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本
書
の
表
題
の
原
文
名
は
、
寸
宮
司
。
-
5
2
-
F
2
4
E
]
E
E
2
2
2

5
E
2
P
M此
E
目
一
出
。
σ
σ
-
o
m
Z
F
S宮、

σ〕
、
何
回
胃

RMUF耳
切
目

。
見
O
H
a
R
匹。

2
2
0
E。ロ同
U
H
E
m
-
=
o
M
こ
の
表
題
の
な
か
に
は
原

名
と
し
て
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
官
。
ω
m
O
E
M
S
E
E
5
P
μ
巴
呂
田
と
い

う
用
語
が
あ
る
が
、
訳
出
す
る
に
は
表
現
に
困
る
言
葉
で
あ
る
。
意
味
は

「
個
人
の
所
有
権
に
関
す
る
思
想
」
で
あ
る
が
、
私
ム
管
財
産
権
な
ら

]51

5
吉
田
ν
H
o
-
-可
と
い
う
原
名
が
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
の
ひ
び
き
は
物
の

私
有
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
著
者
の
意
団
は
、
唱
。
Z
2
2
2
5丘
2
白ロ己
1

5
自
で
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
に
み
ら
れ
る
個
人
白
人
と
物

と
の
所
有
に
か
か
わ
る
問
題
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

私
有
財
産
で
は
人
格
の
所
有
り
側
面
を
あ
ら
わ
せ
な
い
。
耳
な
れ
な
い
表

書
評

マク
7
7
1
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『
所
有
的
個
人
主
義
の
政
治
説
』

現
で
は
品
る
が
、
「
所
有
的
個
人
主
義
」
ま
た
は
「
個
人
的
所
有
主
義
」

と
い
う
表
現
を
や
む
を
え
ず
用
い
る
。

著
者
は
カ
ナ
ダ
の
東
南
部
に
あ
る
ト
ロ
ン
ト
大
学
の
政
治
学
教
授
で
、

す
で
に
君
E
Z
E
P
E
E
p
-
D
Eユ
z-三
誌
上
に
発
表
し
た

-Fonwo

。
ロ
ロ
右
耳
己
宮
伴
者
官
。
ヨ

E
C
Cロ
J
ロ
2
0
E
σ
Z
E
E
や
、
一

-HFO

E
E
m
L
Z
E口
問
。
同
門

o
n
w
z
3
H
M位
。
巴

F
2
4
J
冨
ROVHω

日
仏

そ
れ
に
一
九
六

O
年
四
月
に

H
U
E
P白
色

P
O
S
E
誌
上
に
書
い
た
ハ

リ
ン
ト
ン
に
関
す
る
研
究
を
集
め
て
整
理
し
、
本
書
寺
公
刊
し
た
。
本
書

の
全
体
の
狙
い
は
、
現
代
の
自
由
な
民
主
主
義
国
家
の
政
治
的
理
念
を
、

そ
の
源
泉
で
あ
る
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
所
有
的
個
人
主
義
の
う
ち
に

た
ず
ね
、
そ
の
思
想
的
性
格
を
ば
財
産
の
保
護
お
よ
び
市
場
関
係
の
維
持

を
目
的
と
す
る
プ
ル
ジ
ョ
ワ
思
想
と
し
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
現
代
の

市
場
関
係
の
発
展
お
よ
び
労
働
者
階
般
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
こ
の
個
人
主

義
が
根
本
的
に
変
革
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
意
阿
に
し
た
が
ヮ
て
、
本
書
は
ホ
ッ
プ
メ
、
レ
ヴ
エ
ラ
!

"
ス
、
ハ
リ
ン
ト
ン
、
ロ
ヲ
タ
の
回
章
に
わ
か
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
わ

た
し
は
こ
こ
で
、
自
分
の
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
著
者
も
最
も
力
点

を
お
い
て
い
る
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
本
書
を
す
評
し
て
み
た
い
。
と
の
ば

あ
い
、
叙
述
の
順
序
に
し
た
が
ッ
て
、
「
財
産
権
の
理
論
」
、
寸
自
然
権
お

よ
び
合
理
性
に
関
す
る
措
般
的
差
異
」
、
「
自
然
状
態
お
よ
び
市
民
社
会
の

二
義
的
性
格
」
に
つ
い
て
、
著
者
の
見
解
を
紹
介
し
、
最
後
に
一
括
し
て

著
者
の
ロ
ァ
ク
像
に
わ
た
し
の
考
え
方
を
対
置
し
よ
う
と
お
も
う
。
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所

有

権

の

理

論

ジ
ョ
ン
・
ロ
グ
ク
の
近
代
自
然
法
思
想
の
意
義
が
問
題
と
な
る
ば
あ
い
、

ホ
v
プ
ズ
の
近
代
人
の
生
命
権
に
対
し
て
そ
の
所
有
権
が
取
り
あ
げ
ら
れ

る
の
が
、
普
通
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ロ
ザ
ク
ヒ
関
す
る
見
方
に
つ
い
て
、

著
者
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
ロ
む
し
ろ
、
著
者
は
所
有
権
理
論
の
な
か
に

こ
そ
ロ
ザ
ク
の
政
治
思
想
を
解
く
鍵
が
あ
る
と
し
て
、
冒
頭
か
ら
所
有
権

理
論
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
。
「
人
闘
が
結
合
し
て
国
家
を
作
り
、
統
治

に
服
す
る
こ
と
の
大
き
な
、
主
な
目
的
は
、
そ
の
所
有
権
官
。
官
E
与
の

保
存
と
い
う
こ
と
で
あ
か
。
」
そ
れ
で
は
、
所
有
権
と
は
な
に
か
。
所
有

権
と
い
う
概
念
を
自
然
法
思
想
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
V

グ
の

政
治
思
想
は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
の
か
。
こ
の
一
一
つ
の
問
題
壱
解
く

な
か
で
、
著
者
の
ロ
ッ
ク
像
は
き
わ
め
て
鮮
や
か
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
思
想
の
な
か
に
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ

と
に
政
治
思
想
の
所
有
権
は
二
義
性
を
も
っ
。
つ
ま
り
、
ロ

v
タ
の
所
有

権
は
人
と
物
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
意
味
し
て
い
る
。
「
人
聞
は
か
れ
の

所
有
、
つ
ま
り
そ
の
生
命

E
F、
自
由
民

σ
2
4、
財
産

2
z
tを
他
人

の
侵
害
や
攻
撃
か
ら
保
存
す
る
力
壱
自
然
的
に
も
つ
。
」
「
所
有
物
と
い
う

の
は
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
も
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
も
、
財
貨
問
。
。
骨
だ
け

で
な
く
身
体

H
E
E
O
E
壱
も
意
味
し
て
い
る
と
解
し
て
も
ら
い
た
凶
@
」

い
や
、
ロ
ヴ
ク
の
所
有
権
の
基
礎
は
人
間
に
あ
っ
て
、
人
聞
が
自
己
の
生

命
的
活
動
で
あ
る
労
働
に
よ
っ
て
、
自
然
の
な
か
に
所
有
権
を
確
定
す
る
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の
で
あ
る
。
自
然
的
理
性
や
聖
書
の
教
説
に
よ
れ
ば
、
土
地
や
そ
の
果
実

は
本
来
、
人
類
に
共
同
に
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
E
が
、
生
活
の
用
に

供
す
る
た
め
に
そ
れ
を
個
人
の
所
有
と
す
る
の
は
、
労
働
に
よ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
自
然
状
態
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
所
有
権
の
限
度

は
個
人
お
よ
び
そ
の
家
族
の
消
費
す
る
範
囲
内
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
な

ぜ
な
も
、
神
は
腐
敗
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
世
界
に
富
を
あ
た
え
た
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
所
有
権
の
制
限
に
よ
。
て
、
他
者
に
も
充
分

の
土
地
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
生
活
は
保
障
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ヲ
ク
の
自
然
状
態
は
ホ
ッ
プ
ズ
の
よ
う
な
闘

争
状
態
か
ら
脱
却
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
本
来
、
ロ
γ

ク
に
と
っ
て
自
然

状
態
は
こ
の
よ
う
な
境
地
で
あ
っ
た
。

自
然
状
態
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
生
産
力
の
発
展
に
は

限
界
が
あ
る
。
著
者
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
法
の
あ
ら
ゆ
る
限

界
を
所
有
権
か
ら
除
き
去
る
こ
む
」
、
あ
る
い
は
「
制
限
さ
れ
た
権
利
か

ら
無
制
限
な
権
利
へ
移
行
す
る
こ
い
い
」
に
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
理
論
の
特

性
を
み
と
め
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
貨
幣
が
導
入
さ
れ
、
商
業
が

お
こ
な
わ
れ
て
か
ら
の
自
然
状
態
で
は
、
初
期
の
自
然
状
態
の
様
子
と
は

が
ら
り
と
変
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
生
活
資
料
に
よ
る
所
有
量
の

規
制
の
根
拠
で
あ
っ
た
剰
余
生
産
物
の
腐
敗
は
、
貨
幣
と
交
換
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
人
々
が
金
や
銀
の
よ

う
に
、
持
っ
て
い
て
も
い
た
ん
だ
り
腐
っ
た
り
し
な
い
た
め
に
、
他
人
を

害
す
る
こ
と
な
く
貯
蔵
し
う
る
も
の
と
、
余
分
の
も
の
と
を
取
り
か
え
る



こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
産
物
を
利
用
し
う
る
以
上
の
土
地
を
正
当
に
所

有
す
る
方
法
を
、
暗
黙
の
自
発
的
な
同
意
に
よ
っ
て
発
見
し
た
の
で
あ

h
o
」
剰
余
生
産
物
の
所
有
の
み
な
ら
ず
、
t
れ
を
生
産
す
る
土
地
所
有

で
す
ら
貨
幣
商
品
社
会
で
は
合
法
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
段
階
で
は
、

「
私
有
財
産
の
不
平
等
と
い
う
、
も
の
の
分
け
方
は
、
社
会
の
限
界
外
で
、

契
約
な
し
に
、
た
だ
金
や
銀
に
価
値
壱
お
き
、
暗
黙
?
っ
ち
に
貨
幣
の
使

用
に
同
意
す
る
こ
と
仁
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
っ
た
。
」

と
こ
ろ
で
、
い
か
『
所
有
の
不
平
等
が
発
生
し
よ
う
と
も
、
貨
幣
社
会

は
そ
の
生
産
力
の
発
展
の
た
め
に
、
進
歩
的
で
あ
る
。
著
者
が
p

y

ク
の

所
有
権
理
論
そ
資
本
主
義
的
と
規
定
す
る
の
も
、
こ
の
点
に
あ
る
。
著
者

は
ロ
ψ

グ
が
v

『
統
治
論
』
第
一
二
版
で
三
七
請
に
新
し
く
加
え
た
一
節
を
引

用
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
さ
ら
に
つ
け
加
え
て
お
く
が
、
労
働
に

よ
っ
て
土
地
を
占
有
す
る
も
の
は
、
人
類
の
共
同
の
資
産
そ
減
ら
す
の
で

は
な
く
、
ふ
や
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
囲
込
ま
れ
耕
作
さ
れ

た
一
エ

l
カ
の
土
地
か
ら
生
産
さ
れ
る
生
活
必
需
品
は
、
同
じ
く
肥
沃
さ

を
も
ち
つ
つ
共
有
の
荒
れ
地
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
一
ユ
カ
の
土
地
の

産
物
の
一

C
倍
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
の
こ
と
ば
に
は
、
「
占
有
さ
れ

た
土
地
の
生
産
力
が
蛇
大
す
る
と
、
他
人
に
利
用
さ
れ
る
土
地
の
減
少
を

補
っ
て
余
り
あ
る
」
、
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
、
こ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
日
傭
い
労
働
者
の
事
情
に
よ
っ
て
も
説
明
が
つ
く
と
、
著
者
は
い
う
の

で
あ
る
。

だ
が
、
資
本
主
義
的
蓄
積
は
こ
の
よ
う
に
一
方
に
お
い
て
富
の
集
積
を

書
マ
タ
フ

7
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生
み
、
そ
れ
が
自
然
法
に
よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は

必
然
的
に
土
地
所
有
か
ら
自
由
な
労
働
者
階
級
争
一
生
み
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
一
体
、
ロ
ザ
ク
は
賃
金
関
係
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
か
。
貨
幣
導

入
後
の
階
級
分
解
、
そ
れ
も
労
働
の
商
品
化
の
問
題
壱
ロ
ッ
ク
の
自
然
法

思
想
の
な
か
で
提
起
し
て
い
る
点
に
、
本
書
の
い
ち
じ
る
し
い
特
色
が
あ

る
。
著
者
は
ロ
ヲ
ク
の
前
述
の
所
有
権
の
概
念
の
な
か
に
人
と
物
と
が
、

「
生
命
、
自
由
お
よ
び
財
産
(
土
地
ど
の
所
有
権
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
強
調
し
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
労
働
も
自
己
の
所
有
権
と
し
て
譲
渡

し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
「
プ
ル
ジ

z
ワ
的
意
味
で
の
所

有
は
享
受
し
使
用
す
る
権
利
で
あ
る
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
処
分
し
、
交

換
し
、
譲
渡
す
る
巴

E
E官
権
利
で
も
ふ
持
。
」
こ
の
譲
渡
さ
れ
た
労
働

が
あ
札
ば
こ
そ
、
土
地
所
有
者
は
購
入
し
た
労
働
に
よ
っ
て
生
産
し
、
こ

の
生
産
物
を
自
己
の
所
有
物
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
私
の
馬
が
食
べ

た
草
ゃ
、
わ
た
し
の
召
使
が
と
ヲ
て
き
た
芝
ゃ
、
わ
た
し
が
掘
っ
た
鉱
石
は
、

私
の
所
有
物
と
な
る
』
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
た
し
か
に
、

人
は
物
と
な
り
、
物
と
な
ヮ
た
人
が
作
づ
た
物
が
、
他
人
の
所
有
と
な
る
と

い
う
意
味
で
、
ロ
ザ
ク
は
資
本
主
義
一
社
会
に
お
け
る
賃
労
働
の
あ
り
方
を

先
取
し
て
い
た
、
と
著
者
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
譲
渡
し
う
る
労
働
の

所
有
者
で
あ
る
賃
労
働
岩
は
、
ロ
ヲ
ク
の
経
済
論
文
『
利
子
の
引
下
げ
お

よ
び
貨
幣
価
値
の
引
上
げ
の
詩
結
呆
に
関
す
る
若
干
の
考
察
』
の
な
か
で
、

経
済
社
会
の
一
つ
の
階
扱
と
し
て
位
置
ず
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
「
資
本
主
義
的
生
産
の
支
持
者
の
一

第
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四
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人
で
あ
る
ロ
ヲ
ク
は
、
商
品
に
転
化
す
る
労
僻
の
非
人
間
化
の
諸
作
用
に

門
刊
M

)

つ
い
て
な
ん
ら
意
識
を
わ
ず
ら
わ
さ
な
か
っ
た
」
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。

要
す
る
に
、
人
間
労
働
が
各
人
の
所
有
権
で
あ
る
と
の
考
え
方
は
、
自

然
状
態
の
第
二
段
階
た
る
貨
幣
の
導
入
後
に
は
、
木
来
的
な
所
有
権
の
制

限
が
破
ら
れ
る
と
と
も
に
、
労
働
力
商
品
化
を
合
法
化
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

川

Hh。。
W
0
・h

山
宮
。
宮
町
内
、
E
E程
。
h
a
S
N
h言
耳

as室
内
醐

H
E

棋
林

E
夫
訳
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統
治
論
』
一

O
宜ベ
l
ジ
(
以
下
邦
訳
は
浜
控
訳
を
引
用
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M
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司
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G
R
a
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叩
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ペ
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・

自
然
権
お
よ
び
合
理
性
に
お
け
る
階
級
的
差
異

ロ
ッ
ク
は
資
本
主
義
社
会
の
弁
護
人
と
し
て
、
社
会
の
生
産
力
を
高
く

評
価
し
、
所
有
の
不
平
等
を
是
認
す
る
。
そ
こ
に
は
、
土
地
の
所
有
者
と

第
九
四
巻

四

第
三
号
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非
所
有
者
と
の
階
級
分
解
が
生
じ
、
賃
労
働
関
係
が
発
生
す
る
ロ
労
働
も

一
つ
の
譲
渡
し
う
る
商
品
と
し
た
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
理
論
の
大

き
な
功
績
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
、
労
働
者
階
級
は
社
会
の
一
つ

の
構
成
要
素
と
し
て
定
着
化
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
な
の
は
、
こ
の

労
働
者
階
級
に
対
す
る
ロ
ヴ
ク
の
態
度
、
い
わ
ば
ロ
ザ
タ
の
プ
ロ
レ
タ
り

ア
観
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
、
た
し
か
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
問
題
で
あ
る
。
著
者
の
見
解
を
先
取
し
て
い
え
ば
、
ロ
ッ
ク
の
労

働
者
観
は
十
七
世
紀
の
当
時
の
重
商
主
義
的
見
解
に
従
ヮ
て
お
り
、
有
産

者
の
立
場
か
ら
の
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
労
働
者
階
級
は

国
家
の
必
要
部
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
成
員
は
事
実
上
、
政
治
体

を
構
成
す
る
に
充
分
な
成
員
で
は
な
く
、
そ
う
な
る
資
絡
を
も
た
な
い
。

ま
た
第
二
に
、
労
働
者
階
級
の
成
員
は
充
分
に
合
理
的
な
生
活
を
し
て
い

な
い
し
、
で
き
も
し
な
い
。
」

こ
こ
で
も
、
著
者
は
三
つ
の
自
然
状
態
を
比
較
す
る
。
ロ
ッ
ク
の
初
期

の
自
然
状
態
に
お
い
て
は
階
級
分
解
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
各
人
は
平
等

に
自
然
権

E
Z
H己
E
R
E
を
も
ち
合
理
性

z
t
o
E】
同
与
を
も
っ
て
い

た
の
だ
が
、
財
産
論
で
私
有
財
産
の
不
平
等
が
発
生
す
る
と
、
自
然
権
や

合
理
性
に
階
級
的
区
分
が
生
ず
る
ロ
し
か
も
、
こ
の
第
二
次
の
自
然
状
態

へ
の
移
行
は
、
ロ
ッ
グ
の
所
有
的
個
人
主
義
の
混
乱
で
は
な
〈
て
、
そ
の

本
質
で
あ
り
、
各
個
人
が
労
働
の
唯
一
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
が
、
平
等

な
個
人
を
二
つ
の
階
級
に
分
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
階
級
分

解
の
ま
ま
市
民
社
会
に
入
る
と
、
賃
労
働
者
階
蔽
は
政
治
に
参
加
す
る
権



利
壱
も
た
な
い
@
と
い
う
よ
り
は
、
「
人
々
が
結
合
し
て
国
家
を
つ
く
り
、

統
治
に
服
す
る
こ
と
の
大
き
な
主
な
目
的
は
、
そ
の
所
有
の
保
#
と
い
う

と
と
」
で
あ
り
.
そ
の
所
有
が
財
産
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
労
働
者
階
級
が

市
民
社
会
に
入
る
べ
き
資
格
す
ら
持
ち
う
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。

よ
し
、
か
れ
ら
が
労
働
力
の
所
有
者
と
し
て
市
民
社
会
の
成
員
と
な
り
え

て
も
、
有
産
者
陪
級
と
同
様
に
そ
の
政
治
的
権
利
を
保
持
し
え
な
い
。
著

者
は
ロ
ヴ
グ
が
労
働
者
階
級
に
革
命
権
を
み
と
め
て
い
な
い
と
し
て
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
だ
れ
が
革
命
権
を
も
ち
う
る
か
は
、
ロ
ァ
ク
に
と

っ
て
決
定
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ロ
ザ
ク
は
望
ま
し
か
ら
さ
る
政
府

を
解
体
さ
せ
る
権
利
を
行
使
す
る
他
の
点
法
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
た

め
に
、
革
命
権
と
い
う
こ
、
と
が
ロ
ッ
ク
に
ー
と
っ
て
市
民
の
資
格
を
決
定
す

る
唯
一
の
有
効
な
基
準
で
あ
る
。
ロ
ァ
ク
は
寸
統
治
論
』
の
な
か
で
ち
数

者
の
革
命
権
を
主
彊
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
労
働
者
階
頑
が
革
命

権
を
も
ち
う
る
と
考
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ロ
ヴ
タ
に
と
っ

て
労
働
者
階
級
は
政
治
体
の
完
全
な
構
成
部
分
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、

国
政
の
対
象
で
あ
り
仔
政
の
対
象
で
あ
っ

b
e」
浮
浪
者
を
ふ
く
め
て
労

働
者
晴
級
は
、
十
七
世
紀
の
重
商
主
義
国
家
に
と
っ
て
授
産
所
や
苦
汗
努

働
施
設
に
入
れ
る
べ
き
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
ロ
y

ク
も
そ
の
例

外
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ロ
ザ
ク
の
市
民
社
会
に
お
い
て
完
全
な
市
民
権
を
も
ち
う
る
の
は
有
産

者
階
級
だ
け
で
あ
っ
た
ロ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
者
階
扱
は
合
理
性

壱
も
み
と
め
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
n

自
然
状
態
の
初
期
の
段
階
で
は

書
マタ
7

7

1

ソ
ソ
「
所
有
的
個
人
主
義
的
政
治
論
』

各
人
は
す
べ
て
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
資
本
蓄
積
が
お

こ
な
わ
れ
て
く
る
と
、
合
理
性
は
蓄
積
し
う
る
人
に
の
み
可
能
と
な
り
、

し
た
が
っ
て
蓄
積
し
え
な
い
人
は
非
合
理
的
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
自
然
状
態
の
第
二
段
階
に
お
い
て
は
、
土
地
を
残
さ
れ
て
い
な
い
人
々

は
本
来
の
意
味
で
勤
勉
で
合
理
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
か
れ
ら
は
自
己
の

利
益
の
た
め
仁
土
地
壱
専
有
し
改
良
す
る

l
lこ
の
ご
と
が
本
来
、
合
理

的
行
為
の
本
質
で
あ
っ
た
|
|
こ
と
が
で
き
な
い
。
・
こ
の
段
階
で
は
、

占
有
は
〈
だ
れ
か
の
)
労
働
を
含
む
け
れ
ど
も
、
信
樹
は
占
有
を
ふ
〈
ま

な
い
。
こ
の
点
で
、
自
分
と
自
分
の
家
族
の
た
め
の
消
費
財
の
充
分
な
供

給
を
ま
か
な
う
た
め
に
用
い
ら
れ
う
る
よ
り
以
上
目
土
地
を
占
有
す
る
こ

と
折
、
道
徳
的
か
っ
便
宜
的
立
場
か
ら
し
て
合
理
的
と
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
資
本
と
し
て
使
用
す
る
土
地
を
占
有
F
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
り
、

そ
れ
は
他
人
の
労
働
、
つ
ま
り
自
己
の
土
地
を
持
た
な
い
人
々
の
労
働
が

も
た
ら
す
剰
余
生
産
物
の
占
有
を
ふ
く
む
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

労
働
左
占
有
と
が
分
離
す
る
点
に
い
た
る
や
、
合
理
性
は
労
働
よ
り
も
占

有
と
一
致
す
る
。
」

労
働
者
階
殺
が
所
有
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
合
理
性
か
ら
も
排

除
さ
れ
る
と
い
う
μ

ッ
ク
の
考
え
方
は
、
単
に
経
済
生
活
だ
け
の
問
題
で

は
な
か
っ
た
。
著
者
は
ロ
ッ
ク
が
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
宗
教
や
道
徳
生

活
に
ま
で
こ
の
考
え
方
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
し
て
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
合

理
性
』
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
ょ
う
。
「
労
働
者
階
級
は

超
自
然
的
な
処
罰
な
し
に
は
、
合
理
主
義
的
倫
理
に
従
う
こ
と
は
で
き
な

第
九
十
四
番

五

第
三
号

七
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ソ
ン
『
所
有
的
個
人
主
義
の
政
治
桶
』

ぃ
。
ロ
ヅ
グ
は
罰
則
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
み
で
あ
Z
。

ロ
ッ
ク
の
す
す
め
る
単
純
な
条
項
は
道
徳
的
法
則
で
は
な
く
て
、
信
仰
箇

条
で
あ
る
ロ
そ
れ
ら
は
信
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
信
仰
の
み

が
必
要
な
す
ベ
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
信
仰
こ
そ
が
福
音
の
道
徳
的

法
則
壱
強
制
的
命
令
に
変
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ロ
少
タ
の
問
題

は
、
単
に
信
仰
の
で
き
る
一
般
民
衆
の
経
験
に
直
接
訴
え
る
よ
う
に
、
信

仰
筒
条
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
」
信
仰
に
よ
る
強
制
に
よ
っ
て
個
人
の
行

為
を
拘
束
す
る
の
は
、
つ
害
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

人
類
の
大
部
分
は
、
こ
と
に
「
手
か
ら
口
、
」
の
非
活
を
し
て
い
る
労
働

者
階
級
は
自
然
法
を
自
分
で
発
見
し
、
そ
れ
に
従
う
能
力
を
も
ち
え
な
い

と
の
判
断
が
、
ロ
ッ
ク
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
市
民
社
会
に
お
い
て
は
「
勤
勉
で
あ
り
理
性
的
で
あ
る
こ

と

E
ι
E可
E
S
E
-
E台
。
ロ
巴
」
と
「
喧
嘩
ず
き
で
あ
り
争
い
や
す
い

こ
と
官
民

R
r
o日
自
仏

B
ロ
耳
目
tEω
」
と
の
自
然
的
区
別
が
そ
の
ま

ま
で
社
会
階
般
の
区
別
と
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
自
己
の
勤
勉
に
よ
っ

て
土
地
を
無
制
限
に
私
有
し
、
と
れ
を
資
本
と
し
て
蓄
積
す
る
人
間
こ
そ

が
権
利
壱
も
ち
合
理
的
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
ロ
ヅ
ク
の
自
然
法
は
こ
う

し
た
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
合
理
化
で
あ
る
と
、
著
者
は
い
う
の
で
あ

4
6
0
 ω

冨
R
U
F
m目
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自
然
状
態
と
市
民
社
会
の
二
義
性

ロ
ッ
ク
の
人
間
保
は
普
通
、
本
質
的
に
理
性
的

τあ
り
、
社
会
的
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
理
性
的
だ
と
い
う
の
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て

人
聞
が
啓
示
の
助
け
な
し
に
理
性
で
知
ら
れ
る
自
然
法
に
よ
っ
て
生
き
る

か
ら
で
あ
り
、
社
会
的
と
い
う
の
は
、
主
権
に
よ
る
法
の
規
制
な
し
に
自

然
法
に
よ
っ
て
生
活
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
Y

ク
の
人
同
の
，
本
性
に
関
す
る
見
方
は
、
は
フ
き
り
と
ホ
ッ
プ
ズ
の
そ
れ
4

ち
が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
ロ
ッ
グ
に
は
ホ
ヅ
プ
ズ
ー
と

同
じ
〈
感
性
的
欲
求
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
人
間
も
同
時
に
購
認
さ
れ
て

は
い
る
。
人
聞
の
欲
求
は
き
わ
め
て
強
い
の
で
、
「
も
し
欲
求
が
働
ら
く

ま
ま
に
委
ね
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
聞
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
を
ひ
つ
く
り
か
え

し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」
ロ
ッ
ク
の
特
色
は
、
こ
の
欲
求
彩
、
主
権
を
設

定
せ
ず
し
て
自
ら
の
力
で
規
制
し
う
る
と
考
え
る
点
に
あ
る
ロ
こ
の
よ
う

に
人
間
性
壱
規
定
す
る
と
、
自
然
状
態
は
す
べ
て
平
和
で
あ
っ
て
、
戦
争
・

状
態
の
発
生
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
、
例
外
的
に
し
ろ
、
ロ
ヲ
ク
の
自
然
状
態
の
な
か

に
自
然
法
に
従
わ
な
い
若
干
の
人
聞
が
お
り
、
自
然
状
態
壱
た
え
ず
不
安



定
に
し
て
い
る
。
い
や
、
自
然
法
の
侵
犯
者
は
け
っ
し
て
少
数
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
で
合
理
的
た
る
べ
ぎ
自
然
状
態
を
拾
て
て
市
民
社
会

に
入
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
い
う
。
「
す
べ
て
の
人
が
か
れ
と
同
様
に

主
様
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が
か
れ
と
平
等
で
、
し
か
も
た
い
て
い
の
人

が
公
正
と
正
義
と
を
政
密
に
守
ろ
う
と
し
な
い
の
で
、
自
然
状
態
で
の
所

有
の
享
受
は
き
わ
め
て
不
安
定
、
不
確
実
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
か
れ
は
、

い
か
に
自
由
で
あ
ろ
う
と
も
、
恐
怖
と
た
え
ぎ
る
危
険
に
み
ち
み
ち
て
い

る
こ
の
状
態
壱
捨
て
よ
う
と
す
る
じ
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ヴ
グ
叩
自

然
状
態
は
理
性
的
状
態
と
戦
争
状
態
と
が
共
存
す
る
こ
と
に
な
り
は
じ
ま

』
旬
、
鴨
川
付ロ

ヅ
ク
の
自
然
状
態
の
人
間
像
は
、
こ
の
よ
う
に
合
理
的
で
あ
る
と
と

も
に
合
理
的
で
な
い
止
す
れ
ば
、
こ
の
二
義
性
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ

う
か
ω

著
者
は
と
の
こ
義
性
に
関
す
る
諸
説
を
検
討
し
た
あ
と
で
、
再
び

先
の
階
級
的
差
別
の
概
念
を
引
き
合
い
に
出
し
て
自
説
を
展
開
す
る
“

「
ロ
ヲ
ク
が
人
間
性
に
関
し
て
二
つ
の
立
場
を
と
り
え
た
の
は
、
同
時
に

二
つ
の
社
会
概
念
を
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
平
等
な
無
差
別

な
人
聞
か
ら
な
る
社
会
の
概
念
で
あ
り
、
他
は
合
理
性
の
水
準
に
異
っ
た

三
つ
の
階
級
l
l
Lす
な
わ
ち
、
勤
勉
で
あ
り
合
理
的
な
有
産
者
と
、
蓄
積

の
た
め
に
で
は
な
く
、
単
に
生
活
の
た
め
に
の
み
働
く
労
働
者
と
ー
ー
か

ら
な
る
社
会
の
概
念
で
あ
る
。
」
ロ
ッ
グ
は
そ
の
自
然
状
態
の
な
か
で
、

一
方
で
は
プ
ザ
カ
ー
の
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
法
概
念
に
し
た
が

っ
て
、
人
間
が
平
等
な
権
利
を
も
っ
理
性
的
主
体
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
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寸
貨
幣
の
発
生
に
よ
っ
て
こ
の
段
階
そ
越
え
て
資
本
の
蓄
積
が
お
こ
な
わ

れ
る
と
、
生
産
関
係
の
不
平
等
が
生
ず
る
階
叡
状
態
に
合
法
性
を
み
と
め

た
。
貧
民
と
所
有
者
と
の
聞
に
は
、
人
n
理
性
の
差
異
が
生
ず
る
。
こ
の
差

異
が
ロ
ザ
ク
に
お
け
る
人
聞
の
本
性
の
二
義
性
壱
・
つ
つ
し
だ
し
て
い
る
と
、

著
者
は
い
う
の
で
あ
る
。
所
有
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
同
時
に
理
性
が

ら
も
疎
外
さ
れ
る
。
「
士
一
部
分
の
人
問
は
到
性
の
訟
に
よ
っ
て
も
制
裁
な

し
で
は
自
己
の
生
活
を
指
導
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
‘
法
的
制
裁
を
も

っ
市
民
社
会
(
お
よ
び
精
神
的
制
裁
を
も
っ
教
会
)
が
、
生
活
の
秩
序
立

て
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ロ
こ
の
よ
う
な
制
裁
な
し
に
、
つ
ま
り

自
然
状
態
の
中
で
は
平
和
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
h
o」
こ
の
よ
う
な
自
然

状
態
の
理
解
は
、
実
に
ロ
y

ク
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
社
会
概
念
に
由
来
す
る

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
義
性
は
、
ロ
ッ
グ
の
市
民
社
会
像
的
出
で
一
そ
う
は

っ
き
り
あ
ら
わ
れ
る
。
ロ
y

ク
は
市
民
社
会
の
保
護
す
べ
き
所
有
権
を
、

「
生
命
・
自
由
お
よ
び
財
産
」
と
し
、
他
方
で
「
単
な
る
財
貨
と
土
地
」

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
が
社
会
契
約
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
も
し
、
後
者
だ
と
す
れ
ば
、
保
護
さ
る
べ
き
財
産
を
も
た
由
労
働

者
階
級
は
市
民
社
会
の
成
員
と
し
て
充
分
の
資
格
を
も
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

著
者
は
L

の
ば
あ
い
に
も
、
土
地
所
有
者
と
非
所
有
者
に
分
け
て
、
非
所

有
者
は
被
統
治
の
対
象
と
な
り
え
て
も
、
支
配
す
る
階
級
は
土
地
所
有
者

に
か
ず
chら
れ
る
、
と
理
解
す
る
と
い
う
の
は
、
市
民
社
会
で
完
全
な
市
民

権
(
参
政
権
〉
を
も
つ
も
の
は
、
ロ
ヴ
ク
で
は
土
地
所
有
者
で
あ
る
合
理
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的
能
力
を
も
っ
有
産
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
が

市
民
社
会
に
入
る
同
ャ
事
セ
明
白
な
同
意

Z
官。

ω
ω
2
5
3仲
と
陪
黙
の

同
意
に
分
け
、
「
明
自
な
同
意
に
よ
っ
て
あ
る
国
家
に
加
入
す
る
と
考
え

ら
れ
る
人
々
は
た
だ
、
あ
る
財
産
権
を
も
ワ
人
々
で
あ
h
」
と
す
る
こ
と

か
ら
も
、
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
ロ
y

ク
の
政
治
思
想
の
二
義
牲
の
な
か
に
は
、

あ
る
人
の
個
性
が
完
全
と
な
る
た
め
に
他
人
の
個
性
を
収
奪
す
る
と
い
う

個
人
主
義
の
矛
陪
が
み
ら
れ
は
し
な
い
か
。
ロ
ザ
グ
が
擁
護
し
た
個
人
主

義
は
、
同
時
に
そ
の
個
人
主
義
の
否
定
で
あ
り
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ッ
ク

は
こ
れ
壱
志
識
で
き
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
が
十
七
附
紀

8
 

の
個
人
主
義
の
悲
劇
だ
っ
た
の
で
あ
る
e

ω
H
o
n
w
p
同
白
号

3
2
3
5
h
言
語

E

E
号
3
E諸
島
語
、

w
w

目
、

n
r
p
m
H
M

川

w
p
E
見
守
電
号
会
副
阿
国
国
郭
出
一

O
五
へ

l
ジ
。

ω
宮
山
nuvo目。
F
聖
子
u
・
2
u

仲

H
O町
、
.
、
℃
出
品
。

同

w
p
N
F
b
E匂

川

w
h
~
V
E
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-
M
Y
N⑦
N
・

五

資
本
主
義
的
、
余
り
に
も
資
本
王
義
的

な
ロ
ッ
グ
解
釈

著
者
は
こ
の
あ
と
で
、
さ
ら
に
株
式
会
社
的
問
家
論
、
多
数
決
原
引
と

第
九
四
九
]

第

号
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財
産
権
、
個
人
的
同
意
と
多
数
的
同
意
と
の
等
陸
、
個
人
主
裁
と
集
団
主

義
、
立
憲
主
義
な
ど
の
各
問
題
別
に
ご
く
簡
単
に
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
の
べ

て
い
る
が
、
著
者
の
基
本
的
な
ロ
ッ
ク
像
は
ほ
ぼ
以
上
C
以
く
さ
れ
て
い

る
。
す
で
に
、
こ
れ
ま
で
の
と
己
ろ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
著
者

は
ロ
ヴ
ク
の
政
治
論
こ
と
に
所
唱
権
理
論
の
な
か
に
、
資
本
王
義
体
制
を

支
え
る
ブ
ル
ジ
虫
ワ
的
個
人
主
義
の
持
つ
問
題
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
狙
い

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
自
然
状
態
を
二
つ
の
段
階
に
分
け
、
貨
幣
の
出

現
後
の
階
級
分
解
に
考
察
の
焦
点
を
あ
て
て
、
平
等
で
合
理
的
な
権
利
主

体
が
、
所
有
者
と
非
所
有
者
と
に
分
裂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
等
な
権

利
と
合
型
性
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
ヲ
る
か
、
そ
し
て
こ
れ
が
い
か
に
資

本
主
義
社
会
の
体
制
に
迎
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
壱
し
め
し
た
。
こ
の
ば

あ
い
、
著
者
は
本
源
的
な
個
人
の
自
然
権
の
考
え
方
か
ら
、
後
の
権
利
の

不
平
等
に
い
た
る
過
程
を
内
在
的
に
追
求
し
、
人
と
物
と
の
権
利
、
つ
ま

り
悩
人
の
身
体
か
ら
労
働
を
と
お
し

C
財
産
権
を
昨
定
し
、
こ
の
財
産
が

物
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
非
所
有
者
の
側
で
労
働
も
物
と
し

て
談
波
さ
れ
る
過
程
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
自
然
法
思
想
に
疎
外
の

山
初

i
1端
初
で
あ
ゥ
て
、
政
外
の
本
質
で
は
な
い
、
球
外
の
本
質
は
寸

九
刊
紀
の
へ

l
ゲ
ル
升
一
乱
法
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
ー
ー
を
み
て
い
て
、

興
味
あ
る
考
え
方
で
あ
る
ロ
し
か
も
、
ロ
ッ
ク
が
有
産
者
の
権
利
思
想
で

あ
っ
て
、
吋
ヮ
し
て
非
所
有
者
の
梓
利
を
縦
護
す
る
払
の
で
は
な
い
こ
と

も
、
ご
田
で
は
た
し
か
に
承
認
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

だ
が
吋
著
者
の
戸
ツ
ク
像
は
資
本
主
義
的
な
、
余
り
に
も
資
本
主
義
的



な
そ
れ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
以
後
の
資
本
主
義
社
会
の

矛
府
を
、
そ
の
ま
ま
戸
ヴ
ク
の
政
治
思
旭
に
も
ち
こ
み
、
こ
れ
で
断
持
す

る
こ
と
は
ロ
y

ク
の
歴
史
性
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
著
者
の

い
う
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
惜
別
論
が
そ
の
自
然
法
思
加
を
件
色
ず
け

て
お
り
、
貨
幣
の
導
入
に
よ
る
生
産
力
の
発
展
と
生
産
関
係
の
不
正
等
が

プ
ル
ジ
ョ
ワ
思
部
へ
の
道
を
聞
い
た
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
と
れ
が
プ
ッ
カ
ー
の
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
を
乗

り
こ
え
さ
せ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ロ
サ
タ
の
力
点
は
自

然
状
態
の
中
に
土
地
所
有
者
と
非
所
有
者
と
の
附
級
対
古
を
み
る
こ
と
に

は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
沼
働
に
よ
る
所
有
権
の
確
立
を
、
し
た
が

↓
っ
て
分
裂
す
る
以
前
の
独
立
生
産
者
層
の
自
然
権
の
確
ホ
壱
主
張
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
み
る
方
が
王
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
著
者
は
身
体
と

自
由
、
そ
れ
に
財
貨
と
土
地
と
い
う
よ
う
に
人
と
物
と
の
所
有
の
分
裂
を

あ
げ
て
い
る
が
、
わ
た
し
は
ロ
マ
ク
で
は
切
り
は
な
し
が
た
く
結
び
つ
い

て
い
る
、
と
考
え
る
。
と
の
結
骨
が
ロ
7

ク
の
本
質
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

で
は
著
者
も
戸
ァ
ク
の
所
有
概
念
の
二
義
性

P
E
E
m
E
q
と
主
張
す
る

が
、
わ
た
し
は
著
者
の
よ
う
に
ご
れ
壱
現
代
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
個
人
主
義
の

概
念
で
分
裂
さ
せ
は
し
な
い
。
そ
の
方
が
近
代
的
プ
ル
ジ
ョ
ワ
思
想
と
し

て
す
っ
き
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
し
は
こ
の
あ
い
ま
い
さ
こ
そ

ロ
ッ
ク
思
想
の
本
質
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
十
七
世
紀
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
思
想

の
歴
史
的
生
命
が
脈
う
っ
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
な
か
で
は
、

古
い
も
の
あ
る
い
は
木
成
熟
な
も
の
が
し
ば
し
ば
大
き
い
役
割
を
果
し
て
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い
る
。
こ
の
珂
を
一
許
価
し
な
い
な
ら
ば
、
十
八
世
紀
の
急
進
的
小
プ
ル
ジ

コ
ワ
思
想
へ
と
継
承
さ
れ
る
ロ
ザ
ク
は
、
消
え
去
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

品。
そ
れ
と
と
も
に
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
著
者
が
ロ
グ
グ
の
労
働
者

観
を
そ
の
ま
ま
現
代
プ
ル
ジ
日
ワ
思
想
の
な
か
の
労
働
制
と
混
同
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
ロ
ッ
グ
が
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
語
る

こ
と
が
サ
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
そ
れ
を
引
き
出
す
た
め
に
、
『
利
子
-

貨
幣
論
L

や
「
キ
リ
ス
ト
教
の
合
理
性
」
を
無
理
し
て
援
用
し
て
い
る
。

し
か
し
門
統
治
論
』
で
説
か
れ
る
労
働
者
は
、
下
僕
で
あ
り
、
目
仰
い
労

働
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
直
ち
に
近
代
プ
ロ
レ
タ
り
ア
l
ト
と
等
置
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ァ
ク
に
は
た
し
か
に
重
商
主
義
的
な
労
働
者
観
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
無
視
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
十
七

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
史
が
イ
九
世
紀
の
産
業
革
命
と
同
じ
程
度
に
、
労
働
者

問
題
を
提
起
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
歴
史
的
対
立
や
有
産
者
対
労

働
者
と
は
ち
が
っ
た
次
一
ん
に
移
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
か
に
現
代
的
立
場
で
、
過
去
の
思
想
を
切
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は

歴
史
性
を
媒
介
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
理
論
か
ら
な
ん
の
遺
産
を
も
受
け
つ
ぐ
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
ロ
ザ
ク
像
が
一
面
で
破
産
し
て
い
る
こ
と

が
、
何
よ
か
り
も
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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