
に

よ
っ
て
例
の
ご
と
き
ま
ぎ
ら
わ
し
い
表
現
が
出
て
く
る
だ
け
、
あ
と
は
、
「
第
一
」
と
「
第
二
」
に
登
場
し
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
l

l
「
独
占
の
支
配
の
制
限
し
「
投
資
政
策
、
価
格
政
策
の
民
主
的
規
制
」
と
か
「
労
働
条
件
の
改
善
」
な
ど
1

1

が
「
二
番
煎
じ
」
よ
ろ
し

く
並
べ
た
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
で
の
「
眼
目
」
た
る
「
資
本
主
義
的
所
有
の
制
限
」
と
は
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
か
?
。

「
資
本
主
義
的
所
有
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
「
所
有
者
H
H
非
労
働
力
」
た

る
資
本
家
が
生
産
手
段
、
生
活
手
段
お
よ
び
貨
幣
を
私
的
に
所
有
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
「
非
所
有
者
H
H
労
働
力
」
た
る
賃
銀
労
働
者

が
い
っ
さ
い
の
所
有
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
所
有
関
係
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
資
本
制
的
私
的

所
有
」
を
「
制
限
」
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
?

資
木
家
は
、
生
産
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
、
貨
幣
の

私
的
独
占
的
所
有
な
「
制
限
」
さ
れ
る
と
い
う
の
か
、
そ
し
て
己
れ
に
た
い
し
て
、
賃
銀
w
労
働
者
は
、
「
無
所
有
」
と
い
う
状
態
か
ら
解
放

さ
れ
て
生
産
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
そ
「
所
有
」
す
る
者
に
な
っ
た
と
い
う
の
か
?

つ
ま
り
、
「
資
本
制
的
私
的
所
有
の
制
限
」
と
は

資
本
家
が
所
有
の
独
占
の
上
に
な
ん
ら
労
働
す
る
こ
と
な
く
坐
し
た
ま
ま
資
本
家
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
「
関
係
」
が
「
制
限
」
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
、
「
労
働
」
し
な
い
者
は
喰
え
な
い
と
い
う
「
原
則
」
が
「
介
入
」
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
の
か
、
そ
し
て
、
賃
銀
労
働
者

は
自
分
自
'
身
の
「
皮
膚
」
を
売
ら
ね
ば
喰
え
な
い
「
関
係
」
を
『
制
限
」
さ
れ
て
、
労
働
力
の
切
り
売
り
を
し
な
く
と
も
暮
せ
る
と
い
う

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

一
一
一



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
ハ
二
〉

一
一
回

「
関
係
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
か
?

資
本
家
と
し
て
自
身
を
再
生
産
し
、
賃
銀
労
働
者
は
あ
い
も
か
わ
ら
ず
「
無
産
」
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
し
て
毎
日
自
分
の
身
体
の
切
り
売

い
や
、
け
っ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
資
本
家
は
相
か
わ
ら
ず

り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
、
「
資
木
制
的
私
的
所
有
の
制
限
」
な
ど
と
い
ろ
の
は
、
ど
こ
に
も
な
い
、
ま
っ
た
く
の
ウ
ソ
ッ
パ
チ

(
お
)

あ
る
い
は
貿
易
な
ど
の
国
有
化
」
を
も
っ

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
構
造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、
「
重
要
注
業
、
重
要
な
金
融
機
関
、

て
、
「
資
本
制
的
私
的
所
有
の
制
限
」
だ
と
勘
ち
が
い
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
「
貿
易
な
ど
の
国
有
化
し
と
い
う
世
に
も
珍
妙
な
文
句
を
と
く
と
賞
味
さ
れ
た
い
。
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
が
保
証
さ
れ
資
木
家
階
紋
が
「
国

家
権
力
」
そ
握
っ
て
い
る
と
き
、
「
貿
易
を
国
有
化
」
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
司
な
に
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
所
有
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
円

だ
が
、
「
重
要
産
業
、
重
要
な
金
融
機
関
の
固
有
化
」
は
、
そ
の
こ
と
自
体
、

け
っ
し
て
「
資
本
制
的
私
的
所
有
の
制
限
」
で
は
あ
り
え

:
、
。

φ
{
吋し

た
と
え
ば
、

か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
炭
噴
業
の
固
有
化
は
、
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
の
支
配
の
も
と
で
、

し
か
も
「
独
占
」

の
「
力
」
そ
強
化
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
中
央
銀
行
の
国
有
化
、
あ
る
い
は
主
要
鉄
道
、
海
運
、
航
空
等
の
国
有
化
を
と

っ
て
み
る
が
よ
い
。
こ
れ
ら
は

い
づ
れ
も
、
そ
の
こ
と
自
体
と
し
て
、

け
っ
し
て
「
資
本
制
的
私
的
所
有
の
制
限
」
を
な
す
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
資
本
制
的
私
的
所
有
」
の
支
配
の
も
と
で
は
、

と
り
わ
け
、
「
独
占
」
に
と
っ
て
の

「
補
強
」

と
な
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
し
、

ま
た
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、

こ
れ
ら
の
「
国
有
化
」
を
支
持
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
「
固
有
化
一
を
も
っ
て
「
資
本
制
的
私
的
所
有
の
制
限
」
だ
と
か
、
「
独
占
の
私
的
所
有
の
制
限
」
だ
と
か
云
う
の

(
叫
叫
〉

は
、
た
ん
に
論
理
的
に
み
て
す
ら
見
当
ち
が
い
の
夕
立
一
=
口
と
い
わ
ざ
る
そ
え
な
い
。

mm〉
も
し
「
労
働
者
階
級
の
指
導
す
る
反
独
占
統
一
戦
線
」
が
「
酢
安
府
か
L
P
A
P
骨
ぃ
、
い
っ
さ
い
の
「
独
占
」
の
支
配
の
「
根
拠
」
を
覆
滅
す

る
た
め
に
「
す
べ
て
の
重
要
産
業
、
重
要
金
融
機
関
」
宏
「
独
占
」
の
手
か
ら
収
奪
し
て
こ
れ
を
「
国
有
化
」
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

l
lそ
し
て
、



そ
仇
以
外
に
確
実
な
「
構
造
改
革
」
の
途
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
、

l
lこ
の
と
き
に
あ
る
の
は
、

あ
っ
て
、
そ
の
「
制
限
」
な
ど
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
火
を
賭
る
よ
り
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「
独
占
の
私
的
所
有
」
の

寸
徹
底
的
な
廃
絶
」
で

き
て
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
構
造
改
革
」
の
「
具
体
的
内
容
」
を
「
第
ご
、
「
第
一
ご
お
よ
び
「
第
コ
ご
と
い
う
よ
う
に
正
ベ
て

説
明
し
た
の
ら
、
佐
藤
氏
は
、
こ
の
「
具
体
的
内
容
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
独
占
を
制
限
し
な
が
ら
、
そ
の
政
策
と
た
た
か
い
な
が
ら
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を
部
分
的
に
変
え
、
独
占
支
配
の

基
礎
を
掘
り
く
ず
し
て
い
く
の
が
、
構
造
改
革
の
た
た
か
い
で
あ
り
、
こ
の
生
産
関
係
の
部
分
的
変
革
に
は
、
た
と
え
ば
農
地
改
革
と

か
、
い
わ
ゆ
る
経
済
の
二
重
構
造
の
解
消
な
ど
が
あ
り
、
国
有
化
も
部
分
的
な
生
産
関
係
の
変
革
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
構

造
改
革
闘
争
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
り
、
そ
の
内
零
で
あ
る
」

一
七
ペ
ー
ジ
、
傍
点
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
グ
体
|
山
本
〉
。

と
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
独
占
の
制
限
」
と
か
「
独
占
の
政
策
と
の
た
た
か
い
」
と
か
「
賢
本
主
義
的
生
産
関
係
の
部
分
的
薬
草
」

(
前
出
、

と
か
「
独
占
支
配
の
基
礎
の
掘
り
く
ず
し
」
と
か
い
う
言
葉
は
、

い
や
つ
れ
も
「
構
造
改
革
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
を
は
じ
め
に

説
明
す
る
と
き
か
ら
そ
の
ま
ま
並
べ
た
て
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
ま
た
ぞ
ろ
蒸
し
か
え
し
て
並
べ
た
て
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
、
な
ん
ら
目
新
し
い
こ
と
は
な
い
が
、

し
か
し
、

た
ん
な
る
繰
り
返
し
の
中
に
も
、
知
ら
な
い
う
ち
に
「
真
実
」
が
韻
を
出
す
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
要
約
で
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
の
は
、
論
者
が
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
部
分
的
表
革
」
の
実
例
と
し
て
、
「
農

地
改
革
」
と
「
経
済
の
二
重
桔
造
の
解
消
」
と
「
国
有
化
」
と
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
う
ち
、
「
国
有
化
」
に
つ

い
て
は
、
本
稿
の
次
節
で
、
「
構
造
改
革
」
の
「
第
一
の
条
件
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

「
国
家
独
占
資
本
主
義
」

を
検
討
す
る
さ
い

に
、
あ
ら
た
め
て
吟
味
を
加
え
る
こ
と
と
し
、

は
じ
め
の
二
つ
に
つ
い
て
、
こ
ζ

で
簡
単
に
み
て
み
よ
う
。
こ
の
ニ
つ
を
と
り
あ
げ
る
の

は
、
そ
れ
ら
の
内
容
そ
の
も
の
が
間
麗
で
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
か

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

一
一
五



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
)

一
一
六

ら
並
べ
た
て
ら
れ
て
い
る
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
部
分
的
変
革
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
当
の
論
者
が
ど
れ
だ
け
正
常
な
国
語
的

知
識
を
そ
な
え
て
い
る
か
を
あ
ら
た
め
て
み
る
こ
と
が
「
可
能
か
つ
必
要
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
農
地
改
革
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
の
農
地
改
革
と
は
、

一
般
的
な
意
味
で
い
わ
れ
る
農
地
改
革
で
は
な
く
し
て
、
わ
が
国
で
敗
戦

直
後
お
こ
な
わ
れ
た
歴
史
的
な
農
地
改
革
を
指
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
う
た
が
い
な
い
。
こ
の
農
地
改
革
が
、

日
本
資
本
主
義

の
特
質
を
成
し
て
い
た
農
村
に
お
け
る
半
封
建
的
生
産
関
係
、

い
い
か
え
れ
ば
寄
生
地
主
的
上
地
所
有
関
係
を
解
体
す
る
と
い
う
、
画
期

的
な
意
義
を
も
っ
改
革
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
改
革
は
、

は
た
し
て
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
部

分
的
変
革
」
で
あ
っ
た
ろ
う
か
?

け
っ
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、

い
や
そ
う
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
誤
り
で
あ
り
、
す
こ
し
く
強
調
し
て
い
う
な
ら
ば
、
曲

論
で
あ
る
。
農
地
改
革
が
変
革
し
た
の
は

「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」

で
は
な
く
、

「
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
関
係
」
、

い
い
か
え
れ
ば

「
半
封
建
的
生
産
関
係
」

で
あ
り
-

し
か
も
そ
の

「
部
分
的
変
革
」

で
は
な
く

「
根
本
的
変
革
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」
を
1
1
i
「
部
分
的
」
に
も
せ
よ
1

l
「
変
革
」
す
る
ど
こ
ろ
か
、
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」
の
「
発
展
」

の
た
め
の
「
広
汎
な
基
盤
」
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
は
、

わ
;?; 

「
構
造
改
革
論
」
者
の
い
う
言
葉
と
、

ま
さ

に
、
正
反
対
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
部
分
的
変
革
」
と
い
う
言
葉
だ
け
を
と
れ
ば
、
農
地
改
革
は
、
た
し
か
に
「
部
分
的
変
革
」
を
な
し
と
げ
た
も
の
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
「
日
本
資
本
主
義
」
の
「
経
済
的
社
会
構
造
」
の
ま
さ
に
一
部
分

l
l寄
生
地
主
的
土
地

所
有
関
係
!
ー
ー
を
文
字
ど
お
り
変
革
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
「
日
本
資
本
主
義
」
全
体
を
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」
と
混
同
一
す
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

お
よ
そ
「
理
論
家
」
に
許
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
農
地
改
革
に
か
ん
し
て
こ
の
さ
い
想
起
さ
れ
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、
占
伊
軍
の
か
に
よ
っ
て
、

ま
さ
に
強
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
日
本
資
本
主
義
」
全
体
の
で
は
な
く
て
そ
の
「
一
部
分
の
変
革
」

1

1
つ
ま
り
「
構
造
の
改
革
」
を
!
し
か
も
「
資
本
主
義

、、

的
生
産
関
係
」
の
よ
り
以
上
の
発
展
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
変
革
命
-
お
と
な
う
た
め
に
も
、
強
力
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
わ
が
農
地
改
革
は
実
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
同
じ
「
構
造
改
革
」
と
い
う
文
字
を
ふ
り
ま
わ
し
な
が
ら
、
わ
が
「
構

造
改
革
論
」
者
た
ち
は
、
こ
の
肝
腎
の
点
を
す
っ
か
り
見
落
し
て
、

ひ
た
す
ら
「
半
封
建
的
生
産
関
係
」
を
ば
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
」

に
、
そ
の
「
全
面
的
変
革
」
忍
ば
「
部
分
的
変
革
」
に
と
い
う
よ
う
に
、
す
り
か
え
と
担
造
に
懸
命
と
い
う
て
い
た
ら
く
な
の
で
あ
る
。

(灯〉

「
経
済
の
二
重
構
造
の
解
消
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
拙
稿
で
検
討
を
加
え
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
た
だ
、

ー「

重
構
造
」
な
ど
と
い
う

「
構
造
」

は
現
実
に
は
ど
こ
に
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
、

ま
?こ

「
よ
り
劣
悪
な
諸
条
件
の
中
小
・
零
細
企

業
」
が
「
解
消
」
す
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
全
体
が
「
解
消
」
す
る
と
き
で
あ
っ
て
、

お
よ
そ
資
本
主
義
が
資
本
主
義
と
し
て
成
立
す
る

ょ
う
。
「
二
重
構
造
」
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
「
術
語
」
を
は
な
れ
て
事
態
を
考
え
て
も
、

か
ぎ
り
「
よ
り
劣
悪
な
中
小
・
零
細
企
業
」
-
の
「
現
存
」
は
そ
の
成
立
の
「
必
要
条
件
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め

た
と
え
ば
、
「
中
小
・
零
細
企
業
」
の
「
劣
悪
な
諸

条
件
」
が
若
干
「
解
消
」
し
た
と
て
、
ど
こ
に
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
部
分
的
変
革
」
が
あ
ろ
う
か
?

も
し
、
こ
ん
な
こ
と
で
、

「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
部
分
的
薬
草
」
だ
と
い
え
る
と
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、

恐
慌
の
だ
び
ご
と
に
「
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の

部
分
的
変
革
」
が
ひ
と
り
で
に
進
行
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
平
常
の
年
に
も
そ
の
「
部
分
的
変
革
」
が
1

1
人
手
を
ま
た

ず
に
1
i
1
着
々
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
ρ

ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
「
農
地
改
革
」

と
か
、

v、

わ
ゆ
る
経
済
の
二
重
構
造
の
解
消
」
な
ど
と
い
う
、

お
よ
そ
な
ん
ら
か
「
構
造
」
の
「
変
化
」
に
関
係
あ
り
そ
う
な
言
葉
を
見
付
け
出
し

て
き
て
並
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
た
づ
ら
に
、
わ
が
「
構
造
改
革
論
」
者
の
得
意
の
論
法
、

つ
ま
り
白
い
も
の
を
も
黒
と
い
い
く
る
め

い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
〈
二
)

一
一
七



い
わ
ゆ
る
「
構
造
改
革
論
」
の
理
論
的
性
格
(
二
〉

一
一
八

る
誌
弁
と
ベ
テ
シ
と
を
ま
た
し
て
も
動
か
し
が
た
く
実
証
す
る
と
い
う
、
貴
重
な
効
果
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

廿

)

拙
論
「
賃
銀
論
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
?
」
(
後
篇
)
、
本
誌
第
十
五
巻
第
二
号
、

一一

O
ベ
1
グ
、
出
(
団
主
ノ
照
。

以
上
、
「
構
造
改
革
」
の
「
具
体
的
な
内
容
」
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
簡
単
な
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の

が
ひ
と
つ
の
と
ら
ず
「
構
造
改
革
」
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
こ
に
そ
の
「
具
体
的
な
内
容
」
と
し
て
一
万
さ
れ
て

い
る
の
は
、

た
ん
に
、
「
独
占
」
に
よ
っ
て
「
支
配
」
さ
れ
圧
迫
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

正
し
い
根
本
的
「
構
造
変
革
」
に
つ
い
て
真
剣
に
洞

た
だ
観
念
的
に
ど
う
し
た
ら
「
独
占
の
支
配
を
制
限
し
て
や
れ
る
か
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
思
い
つ
い
た
ま
ま
並

察
す
る
労
を
惜
し
!
み
、

ベ
た
て
て
そ
の
「
政
治
的
慾
求
」
を
み
た
す
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
事
と
し
て
い
る
「
革
命
的
」
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
「
誼
い
文
句
」
ば
か
り
で

あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、

ま
た
、
前
稿
で
検
討
し
た
・
「
構
造
改
革
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い

て
の
こ
れ
ら
論
者
の
救
い
が
た
い
誤
解
と
混
乱
と
の
累
積
と
い
う
事
実
に
照
ら
し
て
、
ま
こ
と
に
首
尾
一
貫
的
な
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ

る。

(
一
九
六
三
・
四
・
一

O
〉


