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経
済
撃
の
援
展
企
新
日
本
経
済
血
中
白
性
格

第
四
十
七
各

第
五
銃

六
一
四

四

経
済
事
の
護
展
三
新
日
本
経
済
事
の
性
格石

興

) I1 

肢
が
=
一
つ

K
E別
苫
れ
得
る
ー
と
は
、
待
て
と
れ
そ
詳
に
し
た
と
と
-
の
で
あ
る

G

~'l 
~~ 

1孟

L と
.て江〉

:r;;' 問
へ題
ばを

角f
tf!; 伏，

せ
L立 ノレ
型f!と
貰t す
11':1 ;，~ 
:ll:: 舷

今
や
日
本
経
情
感
の
建
立
と
一
疋
ふ
と
と
が
、
我
粧
品
川
製
旧
作
の
中
心
問
題
ー
と
な
り
つ
L
あ
る
が
、

経
抗
阿
鳳
?
の
み
認
め
て
特
に
日
本
経
桝
風
一
・
と
名
付
く
べ
き
も
の
を
認
め
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
が
市
民
枇
合
経
桝
皐
者
並
に
枇
曾

主
義
経
済
昼

T

者
等
の
立
揚
で
あ
る
。
第
二
は
日
本
に
特
殊
的
た
経
済
墜
止
な
る
も
の
を
認
め
ん
・
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
右
翼
主

義
者
等
の
立
揚
で
あ
る
。
第
三
は
現
代
を
以
て
市
民
枇
舎
並
に
市
民
枇
舎
経
消
息
干
の
世
界
的
左
る
岬
皮
革
期
と
注
し
、
新
時
代
の
経
済

皐
の
指
導
的
訟
も
の
と
し
て
個
性
的
た
白
木
経
済
撃
を
建
設
せ
ん
と
す
る
立
揚
で
あ
る
。

私
は
と
の
個
性
的
立
揚
に
於
て
日
本
経
済
撃
な
る
も
の
を
考
へ
、
そ
の
撃
問
的
性
格
を
明
に
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
事

間
的
性
格
は
そ
の
園
民
的
性
格
と
時
代
的
性
格
と
に
於
て
考
察
さ
れ
友
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
と
』
に
は
先
づ
そ
の
時
代
的
性
格
を
根

本
的
に
明
に
し
た
い
と
忠
ふ
の
で
あ
る
。

粧
消
息
の
時
代
的
性
格
た
る
も
の
は
、
人
間
的
責
在
の
時
代
的
性
格
と
共
に
設
展
し
た
。

と
れ
生
け
る
経
桝
皐
は
常
に
そ
の
時
代

の
人
間
的
責
在
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
が
故
で
る
る
。
か
く
て
経
済
撃
の
時
代
的
性
格
の
溌
展
を
人
間
的
資
在
の
時
代
的
性
格
の
愛

本誌第四十五巻第一説r現代捜革期に於ける l司本図i毛鰹憐等生の意義』



展
に
相
印
し
て
考
察
し
、

以
て
新
友
経
済
接
の
時
代
的
性
格
を
根
本
的
に
明
に
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

ーー

線
て
護
展
た
る
も
の
は
皐
な
る
鑓
化
で
は
友
い
。

と
れ
を
我
の
褒
展
と
云
ふ
と
と
に
つ
い
て
考
へ
て
見
て
も
単
に
帥
鈍
化
し
た
と
云

ふ
の
み
で
は
、
昨
日
の
我
と
今
日
の
我
と
を
同

の
我
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
も
出
来
た
い
。
ま
た
単
に
不
援
す
る
我
の
み
で
は
、
ま

た
褒
展
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
た
い
。
我
が
鐙
化
し
て
而
も
不
愛
左
る
と
こ
ろ
に
我
の
設
展
な
る
も
の
が
あ
る
。
印
ち
そ
れ
は
我
の
本

質
が
一
貫
し
て
瀬
現
し
行
く
こ
と
で
あ
る
。
放
に
人
間
的
資
在
の
務
畏
た
る
も
の
吃
考
へ
ん
と
す
れ
ば
、
先
づ
人
間
的
寅
花
の
木
質

危
る
も
の
を
明
に
し
な
け
れ
ば
没
ら
友
い
。

憾
で
本
質
去
る
も
の
は
、

そ
の
も
の
を
し
て
そ
の
も
の
た
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
放
に
人
間
的
資
在
の
本
貨
は
、
人

間
的
賓
在
を
人
間
的
責
在
た
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

と
の
人
間
的
賓
在
の
本
質
は
、

こ
れ
を
一
言
に
し
て
一
五
へ
ば
、
生

命
と
表
現
と
の
費
践
的
揖
諮
法
的
闘
係
と
一
去
ふ
と
と
に
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
嘗
て
突
の
如
〈
に
述
べ
た
。

「
と
れ
を
自
己
の
嶋
一
問
的
生
命
に
つ
い
て
見
る
も
、
其
生
命
は
自
己
を
指
術
的
作
品
'
と
し
て
外
界
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
ナ
る
も
の
で
あ

り
、
而
も
こ
の
表
現
を
土
誌
と
し
て
夫
の
昨
夜

d

肢
を
績
け
る
。
而
し
て
其
成
長
が
或
程
度
に
建
ず
る
な
ら
ば
、
其
生
命
は
以
前
向
表
現
に
満
足
す
る
こ

と
能
は
ず
し
て
、
此
醤
き
表
現
を
止
揚
し
新
し
き
表
現
を
な
す
の
で
あ
る
。
;
・
か
〈
個
人
の
生
命
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
宜
た
祉

舎
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
祉
舎
の
制
度
な
る
も
の
は
、
枇
曾
的
生
命
の
表
現
で
あ
る
。
而
し
て
此
制
度
を
表
現
せ
し
其
枇
舎
的
生
命
は
こ
の
制

度
の
下
に
於
て
成
長
し
行
く
の
で
あ
る
。
か
く
て
そ
の
生
命
が
も
は
中
、
こ
の
制
度
の
下
に
於
て
は
後
展
を
績
け
得
ざ
る
に
至
る
。
誌
に
生
命
は
低

こ
の
生
命
は
嘗
て
の
表
現
た
る
既
存
の
制
度
を
止
揚
し
、
新
な
表
現
と
し
て
の
制
度
を
打
立
て
、
こ
の

下
に
於
て
そ
の
愛
展
を
績
け
る
の
で
あ
る
。
対
語
法
的
護
展
と
は
生
命
と
表
掘
と
白
か

f
の
如
き
閥
係
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

存
の
制
度
と
矛
盾
に
附
る
の
で
あ
る
。

経
済
畢
の
賞
展
と
新
日
本
経
済
皐
の
性
格

五

第
四
十
七
巻

六
一
五

第
五
披

拙稿「思想相~J策批卵d.L昭和七年六月披第六-1:，一六八頁参照



経
済
阜
の
愛
展
と
新
日
本
維
持
壊
の
性
絡

六
一
六

第
五
披

~ 

ノ、

第
四
十
七
巻

な
い
o
」
こ
の
私
の
嘗
て
の
考
を
こ
込
に
更
に
設
展
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
的
貿
在
の
本
質
、
護
展
、
時
代
的
性
格
を
明
に
し
、
更
に
こ
れ
に
印

し
て
経
済
撃
の
時
代
的
性
格
を
考
察
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

先
づ
人
間
的
責
在
の
本
質
を
人
聞
の
生
命
の
側
に
つ
い
て
考
へ
れ
ば
、
人
聞
の
生
命
を
し
て
人
間
の
生
命
た
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の

一
一
一
一
一
口
に
し
て
云
へ
ば
そ
の
肖
売
と
云
ふ
乙
と
で
あ
る
。
既
に
早
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
、
動
物

も
の
は
、

は
直
接
に
行
動
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、

賃
行
の
過
程
の
前
に
思
惟
の
過
程
が
め
る
。

邸
中

h

ノ
思
惟
に
基
い
て
賓
行

人
聞
に
於
て
は
、

tc.を
D"I k~， 

m すー

でも
この
町〉、E畑

人あ
rkil る
(/)と

jEl と
粕.を
の 11Jj
i位 iC
粕 L
お 7モ・."
Aる()~， 

t 
ι〉

(，-J‘ 

ζ

の
符
へ
は
絞
怖
感
に
も
取
入
れ
ら
れ
，

と
れ
に
よ
り
人
間
的
持
仰
の
本
質
が
規
定
さ
れ

先
づ
い
官
牲
に
於
て
針
欽
を
認
識
し

と
れ
を
品
川
仰
に
於
て
僚
僻
批
判

L
、
と
の

債
値
批
判
に
基
い
て
費
現
さ
る
べ
き
目
的
並
に
こ
の
目
的
を
賓
現
す
べ
き
方
策
を
意
性
に
於
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
後
と
れ

を
寅
行
に
移
す
の
で
あ
る
。
か
く
て
人
間
的
生
命
の
内
的
過
程
が
外
界
に
表
現
さ
れ
外
界
卸
ち
感
受
界
に
於
け
る
表
現
と
た
る
。

か
〈
て
人
聞
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
表
現
な
る
も
の
は
、
外
界
に
存
立
し
、
而
し
て
更
に
そ
れ
自
身
と
し
て
人
間
的
生
命
に
働
き

か
け
と
れ
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

と
れ
を
人
間
の
経
済
生
活
に
つ
い
て
見
れ
ば
人
聞
を
動
物
よ
り
区
別
し
て
ぢ
O
T
5
m
E
口
同
自
百
と
「
道
具
を
作
る
動
物
」
と
呼
ん
だ

と
と
は
と
の
黙
に
於
て
深
き
意
味
を
有
す
る
。
他
の
動
物
は
自
然
よ
り
直
接
に
自
己
の
必
要
と
す
る
も
の
を
と
っ
て
用
ふ
る
の
で
あ

る
が
、
人
聞
は
先
づ
自
然
よ
り
道
具
注
る
も
の
を
製
作
す
る
。

と
の
遭
具
な
る
も
の
は
そ
れ
を
作
っ
た
人
聞
を
は
左
れ
て
存
立
す
る
。

人
聞
は
こ
の
道
具
を
用
ひ
て
、
そ
の
必
要
止
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
生
産
す
る
。

と
れ
所
謂
直
接
生
産
に
封
ず
る
間
接
生
産
で
る
つ

て
、
人
間
の
経
済
生
活
を
動
物
の
そ
れ
よ
り
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

先
づ
乙
の
間
接
生
産
性
に
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
と

との考回l!it展に4 いては『園田哲皐」に土り量k:'''"b れ 3~ 主が大Tあ z。
拙著r精紳科皐的経済皐の;桜木問題iJl参照
Marx， Das Kapital. 1. AbIII. Kap. V. I. 
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の
道
具
は
人
聞
の
生
命
を
規
定
し
動
物
に
比
す
ペ
〈
も
た
い
豊
左
委
展
を
遂
げ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
人
間
の

生
命
の
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
と
し
て
狽
立
に
存
立
し
、
更
に
こ
れ
が
人
聞
の
生
命
に
働
き
か
け
て
こ
れ
を
規
定

ず
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
的
資
在
の
本
質
が
存
ず
る
の
で
あ
る
。

郎
ち
人
間
的
責
在
に
あ
っ
て
は
、
人
間
の
生
命
と
表
現
と
が
、

か
〈
の
如
き
賓
践
的
知
説
法
的
嗣
係
に
あ
っ
て
、
そ
と
に
諸
種
の

債
備
が
生
産
さ
れ
亨
受
さ
れ
て
居
る
。
経
済
的
責
在
な
る
も
の
に
於
て
も
、

き
あ
る
。

か
ぐ
し
て
経
済
債
備
が
生
産
さ
れ
亨
受
さ
れ
て
居
る
の

こ
の
経
済
的
傾
値
即
ち
宮
な
る
も
の
も
人
間
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
人
間
生
活
に
役
立
つ
物
的
債
他
で
め
っ
て
、
そ
れ
自
身

災
現
の
一
一
様
ゼ
あ
る
。

こ
の
人
聞
の
生
命
の
表
現
な
る
も
の
は
多
種
多
様
で
あ
っ
て
、
翠
に
有
形
無
M
M
の
文
化
財
に
限
ら
れ
て
居
な
い
。
道
具
、
官
等
は

有
形
友
る
文
化
財
で
あ
り
、
生
産
技
術
的
な
智
識
は
無
形
の
文
化
財
で
あ
る
。

と
れ
等
文
化
財
と
同
時
友

っ
て
、
更
に
制
度
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
制
度
ず
る
も
の
も
人
間
的
生
命
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
的
貿
在
の
形
相
で
あ

一
つ
の
経
済
的
資
在
に
は
、

っ
て
、
人
々
並
に
諸
文
化
財
を
統
一
し
て
そ
の
人
間
的
資
庄
を
形
成
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
も
の
ぜ
あ
る
。
制
度
は
か
〈
の
如
く
人
間

的
責
在
の
有
方
を
規
定
し
、
か
く
て
と
の
人
間
的
資
在
の
構
成
要
素
と
し
て
の
人
聞
の
生
命
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
而
も
か
〈
規

定
さ
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
人
聞
の
生
命
は
、
彼
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
貧
在
の
構
造
を
自
由
党
し
既
存
の
制
度
を
縫
草
し
て
新
な
制
度

に
よ
っ
て
人
間
並
に
諸
文
化
財
を
統
一
し
以
て
新
友
寅
在
を
形
成
し
寅
現
す
る
と
占
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

E
L
K
も
生
命
と
表
現

と
の
器
詮
法
的
殻
展
闘
係
が
見
ら
れ
る
。
要
す
る
に
人
間
的
責
在
の
木
質
は
生
命
と
表
現
と
の
帰
誇
法
的
闘
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

人
間
的
責
在
が
委
展
す
る
と
云
ふ
乙
と
は
、

と
の
人
間
的
責
在
の
木
質
が
、
円
余
と
兵
鱒
的
に
賓
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

経
済
事
内
曜
は
展
と
新
日
本
経
済
皐
の
性
格

第
五
披

七

第
四
十
七
巻

六
一
七

結1済の本質については嘗て詳論 Lた。拙稿「終涛本質論』本誌第三十七巻第六
披参j照。
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経

済

棋

の

愛

展

と

新

日

木

経

済

血

中

の

性

格

第

四

十

七

巻

と
れ
を
人
聞
の
生
命
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
そ
の
本
質
で
る
る
と
こ
ろ
の
白
血
児
と
云
ふ
と
と
が
、
径
と
進
む
こ
と
で
る
る
。
先
づ
白

血
児
の
形
式
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
思
惟
の
過
程
に
於
て
智
、
情
、
意
の
働
き
が
訴
と
分
化
殺
展
し
て
そ
の
内
容
が
確
立
し
而
も
そ
の
間

六
一
八

第
五
披

I¥. 

の
内
国
的
統
一
が
従
と
確
立
し
行
く
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
そ
れ
は
皐
的
智
識
に
ま
で
高
ま
り
得
る
。
ま
た
と
の
思
惟
の
過
程
と
貿

行
の
過
程
と
の
闘
係
に
つ
い
て
も
そ
の
各
が
谷
ミ
分
化
後
展
し
而
も
そ
の
聞
の
統
一
が
径
を
献
立
し
行
〈
と
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
自
覚
の
内
容
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
白
血
冗
の
金
槌
性
が
征
三
局
ま
り
行
く
。
部
ち
人
間
友
る
も
の
は
自
己
が
そ
と
に
於
て
あ

る
と
と
る
の
賞
在
会
開
と
と
れ
に
於
け
る
自
己
の
地
位
佐
知
り
、

こ
の
全
惜
の
後
民
を
関
心
し

こ
の
全
聴
の
研
民
族
の
篤
め
の
目
的

と
と
れ
を
賢
明
ず
べ
き
方
策
左
打
立
て
る
と
と
か
州
旅
る
む
で
&
あ
が
.
ζ

の
全
慨
は
.
小
は
家
扶
〔
あ
り
郷
土
守
あ
る
が
更
に
自

闘
で
あ
り
、
途
に
人
類
枇
舎
で
あ
り
得
る
の
で
る
る
。

と
の
と
と
に
よ
っ
て
乙
L

に
越
個
人
的
意
識
が
成
立
ち
得
る
。
邸
ち
同
一
の

全
館
的
寅
在
の
員
の
設
展
完
成
に
つ
い
て
の
個
K

人
の
闘
心
は
結
ぼ
れ
て
共
同
的
関
心
と
な
り
乙
の
共
同
的
関
心
に
基
い
て
、
全
貫

在
を
認
識
し
そ
の
慎
値
を
批
判
し
目
的
を
定
立
し
方
策
を
附
興
す
る
の
で
あ
る
。

と
れ
等
各
人
の
寅
夜
認
識
、
慎
値
批
判
、
目
的
並

に
方
策
定
は
、
は
じ
め
必
や
し
も
一
致
し
な
い
。
然
し
と
の
各
人
は
異
に
そ
の
賞
在
の
稜
展
完
成
を
闘
心
し
こ
の
矯
め
に
最
も
確
賞

な
る
智
識
を
求
め
る
と
と
に
協
力
す
る
が
故
に
、
各
人
の
智
識
の
偏
差
と
限
界
は
次
第
に
打
破
せ
ら
れ
よ
り
具
僚
的
た
も
の
と
た
る
。

か
く
て
共
同
意
識
が
成
立
し
、

安
に
表
現
の
側
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
そ
の
後
展
は
形
式
的
に
云
へ
ば
そ
れ
が
生
命
よ
り
徒
と
確
立
し
而
も
生
命
に
働
き
か
け
る
力

乙
れ
が
寅
行
に
移
さ
れ
共
同
行
震
と
た
り
、

そ
こ
に
共
同
表
現
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。

が
益
と
犬
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
道
具
は
人
間
生
命
の
表
現
と
し
て
そ
れ
自
身
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
は
人

慢
と
直
接
に
結
ば
っ
て
働
く
も
の
と
し
て
入
植
の
延
長
で
あ
り
未
だ
倫
ほ
十
分
客
観
的
に
存
立
せ
る
も
の
で
は
た
い
。

と
の
道
具
が



更
に
褒
展
し
て
機
械
と
た
れ
る
時
、

そ
れ
は
道
具
と
異
左
り
人
聞
を
は
友
れ
て
客
観
的
に
存
立
し
自
働
的
に
働
ら
〈
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
ま
た
人
間
の
生
命
を
規
定
す
る
カ
は
、
遺
具
に
比
し
て
著
し
〈
増
大
す
る
と
と
h

た
る
。
放
に
道
具
よ
り
機
械
へ
の
設
反
は

表
現
の
夜
長
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
制
度
に
つ
い
て
も
云
は
れ
得
る
。
即
ち
制
度
は
そ
の
-
初
に
於
て
は

人
間
的
生
命
よ
り
離
れ
て
十
分
に
確
立
さ
れ
守
備
ほ
こ
れ
に
従
属
す
る
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
強
展
す
る
に
従
っ
て

人
間
的
生
命
よ
り
客
観
的
に
擁
立
し
、
吋
附
乎
た
る
一
舵
合
同
的
存
在
と
し
て
人
間
の
生
命
を
規
定
す
る
。

表
現
の
務
展
と
云
ふ
こ
と
は
こ
れ
を
内
容
的
に
一
五
へ
ば
、
そ
れ
が
径
と
顎
官
多
様
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
絞
情
的
賞
在
陀
於
け
る

文
化
財
に
つ
い
亡
去
へ
ば
、
人
間
生
日
の
必
要
に
股
や
る
消
費
財
か
径
三
回
且
と
た
る
の
み
た
ら
十
ま
た
こ
れ
等
消
費
財
を
生
産
す
る

矯
め
の
生
葛
財
が
ム
叶
ミ
撃
と
た
る
と
と
で
あ
り
、
更
に
と
れ
等
消
費
財
並
K
生
産
財
が
れ
針
と
大
規
模
と
去
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を

制
度
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
そ
れ
は
設
反
す
る
税
今
憾
の
人
間
的
責
在
の
設
展
創
迭
に
役
立
つ
様
に
こ
れ
等
生
産
財
並
に
消
費
財
と
人

聞
と
を
統
一
す
る
と
と
ろ
の
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
諸
種
の
制
度
が
分
化
設
展
し
て
袋
と
よ
く
人
間
の
生
活
の
必
要
を
充
す
に
至
る

の
で
あ
る
。

人
間
的
資
在
の
設
展
と
云
ふ
こ
と
は
、
生
命
と
表
現
と
の
関
係
よ
り
見
れ
ば
、
表
現
が
生
命
よ
り
錠
ミ
客
観
的
に
確
立
し
て
存
立

し
、
生
命
の
殻
展
創
迭
に
訴
を
役
立
つ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
而
し
で
表
現
が
生
命
の
務
長
と
矛
盾
す
る
に
至
れ
ば
、

生
命
は
小
企
ミ

自
覚
的
に
こ
れ
を
緩
草
す
る
に
至
る
と
一
五
ふ
こ
と
で
あ
る
。

と
の
生
命
と
主
再
現
と
の
関
係
は
、
生
命
と
制
度
と
の
聞
に
つ
い
℃
特
に

顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

経
済
閣
申
の
愛
展
と
新
日
本
粧
済
閣
申
の
性
格

第
四
十
七
巻

ノ、

九

第
五
披

主l



相
腕
祷
壌
の
琵
展
と
新
日
本
料
済
崩
申
の
性
格

第
四
十
七
巻

O 

六
ニ

O

第
五
競

以
上
に
於
て
人
間
的
資
在
の
焚
展
守
そ
の
本
質
の
盆
を
具
憶
的
な
る
賓
現
と
し
て
考
へ
た
。

こ
の
人
間
的
責
在
の
本
質
の
賓
現
な

る
も
の
は
人
間
歴
史
の
長
き
設
展
を
通
じ
で
は
じ
め
で
た
さ
れ
得
る
。
放
に
人
間
の
歴
史
を
と
の
原
理
的
立
揚
上
り
見
る
と
と
に
よ

っ
て
、

そ
と
に
四
つ
の
段
階
を
劃
す
る
と
と
が
出
来
る
の
一
台
あ
る
。
先
づ
古
代
は
生
命
と
制
度
と
が
十
分
に
分
化
せ
や
従
っ
て
ま
た

共
に
未
殻
展
段
段
階
で
あ
り
、
中
世
は
一
部
の
生
命
の
み
が
支
配
的
左
左
り
一
般
の
生
命
も
制
度
も
未
務
展
な
る
段
階
で
あ
り
、
近

世
は
制
度
の
み
が
確
立
し
こ
れ
に
到
し
生
命
は
向
ほ
十
分
に
発
展
し
て
居
な
い
段
階
で
わ
る
。
而
し
て
今
や
我
均
が
賢
明
す
べ
き
と

と
ろ
の
も
の
は
、
そ
こ
に
於
℃
生
命
と
制
皮
と
が
共
陀
ト
分
に
殻
反
し
従
つ
七
そ
の
聞
に
資
践
的
問
訟
法
的
な
附
係
が
具
惜
的
に
韓
民

現
し
た
段
階
で
あ
る
。

経
済
撃
は
.

と
の
人
間
的
責
在
の
後
展
に
相
卸
し
て
設
反
す
る
。
以
下
こ
の
こ
と
を
明
に
し
た
い
と
忠
ふ
。

売
づ
原
一
初
的
在
容
貝
在
に
於
て
は
、
人
々
の
生
命
は
自
由
党
の
極
め
て
低
き
税
皮
に
あ
り
従
っ
て
無
力
で
あ
っ
た
が
故
に
た
U
共
同
鰻

的
に
の
み
谷
広
す
る
と
と
が
出
来
た
。
従
っ
て
こ
L
陀
於
て
は
人
聞
の
生
命
と
制
度
と
は
未
だ
十
分
に
分
化
し
て
ゐ
た
い
。
そ
の
典

型
的
友
も
の
は
氏
族
尖
同
慨
に
於
て
凡
ら
れ
る
。
そ
こ
に
於
け
る
人
々
は
血
を
同
じ
く
す
る
と
云
ふ
信
念
に
基
き
ま
た
揚
所
を
同
じ

〈
し
直
接
に
相
偶
れ
て
共
同
生
活
を
な
し
共
同
感
情
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
で
居
る
。
か
ぐ
て
そ
と
に
於
け
る
総
て
の
人
々
は
そ
の
小

さ
骨
」
共
同
慌
に
於
け
る
自
己
の
地
位
を
自
党
し
て
全
般
の
偽
め
に
努
力
す
る
と
共
に
金
健
は
ま
た
金
成
員
の
生
命
を
重
ん
じ
て
と
れ

を
守
る
。
か
く
て
と
、
に
於
て
は
.
生
命
も
制
皮
も
共
に
未
殻
展
友
が
ら
共
同
鰐
的
友
人
間
的
資
在
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
れ
「
人
が
自
己
を
家
族
よ
り
民
族
閣
鰐
に
去
る
ま
で
の
直
観
的
に
輿
ら
れ
た
周
慌
の
生
け
る
成
員
と
し
て
感
じ
て
居
っ
た
時
代
」

こ
の
段
階
の
第
一
の
特
相
で
あ
る
o
」
従
っ
て
と
の
時
期
の
人
・
々
は
「
共
伺
精
榊
が

で
あ
っ
て
「
個
人
を
越
ゆ
る
共
伺
精
一
例
の
力
付
、

Dilthey. Deutscher Dichtung" und Uu且 k.S. 25柑
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創
浩
す
る
領
域
、
即
ち
言
語
、
宗
教
、
僻
説
、
詩
に
於
て
の
み
創
造
的
に
働
く
こ
と
が
川
来
た
の
で
あ
る
。
:
・
:
・
そ
の
創
造
は
民
族

共
同
憾
の
一
般
的
情
緒
に
よ
っ
て
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
」
か
L

る
時
代
に
於
て
は
、
経
怖
に
ワ
い
て
も
生
産
に
闘
す
る
智
識
が
訓
話

こ
と
、
「
古
事
記
』
等
に
於
て
見
ら
れ
る
が
如
く
で
あ
品
。

的
友
防
界
相
叫
に
基
き
神
話
的
に
表
現
さ
れ
る
。

人
間
の
活
動
悶
が
抜
大
し
小
共
同
鰐
が
相
互
に
接
鰯
す
る
に
至
り
か
〈
て
合
同
さ
れ
る
に
五
れ
ば
人
間
並
に
制
度
の
皐
純
性
は
破

れ
て
複
雑
化
し
来
り
そ
の
内
部
的
並
に
針
外
的
秩
序
の
確
立
の
必
要
は
、
自
ら
氏
の
上
の
力
の
強
化
を
伴
ふ
こ
と
k

な
る
。
而
も
そ

の
人
間
賞
在
の
構
成
が
氏
族
共
同
酬
胞
を
以
て
朕
M
J
と
す
る
と
と
に
は
異
な
ら
な
い
。

込
〈
ご
そ
伝
子
、
訓
判
記
こ

R
t
c
土
己
〉
二
〉

pub-t

J
A
〈

v
t
f仁住
rdqヘ

t
五】

J
上
F
l
J
d
均，
A

よい

貴
族
と
注
る
。
尚
も
そ
の
生
前
闘
が
蹴
大
し
て
か
く
の
如
堂
氏
族
共
同
倒
的
措
治
そ
以
亡
し
で
は
治
安
土
維
持
し
得
川
一
る
に
一
主
る
時

武
力
が
と
の
祉
舎
を
支
配
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
か
く
て
武
断
的
な
る
楳
力
闘
家
の
構
浩
が
賞
現
し
亡
、
封
建
時
代
と
な
る
。

封
建
的
寅
在
に
於
て
は
、
大
衆
の
生
命
は
向
ほ
十
分
に
自
費
的
で
は
な
く
、
小
数
の
武
断
的
機
力
者
の
命
令
に
服
従
せ
し
め
ら
れ

て
居
る
。
そ
こ
に
は
所
謂
「
採
ら
し
む
べ
し
知
ら
し
む
可
ら
や
'
」
な
る
語
が
安
営
ナ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
於
け
る
制
度
も
、
小

数
機
力
者
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
小
数
棟
力
宥
が
大
衆
を
自
己
に
服
従
せ
し
め
以
て
棟
力
的
秩
序
k
y
保
持
す
る
に

役
立
0
・
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
制
度
は
機
力
者
の
生
命
よ
り
離
れ
て
客
観
的
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
左
〈
、
楠
力
者

の
意
志
に
よ
っ
て
自
由
に
鑓
更
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
、
向
ほ
権
力
者
の
生
命
に
健
局
せ
る
も
の
で
る
る
。
か
く
て
封
建
的
責
在
に

於
て
は
、
小
数
の
椿
力
者
が
大
衆
の
生
命
を
も
制
度
を
も
支
配
し
て
居
る
。

か
く
の
如
き
封
建
的
責
在
に
於
て
は
、
経
済
生
活
友
る
も
の
も
小
数
槽
力
者
の
支
配
に
隷
属
し
て
居
り
、

そ
れ
自
身
と
し
て
の
原

理
的
な
確
立
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

経
済
事
の
設
展
主
新
日
本
艦
済
圏
阜
の
性
格

第
四
十
七
巻

」ー
ノ、

第
五
銃

大気津上回Jの身l'こ五穀の積成りとれを積主し
ヲ。あ巻

。
上
し

内
川
d
四
日

明
吋

E
E
話

幻
円
神-z 

s
ぽ
け

比
へ
播

ぬ
例
て

2) 



極
祷
圃
早
の
遊
展
と
新
日
本
輝
精
製
白
性
格

第
四
十
七
巻

~ 
ノ、

第
五
披

経
済
問
宇
な
る
も
の
は
、

か
t
h

る
貫
在
に
於
て
、

と
の
潟
政
者
が
一
園
の
経
済
生
活
を
支
配
す
る
に
営
り
操
る
べ
き
道
を
明
に
す
る

す
る
も
の
と
し
て
成
立
っ
た
。
我
園
の
封
建
時
代
に
於

τ秀
れ
た
る
経
済
事
鵠
系
を
打
立
て
た
佐
一
脇
信
淵
は
、
そ
の
『
経
済
提
要
』
K

於
て
日

t
「
夫
れ
経
済
は
土
地
を
経
替
し
て
園
家
を
宮
殿
す
る
要
道
に
し
て
、
図
土
を
領
す
る
者
の
急
務
な
り
、
故
に
此
要
務
に
疎

漏
あ
る
と
き
は
必
中
国
用
足
ら
や
し
て
上
下
困
窮
ナ
、
是
を
以
て
何
園
も
皆
能
此
要
道
を
修
め
園
家
を
安
集
す
ぺ
し
」
と
蓮
ぺ
て
居

る
が
、

こ
の
経
桝
道
を
明
に
す
る
と
と
が
彼
の
経
済
患
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
園
君
た
る
も
の
が
行
ふ
べ
き
経
済
的
支
配
の
擦
る
ぺ

き
道
を
規
定
し
て
ゐ
る
と
に
ろ
の
経
消
道
一
壊
で
あ
る
。

と
の
と
と
は
単
に
日
本
に
つ
い
て
の
み
で
な
い
。
儒
教
に
見
ら
れ
る
経
済
思

想
な
る
も
の
も
、
支
那
の
封
建
枇
命
日
の
地
盤
に
於
一
成
主
務
展
せ
る
も
の
で
め
っ
「
、
信
淵
K
於
て
見
ら
れ
る
が
如
よ
君
事
的
剛
閥
系
は

有
し
て
は
ゐ
友
い
が
、
同
様
の
道
山
門
干
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
欧
経
品
川
事
史
上
に
於
け
る
煮
商
主
義
経
済
摩
一
た
る
も
の
も
、

園
君
の
行
ふ
べ
き
経
済
的
方
策
を
総
括
し
た
も
の
と
し
て
同
じ
く
封
建
的
経
隣
接
の
性
格
を
有
寸
る
。
か
〈
て
封
建
的
経
済
壊
な
る

も
の
は
、
専
ら
規
範
的
政
策
的
危
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

と
の
封
建
枇
舎
に
於
け
る
小
数
権
力
者
の
支
配
が
、
そ
の
下
に
於
て
次
第
に
自
由
党
し
来
る
人
々
に
上
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
と
に
よ

り
、
人
間
的
責
在
は
市
民
枇
舎
の
段
階
に
入
る
。
と
の
市
民
社
合
的
責
在
に
於
て
は
、
こ
れ
ま
で
小
数
機
力
者
の
支
配
に
隷
属
し
て

居
た
諸
種
の
文
化
球
が
相
封
的
濁
立
に
高
め
ら
れ
、

E
っ
そ
れ
ぞ
れ
の
域
に
於
て
制
度
が
確
立
さ
れ
る
に
至
る
。
経
済
制
度
在
る
も

の
も
、

と
L
に
至
つ
て
は
じ
め
て
確
立
し
客
観
的
に
存
立
す
る
稼
に
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
邸
ち
市
民
枇
世
田
的
経
済
制
度
で
あ
る
。

か
〈
確
立
せ
る
経
済
的
制
度
に
封
し
て
、
人
々
の
生
命
は
、
伶
ほ
無
力
た
る
が
放
に
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
一
方
的
に
規
定
さ
れ

る
。
か
く
人
間
的
生
命
が
無
力
む
る
所
以
は
、
市
民
社
合
制
度
た
る
も
の
は
、
人
士
乞
、

一
方
封
建
的
権
力
者
の
支
配
よ
り
解
放
し



た
が
、
而
も
他
方
こ
れ
ま
で
の
人
聞
の
安
住
地
と
し
て
の
郷
土
的
圏
績
よ
り
遊
離
し
、

冨
弱
。
ュ
一
江
戸
S
C
2。
=ω口一
E
D
)

「
市
民
枇
舎
の
子
」
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
市
民
吐
舎
の
下
に
現
れ
来
れ
る
個
人
友
る
も
の
は

へ
ー
が
ん
の
云
へ
る
が
如
く

(
∞
己
「
ロ

封
建
枇
舎
の
人
々
に
比
し
て
は
白
受
的
で
あ
る
が
、
そ
の
自
覚
は
草
に
個
人
的
で
あ
り
且
つ
町
内
立
せ
る
が
故
に
無
力
で
あ
る
。

こ
れ

等
間
内
立
せ
る
人
々
は
、
そ
の
市
川
立
的
友
情
汗
働
の
生
産
す
る
と
こ
る
の
物
を
互
に
交
換
す
る
と
と
に
よ
っ
て
物
的
に
結
ぼ
れ
る
。
か
a
A

る
制
度
の
下
に
は
宮
は
、
営
然
に
、
商
品
の
形
態
を
と
る
。
印
ち
人
々
は
自
己
の
経
倒
的
利
徒
を
閥
心
と
し
て
、

乙
の
制
度
の
会
機

構
に
よ
り
機
械
的
に
決
定
さ
れ
た
商
品
債
俸
を
基
準
と
し
て
、

特
定
の
商
品
を
生
産
し
て
と
れ
を
販
資
し
、

か
く
て
得
た
る
貨
幣
hv-

以
て
必
嬰
と
す
る
商
品
を
崎
っ
て
経
済
色
沼
を
潟
す
の
で
あ
る
。

か
く
て
'
は
ら
商
品
を
生
弓
「
ぺ
缶
、
生
厚
手
段
を
宥
し
得
ざ
る
も
の

は
、
こ
れ
を
有
す
る
も
の
に
自
己
の
持
働
を
商
品
と
し
て
費
却
し
か
く
て
得
点
目
る
貨
幣
を
以
て
生
前
を
す
る
よ
り
外
友
き
と
と
L
友

る
。
乙
L

に
無
産
者
階
級
が
生
じ
有
産
者
階
級
と
針
立
す
る
に
至
る
。

と
の
経
済
域
に
見
ら
れ
る
市
民
枇
舎
的
制
度
は
、

と
の
段
階

の
一
切
の
文
化
域
を
規
定
す
る
に
至
る
。
邸
ち
数
育
、
政
治
、
翠
術
、
宗
教
、
警
療
等
の
一
切
の
丈
化
域
を
規
定
し
・
そ
れ
等
の
域

に
於
て
生
産
さ
れ
る
諸
文
化
伺
値
を
商
品
化
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
文
化
償
値
は
貨
幣
と
交
換
さ
れ
ん
が
潟
め
に
生
産
せ

ら
れ
貨
幣
を
以
て
騰
は
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
左
る
。
か
く
て
今
や
貨
幣
立
に
貨
幣
と
友
り
得
る
み
」
こ
ろ
の
も
の
が
か
h

る
肘
界
の

支
配
力
と
友
る
。
従
っ
て
か
L
る
も
の
を
多
く
有
す
る
人
が
支
配
者
と
た
り
然
ら
ざ
る
者
は
被
支
配
者
と
捻
り
、
有
産
者
無
産
者
の

階
級
的
封
立
が
激
化
さ
れ
て
行
〈
。

か
〈
て
市
民
世
舎
段
階
に
於
て
は
経
済
的
制
度
が
、

ひ
と
り
経
済
生
活
の
み
な
ら
宇
一
切
の
人

間
生
活
を
規
定
す
る
。

こ
れ
枇
舎
の
経
済
的
構
造
が
枇
舎
的
存
十
代
一
切
の
「
員
賓
の
土
豪
」
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
、
か
〈
て
ま
た

「
人
類
の
意
識
が
彼
等
の
存
在
を
定
め
る
の
で
は
な
く
、
反
封
に
、
人
類
の
枇
合
的
存
在
が
彼
等
の
意
識
を
定
め
弘
」
と
さ
れ
る
所
以

趨
済
構
内
愛
肢
と
新
日
本
経
済
場
町
性
格

第
四
十
七
巻

ーノ、

第
五
披

円
一
命
『

r) Hegle， Recht，philosopbie. ~ "38. 
2) 3) Marx; Zur Kritik der Potitischer】 Okonornie.V orwort. 



料
抽
肝
接
的
資
展
と
新
日
本
部
済
面
申
の
性
格

第
四
十
七
巻

/、

四

第
五
披

四

で
る
る
。
印
ち
こ

L
K
於
て
は
、
市
民
枇
舎
的
経
済
制
度
に
よ
っ
て
経
済
的
資
在
が
客
観
的
に
確
立
し
、

そ
れ
が
人
々
の
生
命
を
一

方
的
に
機
械
的
に
規
定
す
る
力
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。

か
ミ
る
寅
在
に
於
て
成
立
つ
経
消
息
子
は
、
自
ら
封
建
的
経
消
墜
と
回
共
和
弘
ら
ざ
る
を
得
た
い
。
邸
中
勺
今
や
粧
桝
撃
の
研
究
針
象
は
，

と
の
市
民
枇
合
的
経
済
制
度
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
居
る
経
済
賓
在
で
る
る
。

と
の
も
の
が
、

こ
の
賓
在
に
於
て
と
れ
よ
り
規
定
さ

れ
て
居
る
個
人
の
立
揚
よ
り
籾
ら
れ
、
従
っ
て
確
乎
手
動
た
る
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
自
然
科
準
的
に
分
析
さ
れ
る
。
か
く
て
経
済

J臥
→ー

I:t 

物
淵
接
的
で
あ
れ
り
更
に
数
接
的
で
あ
る
と
と
を
す
ら
淵
一
想
と
す
る
代
五
り
と
与
に
所
前
純
粋
粧
品
川
事
た
る
も
の
も
成
立
。
の

?
b
y〉
0

7
1札
す
佐

V
〈

じ
れ
削
ち
総
出
川
一
郎
干
の
自
然
科
州
市
γ

化
・
で
ふ
ゐ
。

、‘
u

u

、
、
、

か
く
て
封
践
的
絞
尚
早
の
机
本
性
絡
が
規
範
的
政
策
的
で
め
る
に
謝

L
h
市

民
的
粧
品
開
撃
の
根
本
性
格
は
存
在
的
現
論
的
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

市
民
枇
命
日
経
済
患
に
於
て
、

た
と
ひ
規
範

的
な
る
も
の
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
す
る
も
、
そ
れ
は
市
民
枇
合
的
制
度
白
躍
の
礎
革
を
問
題
と
す
る
も
の
で
伝
〈
、

こ
の
市
民
枇
合
制

度
を
前
提
と
し
こ
の
下
に
於
て
如
何
に
経
済
生
活
を
居
摘
す
べ
き
か
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
そ
れ
は
存
在
の
説
諭
の
舷

用
と
し
て

KE術
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
市
民
枇
舎
の
進
ん
だ
段
階
に
於
て
は
、
布
産
者
と
無
際
者
と
の
階
級
的
分
裂
が
強
〈
左
つ

て
来
る
が
故
に
規
範
的
考
察
が
こ
れ
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
L

怠
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
は
こ
の
階
級
的
劉
立
を
調
和
す
ぺ
〈
中

産
階
級
の
維
持
作
成
を
目
的
と
し
た
も
の
に
す
宵
じ
た
い
。
相
判
議
よ
り
議
し
た
る
一
位
曾
政
策
は
と
れ
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
7

ル
ク
ス

に
於
で
は
、

こ
の
市
民
枇
舎
の
時
皮
革
が
問
題
と
さ
れ
た
。
而
も
そ
れ
は
、
商
品
守
「
細
胞
形
態
」
と
し
て
こ
の
市
民
枇
舎
の
成
立
・
変

展
-
浸
落
を
自
然
必
然
の
過
程
と
し
て
、
分
析
し
た
の
で
あ
る
。
云
は
ピ
生
物
事
的
に
分
析
し
た
の
で
あ
る
。
邸
ち
マ
ル
ク
ス
は
、

資
本
論
第
二
版
の
政
文
に
於
て
、
絞
れ
が
「
マ
ル
ク
ス
の
震
の
方
法
と
呼
ぶ
と
乙
ろ
の
も
の
を
か
く
も
見
事
に
絞
述
し
」
た
と
す
る
一



筆
者
の
文
を
引
用
し
て
ゐ
る
。
回
く
、
「
経
済
生
活
は
生
物
問
中
と
い
ふ
他
の
領
域
に
於
け
る
設
展
史
と
類
似
友
現
象
を
是
ず
る
も
の
で

あ
る
。
:
:
:
古
き
経
消
息
ア
者
た
ち
が
粧
消
法
則
を
物
理
事
や
化
忠
一
ゐ
法
則
と
同
列
に
置
い
た
の
は
経
済
法
則
の
性
質
を
誤
解
し
た
の

で
る
る
。
現
象
を
深
〈
分
析
し
て
見
る
と
、
一
枇
合
的
有
機
韓
は
、
諸
々
の
動
植
物
の
有
機
鑓
と
同
じ
ゃ
う
に
、
互
に
根
本
的
に
異
る

も
の
で
あ
る
O
i
-
-
-
か
L

る
研
究
の
利
息
一
商
慣
値
は
、

あ
る
一
定
の
一
枇
合
的
有
機
憾
の
護
生
、
存
立
、
設
展
、
及
び
死
と
、
他
の
よ

り
高
級
友
る
有
機
般
に
よ
る
交
替
と
、
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
特
殊
諸
法
則
の
関
明
に
あ
る
。
そ
し
て
斯
る
債
依
を
マ
ル
ク
ス
の
書

物
は
賞
際
に
と
刊
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
己
印
ち
市
滝
川
札
命
の
姥
本
は
、

マ
ル
ク
ス
に
於
て
は
動
物
の
死
と
同
様
な
る
間
然
現
象
で
あ

る
。
か
〈
で
そ
れ
は
、
同
巳
ぐ
自
然
科
皐
的
現
論
を
究
明
せ
る
も
の
で
あ
る
と
え
ふ
己
主
が
川
市
消
る
。

か
く
し
て
生
命
が

l
少
数
棟
力
者
の
生
命
で
あ
る
か
j
支
配
す
る
封
建
的
責
在
に
於
て
は
、
支
配
的
生
命
の
経
済
皐
が
打
立
て
ら

れ
た
に
針
し
、
制
度
が
確
立
し
て
人
間
的
生
命
を
支
配
し
人
間
的
生
命
が
こ
れ
を
支
配
せ
る
力
を
宥
せ
ざ
る
市
民
的
資
布
に
於
て
は
‘

制
度
の
経
消
息
T

が
成
立
し
た
。

こ
の
相
具
た
る
皐
問
的
性
絡
は
こ
れ
等
の
経
済
壊
の
某
礎
を
在
ず
持
壌
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
今

こ
れ
を
人
生
観
の
相
速
に
つ
い
て
二
一
一
目
す
れ
ば
、
前
払
円
は
形
而
上
単
一
向
生
命
視
に
立
つ
に
封
し
後
梓
は
同
然
利
明
的
制
度
視
に
立
つ

の
で
あ
る
。

と
れ
少
数
の
檎
力
者
の
生
命
に
よ
り
目
白
に
一
方
的
に
支
配
せ
ら
れ
る
封
建
的
資
ホ
と
利
取
的
分
析
の
針
象
と
な
り
得

• 
る
制
度
に
よ
っ
て
機
械
的
に
一
方
的
に
規
定
さ
れ
る
市
民
的
責
在
と
に
於
け
る
人
生
視
の
営
然
。
相
異
で
あ
る
。
前
者
の
例
は
、
信

淵
の
経
済
事
の
普
勝
ナ
的
茶
礎
を
だ
せ
る
『
鈴
治
化
育
論
」
に
於
て
も
明
に
見
ら
れ
、
ま
た
支
那
の
経
済
思
想
の
根
祇
に
於
て
も
一
脚
跡
的

生
命
観
が
見
ら
れ
る
。
後
者
の
例
は
、
世
界
精
一
利
叉
は
榊
を
最
高
照
明
明
と
せ
る
へ

I
グ
ル
の
形
而
上
準
的
生
命
史
観
を
並
立
せ
し
め

た
と
こ
ろ
の
7

ル
ク
ス
の
絞
済
的
制
度
史
観
に
於
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

経
済
壌
の
設
展
と
新
日
本
総
済
事
の
性
格

第
五
貌

五

第
四
十
七
巻

ノ、

五

統芸善照宅書第拙稿『へーゲノレ史観白究践的構造」本話、第



経
荷
車
の
猿
展
と
新
日
本
線
祷
臨
申
の
性
格

第
四
十
七
巻

六
二
六

第
五
腕

占，、

四

市
民
世
舎
に
於
て
は
、
人
身
は
、
封
建
枇
曾
の
そ
れ
に
比
し
、
造
一
に
肖
莞
的
と
な
っ
た
。
即
ち
封
建
材
舎
に
於
け
る
人
K

が
小
数

の
機
力
者
に
隷
属
し
て
他
律
的
で
あ
っ
た
の
に
封
し
市
民
枇
舎
の
個
人
は
か
L

る
外
的
権
力
の
座
迫
よ
り
自
己
を
解
放
し
て
遁
に
自

• 
律
的
と
な
り
自
己
の
認
識
と
悦
値
判
断
と
決
意
と
に
よ
っ
て
行
動
す
る
。
而
も
こ
の
自
覚
は
総
て
の
債
値
を
商
品
化
し
そ
の
獲
得
を

貨
幣
且
且
に
か
L
ら
し
め
る
と
と
ん
一
の
市
民
枇
令
制
度
の
下
に
於
で
は
自
己
の
粧
済
的
利
ハ
俳
を
如
何
に
し
て
有
数
に
治
及
ナ
ペ
き
か
を

自
ら
断
判
し
行
動
す
拾
外
沿
い
の
?
あ
る
c

7う込

〈

?" 

広〉

{悶
人
l土

市
民
枇
合
的
制
度
同
憾
に
隷
版
的
な
る
も
の
L
し
た
り
、

米
アご
]~r 

に
白
型
的
自
律
的
と
な
る
!
と
と
は
出
来
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
人
聞
の
自
由
党
は
授
に
述
ぺ
し
が
如
く
、
形
式
の
側
と
内
容
の
側

と
に
つ
い
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
る
る
が
、
市
民
枇
舎
に
於
け
る
個
人
は
、
内
容
的
に
は
未
だ
十
分
白
発
的
と
な
り
得
友
か
っ
た
の
で

あ
る
。市

民
枇
舎
の
個
人
的
自
兜
が
更
に
内
容
的
に
溌
展
す
る
と
一
疋
ふ
こ
と
は
、
自
己
が
そ
れ
に
於
て
る
る
と
と
ら
の
金
賞
在
の
民
の
後

展
を
関
心
し
、

こ
の
金
賞
在
並
に
こ
れ
に
於
け
る
自
己
の
地
位
を
知
り
、

と
の
全
貧
在
の
真
の
利
ハ
サ
銭
め
に
自
己
の
鴻
す
べ
き
と
と

ろ
の
も
の
を
矯
す
と
と
で
あ
る
。
而
も
か
〈
の
如
き
こ
と
は
、
個
人
主
義
を
原
理
と
す
る
市
民
社
合
制
度
の
下
に
於
て
は
不
可
能
で

あ
る
。
邸
ち
市
民
枇
合
制
度
に
於
け
る
人
K

の
白
魔
の
限
界
は
、

こ
の
制
度
目
般
に
あ
る
の
で
あ
る
。
放
に
市
民
一
枇
舎
の
個
人
が
更

に
白
畳
的
に
進
む
矯
め
に
は
、
市
民
枇
合
制
度
在
る
個
人
主
義
制
度
白
慌
が
、
そ
こ
に
於
て
る
る
綿
て
の
人
士
乞
し
て
そ
の
創
造
設

展
を
完
ふ
せ
し
む
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
と
こ
る
の
共
同
的
制
度
の
方
向
に
変
革
さ
れ
行
く
こ
と
を
要
す
る
。

市
民
枇
合
制
度
は
人
K

を
個
人
主
義
的
に
自
受
せ
し
め
、

こ
の
人
々
の
利
己
心
を
刺
撃
し
て
祈
滋
な
る
所
動
を
さ
し
め
以
て
諸
種



の
文
化
域
に
於
て
、
封
建
枇
舎
に
於
て
見
得
な
か
っ
た
豊
富
な
丈
化
財
を
創
渇
し
蓄
積
し
た
。
而
も
市
民
枇
合
制
度
は
こ
れ
等
製
寓

な
る
創
造
物
の
利
用
を
、
有
産
者
階
級
に
限
定
し
た
。

こ
ι

誌
に
市
民
枇
合
制
度
に
於
け
る
生
賓
と
利
用
の
矛
盾
が
あ
る
。
例
へ
ば
教

育
の
域
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
は
封
建
杭
舎
に
見
得
ざ
る
塑
宵
た
教
育
設
備
が
生
産
さ
れ
た
。
而
も
そ
の
利
用
は
無
産
者
崎
級
に
は
及

ば
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
経
済
の
域
に
つ
い
て
も
、
大
規
模
た
生
産
設
備
が
用
意
さ
れ
塑
一
品
友
財
が
生
産
さ
れ
る
が
、
而
も
そ
の
利

用
は
一
部
有
魔
者
に
著
し
く
偏
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

凶

〉

r
、

必均
A
F
V
1

ト
h

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、

と
の
市
民
枇
合
が
鰭
ら
し
た
朝
日
な
文
化
財
を
保
持
ず
る
の
み
な
ら
中
廷
に
こ
れ
を
改
良
ぜ
し
め
而
も
そ
の
利
川
を
し
て

h

，
、
、
、
、
、
、

共
同
的
な
ら
し
む
る
こ
と
は
人
を
の
生
命
。
同
舟
的
務
肢
と
共
に
、

市
川
パ
枇
向
制
漫
穆
~
阜
の
嶋
本
燦
件
で
あ
る
。

市
民
枇
舎
制
度
は
線
て
の
債
値
を
商
品
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
的
生
命
の
活
動
力
を
個
人
の
経
済
的
利
己
心
に
基
礎
付
け

た
が
故
に
、

と
の
制
度
の
下
に
於
て
人
K

は
自
己
の
経
済
的
利
己
心
を
充
ず
方
向
に
は
活
滋
に
働
き
然
ら
ざ
る
方
向
に
は
働
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、

と
の
市
民
枇
舎
制
度
を
共
同
的
制
度
の
方
向
に
護
展
せ
し
め
る
と
云
ふ
と
と
は
、

乙
の
個
々
人
の
利
己
心
を
歴

へ
る
の
で
は
友
く
む
し
ろ
更
に
徹
底
せ
し
め
棋
大
す
る
制
度
を
求
め
る
と
と
で
あ
る
。
今
市
民
枇
合
制
度
と
異
な
り
自
己
並
が
そ
乙

に
於
で
あ
る
と
と
ら
の
一
金
賞
在
の
現
在
並
に
将
来
の
矯
め
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
が
同
時
に
向
己
並
に
子
孫
の
矯
め
に
働
く
と
と
で
あ

る
と
云
ふ
が
如
き
制
度
が
賞
現
さ
れ
来
る
な
ら
ば
、
か
L
A

る
制
度
の
下
に
於
て
は
、
人
々
の
内
売
の
根
底
を
友
す
と
と
ろ
の
関
心
は

自
己
の
経
済
的
利
益
土
り
全
寅
在
の
夜
展
完
成
に
高
、
去
り
得
る
の
で
あ
る
。

前
述
せ
し
が
如
/
川
、
更
に
共
同
的
に
結
ば
れ
、
を
と
に
共
同
的
自
由
党
が
残
展
し
来
る
。
共
同
的
制
度
は
こ
の
共
同
的
自
覚
と
共
に
共

か
〈
て
市
民
枇
舎
に
於
で
個
人
的
に
自
費
せ
し
人
々
は
、

間
的
文
化
財
の
生
淫
並
に
利
用
を
設
展
せ
し
む
る
。

こ
の
生
命
と
文
化
財
と
制
度
と
は
互
に
規
定
し
合
ふ
て
共
同
的
方
向
に
殻
反
寸

網
開
構
内
抽
出
展
と
新
日
本
線
神
皐
の
性
格

第
五
競

七

第
四
十
七
巻

ノ、

七

本論文第五頁参照。



相
府
向
併
の
帯
出
展
と
新
日
本
経
隣
接

ω
性
格

第
四
十
七
巻

六
二
八

第
五
鋭

A 

る
。
か
く
で
生
命
と
制
'
反
と
の
貸
践
的
闘
係
に
よ
り
と
L

に
具
閥
的
な
る
共
同
惜
的
賓
在
が
次
第
に
賞
現
し
来
る
の
で
あ
る
。
我
々

は
、
嘗
て
共
同
四
国
的
友
存
夜
の
仕
方
を
有
し
て
居
た
。
氏
族
共
同
慌
が
こ
れ
で
め
る
。
而
し
そ
れ
は
本
能
的
左
共
同
慌
で
あ
っ
て
生

活
圏
の
横
大
と
共
に
破
壊
さ
れ
た
の
で
ち
る

3

共
後
人
類
は
中
世
を
泊
じ
て
よ
り
大
な
る
範
閣
の
支
配
に
訓
練
さ
れ
、
市
民
枇
舎
を

通
じ
て
そ
の
自
費
を
個
人
的
に
著
し
く
高
め
、
更
に
聖
宮
注
文
化
財
を
賀
し
た
。
か
〈
て
今
や
嘗
て
の
無
向
受
的
な
小
共
同
憶
を
白

用
品
的
左
大
共
同
悼
と
し
て
賓
現
す
る
と
と
を
可
能
と
す
る
準
備
が
止
な
さ
れ
左
っ
た
の
で
あ
る
。

か
ぐ
て
資
現
さ
れ
る
日
件
、
間
的
な
人
川
賞
布
に
於
て
は
、
市
民
枇
命
引
を
通
じ
て
濁
ら
さ
れ
た
諸
積
の
文
化
財
並
に
市
民
枇
舎
を
一
辿
じ

一
ら
自
問
酌
代
前
ま
f

j

h

仏
人
止
が
、
今
や
共
同
的
州
市
此
に
」
円
J

て
共
同
制
酌
質
'
Y

叩
に
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
人
々
り
と
の
全
賓
殺
を
自
畳

す
る
。

即
ち
こ
の
会
賞
在
の
稜
展
を
関
心
し
、

と
の
金
管
一
在
に
於
け
る
白
己
の
桝
位
を
知
り
、

こ
の
矯
め
に
努
力
す
る
。

従
てコ

て
か
〈
共
同
的
自
売
に
於
で
あ
る
人
h

は
、
常
に
会
開
的
関
心
よ
り
金
賞
在
を
知
り
益
憾
の
矯
め
に
は
そ
の
制
度
を
絶
へ
や
形
成
褒

反
す
る
こ
と
に
努
め
る
。

と
L
に
巳
震
に
肖
受
せ
る
生
命
と
確
立
せ
る
制
度
と
の
問
に
具
般
的
夜
間
同
諮
法
的
闘
係
が
見
ら
れ
る
と
と
ろ

の
最
も
具
鰐
的
友
人
間
的
責
現
が
官
現
す
る
。

y
i〉
日
ー
、

哨

μ
ノ
¥
江
hMF
ノ
¥

そ
と
に
於
て
共
同
開
的
制
度
と
全
憾
的
自
覚
と
が
管
践
的
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
の
共
同
閥
的
貧
在
に
於
て
成
立
す

る
と
と
る
の
経
桝
撃
た
る
も
の
は
、
封
建
的
責
在
並
に
市
民
一
粧
台
的
貿
在
に
於
て
成
な
つ
経
済
思
?
と
自
ら
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

的
生
命
に
よ
の
共
同
観
的
責
在
に
於
で
あ
る
喜
一
鰐
的
自
受
の
立
揚
よ
り
、
金
賞
在
が
人
間
的
生
命
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
ま
た
人

間
そ
れ
は
と
っ
て
愛
草
さ
れ
得
る
も
の
を
し
て
、
見
ら
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
経
済
皐
で
あ
る
。

封
建
的
経
済
皐
の
根
本
性
格
が
小
数
権
力
者
の
立
揚
よ
り
そ
の
支
配
の
矯
め
の
規
範
を
求
め
た
道
墜
で
あ
り
、
市
民
枇
合
的
経
済



事
の
根
本
性
格
が
そ
乙
に
於
で
あ
る
個
人
の
立
揚
よ
り
確
乎
不
動
と
考
へ
ら
れ
る
制
度
の
分
析
の
存
在
感
で
あ
る
に
針
し
、
今
や
こ

の
共
同
照
的
責
在
に
於
け
る
経
済
曜
は
と
の
存
在
と
規
範
と
を
賓
践
的
に
統
一
し
た
と
こ
ろ
の
畏
に
具
閥
的
及
賞
践
事
で
あ
る
。

今
や
人
聞
を
し
て
賞
在
を
規
定
す
る
と
と
を
得
し
む
る
も
の
は
人
間
質
在
に
針
す
る
共
倒
的
た
白
莞
で
あ
る
。
故
に
共
同
鰭
的
資

在
に
於
け
る
人
聞
の
同
質
が
接
的
に
高
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
誌
に
成
立
つ
経
済
事
は
最
も
問
先
的
な
る
意
識
の
構
法
を
有
す

る
と
と
ろ
の
費
践
事
で
授
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
的
ち
と
の
賓
践
皐
の
根
底
宇
一
鴻
す
L
の
は
金
剛
間
的
生
命
の
創
治
後
民
を
計
ら
ん
止
す

.{; 
空写
|河
勝
li勺
開

T: 
あ
占当

而
し
て
先
づ
と
の
共
同
開
的
資
在
位
誌
の
視
結
よ
り
凡
て
経
尚
早
の
針
象
と
た
し

そ
の
共
同
閥
的
な

性
b
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そ
の
夜
間
問
的
構
泊
を
明
に
す
る
。

こ
れ
料
開
場
一
的
認
識
を
矯
ず
理
論

的
部
分
で
あ
る
。

乙
の
殻
展
的
構
法
論
に
碁
い
て
、

と
の
共
同
徳
的
責
在
の
成
立
を
歴
史
的
護
展
的
に
明
に
す
る
。

と
れ
個
性
的
認

識
を
友
ず
腰
史
的
部
分
で
ち
る
。

と
の
理
論
的
部
分
と
歴
史
的
部
分
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
本
認
識
が
・
な
さ
れ
る
。
突
に
か
〈
て
認

議
さ
れ
た
る
賞
投
が
債
値
批
判
さ
れ
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
の
恨
値
批
判
の
立
場
は
全
慌
的
生
命
の
創
活
設
展
の
立

場
で
る
る
。

と
の
慣
他
批
判
に
よ
り
て
現
賓
在
を
保
持
す
べ
き
か
鐙
革
ず
べ
き
か
ピ
定
ま
る
。

と
れ
を
鑓
草
す
る
と
と
が
必
要
で
あ

る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
を
礎
草
す
る
と
と
に
よ
っ
て
新
に
寅
現
さ
る
ぺ
き
目
的
た
る
賞
在
の
構
法
並
に
と
の
新
友
構
造
を
そ
れ
に
よ
っ

て
賓
現
す
る
矯
め
の
方
策
が
明
に
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
左
い
。

と
の
目
的
定
立
、
方
策
附
興
が
政
策
的
部
分
の
内
容
を
骨
摘
す
も
の
で

あ
る
。
か
く
て
債
値
批
判
は
川
崎
論
的
並
に
雁
史
的
な
る
賓
在
認
識
部
分
と
政
策
的
部
分
と
を
結
ん
で
居
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
僚
値

批
判
の
立
場
印
ち
全
般
的
生
命
の
創
浩
護
展
の
立
場
が
そ
の
全
般
を
一
貫
せ
る
と
と
ろ
の
も
の
で
る
っ
て
、

こ
れ
に
立
っ
て
賓
在
認

識
も
政
策
的
定
立
も
・
恋
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
以
上
の
一
棋
が
費
路
島
T

と
し
て
の
経
掛
離
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

経
済
地
中
の
措
院
展
と
新
日
本
絹
済
同
雫
の
性
格

第
四
十
七
容

六
二
九

第
五
披

プじ



経
済
事
の
設
展
と
新
日
本
経
済
事
の
性
格

第
四
十
七
巻

ノ、
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第
五
銑

O 

か
く
の
如
〈
共
同
催
経
済
壌
に
於
て
は
、
具
組
的
危
自
覚
の
構
造
と
し
て
、
理
論
的
賞
在
認
識
、
歴
史
的
責
点
認
識
、
債
値
批
判

目
的
定
立
、
方
策
附
輿
の
各
が
分
化
後
反
し
て
碓
立
し
而
も
そ
れ
等
の
も
の
与
問
に
内
面
的
統
一
が
時
開
立
さ
れ
て
居
る
。
か
く
で
忠

惟
守
会
館
が
確
立
し
て
ゐ
る
の
み
た
ら
示
、

と
の
思
惟
は
ま
た
賓
行
主
分
化
し
而
も
統
一
さ
れ
た
も
の
で
怠
け
れ
ば
な
ら
泣
い
。
邸
ち

そ
れ
は
貧
打
に
移
さ
れ
て
寅
在
の
都
民
展
に
賓
践
的
に
役
立
つ
も
の
で
友
け
れ
ば
友
ら
一
泣
い
。

こ
与
に
買
の
意
味
に
於
て
知
行
一
一
設
が

あ
る
の
で
あ
る
。
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宅
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向
核
市
民
枇
ム
明
白
で
あ
る
が
、

と
の
寅
在
は
今
や
皐
に
分
析
さ
る
べ
き
不
動
友
る
謝
象
と
し
て
に
市
民
枇
曾
的
個
人
に
封
し
典
へ
ら
れ

て
居
る
の
で
は
た
く
、
共
同
樟
的
貿
在
に
於
け
る
が
如
き
具
鰐
的
た
白
魔
に
封
し
て
、
そ
れ
よ
り
よ
り
高
き
人
間
的
貫
在
を
寅
現
す

ペ
き
素
材
と
し
て
輿
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
る
る
。
故
に
と
の
具
樫
的
な
自
覚
は
、
寅
在
の
員
の
帯
旧
民
を
計
ら
ん
と
す
る
立
揚
に
立
ワ

て
市
民
一
枇
曾
の
本
質
的
構
造
を
明
に
し
そ
れ
が
人
間
的
生
命
の
創
造
設
展
を
阻
害
す
る
所
以
を
明
に
す
る
。
次
に
と
の
市
民
的
責
在

の
棋
は
展
的
構
遣
を
明
に
し
現
賓
在
の
一
中
に
共
同
憶
に
至
る
ぺ
合
-
契
機
を
明
に
す
る
。
と
の
一
理
論
的
研
究
に
茶
き
、
興
へ
ら
れ
た
る
現

代
の
市
民
的
責
殺
を
歴
史
殻
展
的
に
研
筑
し
そ
の
個
性
的
橋
治
を
明
に
し
、

以
て
そ
の
中
に
共
同
健
寅
現
の
契
機
を
明
に
す
る
。
以

上
が
理
論
的
並
に
歴
史
的
反
る
寅
在
認
識
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
賞
投
認
識
は
皐
に
賓
在
を
賃
在
と
し
て
認
識
す
る
も
の
で
は
左
く

市
民
的
費
在
を
、
そ
れ
よ
り
共
同
館
的
資
在
を
寅
現
す
る
矯
め
の
素
材
と
し
て
そ
の
中
に
共
同
様
に
至
る
べ
き
契
機
を
明
に
す
る
の

で
あ
る
。
と
の
云
は
ピ
素
材
論
に
基
い
て
、

と
の
素
材
よ
り
賓
現
さ
る
べ
き
共
同
慌
の
構
造
を
具
般
的
に
明
に
す
る
の
が
目
的
定
立



の
論
で
あ
る
。
而
し
て
現
賓
在
よ
り
と
の
共
同
鴎
的
構
遣
を
賓
現
す
る
方
策
を
明
に
す
る
の
が
方
策
附
輿
の
論
で
る
る
。

こ
れ
を
経
済
事
史
と
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
最
初
に
現
れ
た
る
偉
大
た
る
慌
系
は
正
に
市
民
枇
舎
を
共
同
慌
に
後
革
せ
ん
と
す
る
も

る
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
典
不
リ
シ
ヤ
の
市
民
枇
合
的
段
階
に
於
て
、

こ
の
市
民
枇
舎
を
共
同
蹴
へ
と
崎
製
革
す
ペ
く
考
察
さ
れ
た
。

而
も
と
の
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
は
、
経
怖
的
文
化
城
が
他
の
丈
化
域
に
針
し
て
相
針
的
粗
鋼
立
の
域
に
高
め
ら
れ
て
居
た
か
っ
た
が
故
に

経
済
接
的
考
察
も
向
ほ
他
の
政
治
的
考
察
と
分
化
せ
や
し
一
間
と
し
て
倫
組
閣
申
又
は
政
治
関
学
を
構
成
し
て
居
た
。

か
く
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
山
川
珂
山
中
並
に
政
治
皐
の
中
に
ほ
経
済
問
中
的
有
察
が
含
ま
れ
で
居
り
、
市
民
枇
舎
の
本
民
的
姉
泊
、
そ
の
侭
値
批
判
、

と

れ

か
く
て
賞
現
さ
る
べ
き
共
同
舶
に
つ
い
て
の
湾
総
が
含
ま
れ
て
成
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
が
統
一
さ
か

で
一
個
の
経
済
取
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
居
な
い
叫
経
済
事
が
一
科
の
壊
と
し
て
而
も
続
革
皐
と
し
て
具
酬
間
的
た
賓
践
率
的
関
系
を

を
一
切
革
す
ぺ
ヨ
仕
方

備
へ
た
の
は
、
そ
の
二
千
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
卸
ち
そ
れ
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
宵
闘
民
論
に
於
て
ピ
る
る
。
そ
れ
は
封
建
的

賓
在
を
市
民
的
貿
在
へ
と
務
革
ぜ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
第
二
一
剛
篇
の
現
論
的
部
分
、
第
コ
吾
相
の
歴
史
的
部
分
、
第
四
、

第
五
の
政
策
的
部
分
よ
り
成
る
と
こ
ろ
の
具
徳
的
な
宵
践
阜
で
あ
っ
た
。

現
代
の
市
民
吐
舎
の
共
同
鰐
へ
の
出
変
革
に
つ
い
て
、
か
く
の
如
き
具
鰐
的
な
寅
践
経
済
墜
を
打
立
て
る
と
云
ふ
と
と
が
、
先
づ
今

日
の
経
消
磐
田
介
の
最
も
重
要
在
任
務
あ
る
。

こ
の
新
に
成
立
つ
と
こ
ろ
の
経
消
墜
を
基
礎
づ
け
る
と
こ
ろ
の
哲
皐
は
、
生
命
史
槻
で
も
左
〈
制
度
史
観
で
も
左
く
、
生
命
と
制

度
と
の
寅
践
的
排
詮
法
史
観
で
あ
る
。

こ
の
賓
臨
史
観
の
立
場
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で

以
上
の
人
間
的
責
在
の
護
展
の
考
察
は
、

あ
る
。

経
済
血
中
の
獲
展
と
新
日
本
経
済
問
申
の
性
格

第
四
十
七
巻

第
五
蹴

ノ、

J出著'[1精神科串的組持率四基礎問題』2) 



五

料
隣
接
の
愛
展
と
新
日
本
締
済
同
申
の
性
格

第
五
就

第
四
十
七
絵

~
ノ、

以
上
に
於
て
人
間
的
責
在
の
性
格
の
設
展
に
卸
し
て
経
済
事
の
性
格
の
護
民
を
考
察
し
、
以
て
新
に
招
来
ナ
ペ
き
人
間
的
責
杭
の

中世

仁~~
性
格
と
経
済
墜
の
性
格
と
を
明
に
し
た
。
今
と
の
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
上
闘
の
如
く
で
あ
る
。

帥
ち
古
代
に
於
て
は
、
未
帯
担
民
な
る
生
命
!
と
制
度

a
と
が
未
分
前
の
統
一
に
あ
っ
て
氏
族
共

同
開
的
資
ホ
を
成
し
て
居
る
。
こ
込
に
成
立
つ
智
織
は
根
本
的
に
は
肺
詩
的
で
あ
り
経
摘
の
智

純
も
と
れ
に
本
礎
付
ら
れ
て
ゐ
る
。
中
世
に
於
寸
し
は
.
少
数
の
椛
力
者
の
生
命
L
が
向
ほ
十
分

比
護
展
噌
ざ
る
一
般
の
人
々
め
生
命
l
主
制
度

a
止
を
支
配
す
る
と
と
K
よ
っ
て
権
力
国
家
的

賞
在
が
成
立
つ
。
と
h

に
道
皐
又
は
規
範
撃
と
し
て
の
経
桝
壊
が
成
立
ち
形
而
上
墜
的
生
命
史

視
に
恭
礎
づ
け
ら
れ
る
。
近
世
に
於
て
は
、
個
人
主
義
経
済
制
度
A
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り

人
々
の
生
命
L
は
個
人
主
義
的
に
白
血
克
し
来
る
が
而
も
こ
の
経
済
制
度
に
隷
岡
崎
し
こ
れ
に
土
つ

て
一
方
的
に
規
定
さ
れ
る
。

こ
れ
市
民
枇
合
的
賓
在
の
根
本
性
格
で
あ
る
。
乙
h
A

に
於
け
る
粧

済
忠
一
は
、

と
の
隙
乎
不
動
に
見
へ
る
経
済
制
度
の
分
析
を
事
と
す
る
存
，
旋
風
?
で
あ
る
と
と
を
そ

の
恨
本
性
同
情
と
す
る
。
こ
の
市
民
枇
'
曾
の
個
人
主
義
的
制
度
が
共
同
的
方
向
に
後
展
せ
し
め
ら

れ
る
と
と
ミ
、
か
く
て
市
民
枇
舎
に
於
て
個
人
的
に
自
費
せ
し
生
命
が
次
第
に
全
健
的
に
自
受

す
る
こ
と
L
が
互
に
規
定
し
合
っ
て
進
む
こ
と
に
上
り
、
具
般
的
在
国
民
共
同
惜
の
賓
現
が
究
第
に
可
能
と
た
る
。
新
に
成
立
つ
ぺ

き
経
済
摩
ほ
と
の
確
定
し
稜
展
し
行
く
経
済
制
度
A
と
全
際
的
に
向
売
し
行
〈
生
命
L
と
を
そ
の
賞
践
的
関
係
に
於
で
把
握
し
具
槌



的
な
る
共
同
韓
の
成
立
後
展
を
は
か
る
と
こ
ろ
の
寅
時
皐
で
あ
る
。

と
の
経
済
単
一
・
を
基
礎
づ
け
る
哲
墜
は
生
命
と
制
度
と
の
費
時
間
的

国
間
設
法
史
観
で
あ
る
。

以
上
明
に
さ
れ
た
る
人
間
的
寅
在
並
に
経
科
事
の
時
代
的
性
格
は
、

と
れ
を
各
岡
氏
の
歴
史
放
に
そ
の
経
済
曲
学
史
に
於
て
見
ら
れ

る
と
と
ろ
の
普
遍
的
な
構
造
で
あ
る
a

各
国
民
に
於
け
る
個
性
的
た
構
造
は
、
こ
の
普
遍
的
友
時
代
的
構
造
が
、
各
閣
の
特
有
友
る

事
情
に
よ
っ
て
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
進
ん
で
日
本
の
個
性
的
構
法
主
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

b
る
が
、
こ
の
日
本
の
個
性
的
構
法
止
規
定
す
る
特
殊

的
事
情
は
何
で
あ
る
か
。

こ
れ
を
一
一
一
一
回
に
し
て
一
氏
へ
ば
、

民
団
に
於
て
は
お
代
に
於
て
た
由
自
主
中
心
と
ナ
る
応
族
共
悶
閥
的
榊
浩
が

園
川
目
的
単
位
に
於
て
成
立
し
、

と
れ
が
断
絶
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
主
通
じ
て
、

一
貫
し
て
我
岡
氏
的
資
在
の
根
底
的
構

迭
を
一
な
し
て
以
て
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
ゆ
こ
の
と
と
が
、
我
園
氏
史
の
各
時
代
に
特
殊
た
構
造
を
興
へ
た
。
か
く
て
ま
た
今
日

の
我
園
を
し
て
現
代
の
文
明
岡
中
最
も
共
同
躍
的
構
造
に
於
て
秀
れ
た
る
岡
氏
た
ら
じ
め
た
の
で
あ
る
。

如
何
な
る
圏
民
が
如
何
友
る
時
代
の
経
済
事
を
指
導
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
時
代
の
性
格
と
国
民
の
性
格
に
よ
っ
て
定
ま
る
。

と
れ
を
西
欧
に
つ
い
て
見
る
も
、
様
力
闘
家
的
性
格
を
有
せ
る
猫
泡
岡
氏
の
カ
メ
ラ
リ
ス
テ
ン
は
封
建
的
経
済
部
?
と
し
て
の
重
商
王

義
事
派
の
代
表
的
な
る
も
の
で
あ
る
に
針
し
、
市
民
社
合
的
性
格
を
豊
に
有
せ
る
英
国
経
済
準
は
市
民
社
合
経
済
曜
の
代
表
的
友
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
英
国
は
経
済
壊
の
母
闘
で
る
る
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
市
民
枇
合
経
済
皐
に
つ
い
て

買
で
る
っ
た
。
封
建
枇
合
よ
り
市
民
枇
舎
へ
の
鑓
革
期
に
首
り
、
と
の
鍵
革
の
矯
め
の
寅
践
的
経
済
撃
を
具
閥
的
に
確
立
し
た
ア
ダ

ム
-
ス
ミ
ス
を
は
ビ
め
と
し
て
、
こ
の
市
民
枇
舎
の
理
論
的
八
刀
析
を
以
て
市
民
枇
合
経
済
墜
を
確
立
し
褒
展
せ
し
め
た
る
リ
カ
ル
ド

経
済
壊
の
瑞
県
民
と
新
日
本
経
済
事
の
性
格

第
四
十
七
巻

ムノ、

第
五
貌



踏
済
且
早
の
昨
院
展
と
新
日
本
経
済
崩
申
の
性
格

第
凶
十
七
各

六
三
回

第
五
披

四

ウ
よ
り
ミ
ル
に
至
る
奮
正
統
事
減
、

マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
り
創
め
ら
れ
た
新
正
統
嬰
訴
に
至
る
ま
で
、
そ
の
重
要
友
人
身
は
英
闘
に
於

け
る
経
桝
験
者
で
あ
っ
た
。
調
逸
経
済
醐
宇
在
る
も
の
は
と
の
英
国
絞
済
撃
の
市
民
寸
前
合
判
論
に
、
閥
家
権
力
の
働
を
加
味
し
た
に
過

ぎ
友
い
の
で
あ
っ
て
、
市
民
枇
命
日
経
済
撃
の
主
流
は
ど
と
ま
で
も
英
図
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
加
之
こ
の
市
民
枇
舎
の
迎
論
的
分

析
を
更
に
押
し
進
め
て
こ
の
市
民
枇
合
自
慌
の
焚
展
的
構
造
の
中
に
市
民
枇
舎
を
否
定
す
ペ
者
契
機
を
明
に
せ
ん
と
し
た
る
マ
ル
ク

ス
も
ナ
伸
、
こ
の
英
凶
に
於
て
と
そ
そ
の
経
尚
早
を
大
成
し
得
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
枇
合
主
義
絞
済
摩
の
母
国
も
ま
た
英
同
で
あ
る

と
一
戸
ふ
こ
と
が
川
来
る
。

か
く
て
市
川
氏
一
粧
台
絞
隣
接
は
、
市
民
一
耽
命
日
の
柑
附
来
剛
閥
系
、
安
定
閥
系
、
否
定
慌
系
に
至
る
ま
で
悉
く
、
英

閣
を
母
閣
と
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
山
町
来
る
の
で
あ
る
。

総
て
の
岡
氏
は
、
そ
の
買
の
設
展
の
矯
め
に
は
封
建
枇
合
よ
り
市
民
枇
舎
へ
匙
ま
ね
ば
た
ら
友
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
英
園
を
母

固
と
す
る
市
民
枇
合
経
掛
皐
は
、
今
日
ま
で
の
市
民
枇
命
日
時
代
の
世
界
経
掛
墜
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
た
が
ら
今
や
乙
の
市
民

枇
命
日
は
時
皮
革
期
に
首
面
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
と
共
に
終
消
撃
に
射
す
る
英
国
の
指
導
的
地
位
も
終
ら
ざ
る
を
得
-
泣
い
。

郎
ち
今
や
求
め
ら
る
べ
き
経
術
単
は
、
既
に
明
に
せ
し
如
く
、
今
日
の
市
民
世
舎
を
原
理
的
に
共
同
艦
へ
帥
変
革
す
る
粧
品
何
皐
で
な

け
れ
ば
な
ら
た
い
。
今
日
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
岡
家
榛
力
の
強
化
と
云
ふ
と
と
も
再
び
様
力
関
家
を
賂
来
す
る
矯
め
で
は
た
く
、
か

L

る
共
同
樟
へ
の
崎
製
革
へ
の
手
段
と
し
て
の
み
是
認
さ
れ
る
べ
舎
も
の
で
あ
る
。
故
に
今
日
新
に
生
る
べ
き
経
消
息
の
創
治
者
で
あ

り
播
首
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

そ
れ
自
身
最
も
共
同
惜
的
性
格
に
於
て
盟
友
園
民
で
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

か
く
て
世
界
が
新
に
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
共
同
鰭
経
済
率
の
母
闘
は
賓
に
日
本
で
る
る
。
義
に
明
に
し
た
る
新

注
共
同
鴨
経
州
事
の
時
代
的
構
造
は
、

こ
の
新
日
本
経
済
息
一
ゐ
時
代
的
構
造
で
あ
る
。
乙
の
時
代
的
構
造
が
日
本
の
岡
氏
的
性
格
に

よ
っ
て
更
に
具
慌
化
せ
ら
る
L
時、

と
h

に
新
日
本
図
民
経
消
息
・
の
性
格
が
更
に
明
と
友
る
の
で
る
る
。


