
章
柄
麟
の
民
族
思
想
（
中
）

小
　
　
野
　
　
川
　
　
秀
　
、
美

’

ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
に
努
め
た
。
國
民
報
は
四
期
を
出
し
た
の
み
で
、
七
・
八
ヶ
月
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
停
刊
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
留
學
界
が
民
族
主
義
を
唱
え
た
雑
誌
．

　
　
　
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
義
和
團
の
齪
前
後
に
於
て
、
章
柄
…
麟
は
排
　
　
の
噛
矢
で
あ
る
ど
云
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
革
命
仇
満
を
唱
え
る
秦
　
　
「
，

　
　
満
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
。
そ
し
て
一
九
〇
一
年
追
求
の
手
を
新
教
　
　
力
山
と
交
っ
て
そ
の
同
志
と
近
し
く
し
、
孫
文
と
も
相
往
來
し
た
こ
　
3
9

　
　h
の
宣
教
師
が
讐
す
る
蘇
州
の
東
呉
大
學
蓮
け
・
更
に
翌
九
。
と
は
・
章
鑛
宅
て
享
ま
す
そ
の
排
満
の
念
姦
化
せ
し
め
た
一

　
　
〇
二
年
の
春
日
本
に
亡
命
し
て
い
る
。
當
時
新
教
派
の
宣
教
師
は
、
　
　
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
秦
力
山
と
の
交
友
關
係
が
母
胎
と
な
っ
て
、

　
　
噸
般
に
改
革
及
び
革
命
の
同
情
者
に
し
て
か
つ
庇
護
者
で
あ
っ
た
。
　
　
　
一
九
〇
二
年
支
那
亡
國
二
百
四
十
二
年
紀
念
會
が
東
京
に
嚢
起
さ
れ

　
　
章
柄
麟
は
日
本
に
於
て
、
唐
才
常
の
攣
に
敗
れ
て
亡
命
し
て
い
た
秦
　
　
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
支
那
亡
國
紀
念
會
は
、
「
種
族
革
命
を
鼓

　
　
力
山
と
交
り
、
ま
た
孫
文
と
も
し
ば
し
ば
相
往
來
し
た
よ
う
で
あ
る
。
　
吹
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
ま
づ
世
人
の
歴
史
観
念
を
振
起
し
な
け
れ

　
　
秦
力
山
は
義
和
團
の
首
領
に
遊
読
し
て
、
扶
清
滅
洋
の
口
號
を
革
命
　
　
ば
な
ら
な
い
し
と
し
て
、
三
月
十
九
日
明
の
崇
頑
帝
の
忌
日
を
期
し
、
　
、

　
　
排
満
に
改
め
し
め
よ
う
と
し
て
成
ら
す
、
唐
才
常
の
自
立
軍
に
投
じ
　
　
大
規
模
な
紀
念
會
を
學
行
し
て
、
留
學
界
を
し
て
観
感
す
る
と
こ
ろ

　
　
た
も
の
で
、
日
本
に
亡
命
し
て
か
ら
は
、
一
九
〇
一
年
五
月
同
志
と
　
　
あ
ら
し
む
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
章
嫡
麟
の
提
議
に
基
い
て
、
爽
起
さ

エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ポ

2
0
@
國
民
報
を
創
刊
し
て
、
「
革
命
仇
満
の
二
大
主
義
を
宣
揚
す
る
し
こ
と
　
　
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
宣
言
書
は
章
嫡
麟
の
起
草
に
か
か
る
。



0
2
@
・
革
命
逸
史
初
集
、
暴
力
山
事
略
」
．
「
沈
雲
翔
事
略
」
．
「
東
京
國
民
報
」
．
　
に
し
か
就
き
得
な
い
境
遇
に
あ
り
な
が
ら
、
政
椹
に
参
與
し
よ
う
と

2
　
．
東
京
國
民
報
霊
」
の
諸
條
を
参
照
。
　
　
　
　
し
・
醜
逡
の
満
人
を
制
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
に
・
西
洋
人
を

　
　
　
　
藁
章
氏
叢
書
文
録
二
で
は
、
中
夏
亡
國
二
百
四
十
年
紀
念
書
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
る
が
・
も
と
は
支
那
亡
國
二
百
四
＋
二
年
紀
念
會
で
あ
っ
た
こ
と
・
革
　
　
禦
こ
う
と
す
る
と
談
り
、
或
は
民
族
の
差
別
を
云
わ
な
い
大
同
を
誠
、

　
　
　
　
　
命
蓮
史
初
集
「
章
太
炎
與
支
那
亡
國
紀
念
會
」
の
條
を
見
よ
。
　
　
　
　
　
刺
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
康
有
爲
一
派
の
立
憲
論
者
に
梱
到

　
　
　
支
那
亡
國
紀
念
會
の
宣
言
書
は
、
要
す
る
に
明
の
滅
亡
を
紀
念
す
　
　
す
る
攻
撃
と
解
し
て
差
支
え
な
い
。
要
は
種
源
に
湖
う
て
民
族
を
辮

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
朝
に
封
す
る
漢
人
の
民
族
的
な
敵
廠
心
を
高
　
　
朋
す
る
こ
と
が
、
第
二
義
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
め
よ
う
と
す
る
鮎
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
　
「
明
柞
す
で
に
移
う
て
、
炎
　
　
　
支
那
亡
國
紀
念
式
は
三
月
十
九
日
上
野
の
精
養
軒
で
墨
行
さ
れ
る

　
　
黄
姫
漢
の
邦
族
も
ま
た
よ
っ
て
滅
び
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
我
が
國
家
　
　
筈
の
と
こ
ろ
、
清
國
公
使
の
要
講
に
基
い
て
、
開
會
は
禁
止
さ
れ
、

　
　
を
穀
つ
も
の
は
敏
米
を
待
つ
ま
で
も
な
い
」
と
、
漢
族
は
欧
米
を
待
つ
　
　
参
會
者
は
解
散
せ
し
め
ら
れ
た
。
留
學
生
め
参
列
を
申
し
込
み
會
に
　
「

　
　
ま
で
も
な
く
、
明
朝
と
共
に
滅
亡
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
從
　
　
赴
く
も
の
は
藪
百
人
に
達
し
た
。
當
局
の
禁
止
に
も
拘
わ
ら
す
、
「
こ
　
如

　
　
っ
て
中
國
の
猫
妾
何
を
裸
て
も
先
決
の
箋
で
あ
り
、
王
盤
の
舞
各
省
の
墨
生
量
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
く
・
そ
の
後
一

　
　
の
読
く
、
「
義
も
っ
て
自
ら
そ
の
倫
を
制
し
、
仁
も
っ
て
自
ら
そ
の
類
　
　
留
學
生
の
間
に
愛
國
團
体
が
紛
起
し
た
の
は
、
す
な
わ
ち
亡
國
紀
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　
　
　
を

　
　
を
愛
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
仁
義
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
　
　
會
に
導
源
す
る
L
と
云
わ
れ
て
匝
る
。
恰
も
一
八
九
五
年
康
有
爲
に

　
　
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
こ
の
宣
言
書
に
於
て
注
　
　
よ
り
北
京
に
創
立
さ
れ
た
強
學
會
が
、
以
後
相
縫
い
で
起
る
學
會
の

　
　
意
さ
れ
る
鮎
は
、
康
有
爲
派
に
封
す
る
と
思
わ
れ
る
批
判
が
含
ま
れ
　
　
先
騙
を
な
し
て
、
攣
法
の
氣
運
を
高
め
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
役
割
を
、

　
　
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
鞭
篁
こ
れ
冤
れ
す
し
て
政
権
に
参
與
せ
ん
　
　
一
九
〇
二
年
東
京
に
嚢
起
さ
れ
た
支
那
亡
國
紀
念
會
に
求
め
て
よ
く

　
　
と
欲
し
、
小
醜
こ
れ
制
せ
す
し
て
哲
族
を
拝
禦
せ
ん
こ
と
を
期
す
」
　
　
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
留
學
生
の
間
に
於
け
る
排
満
の
結
肚
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
マ

　
　
と
云
い
、
或
は
「
生
類
を
別
っ
て
大
同
を
箴
し
め
、
種
源
を
察
し
て
　
　
こ
れ
を
契
機
と
し
て
組
織
さ
れ
、
革
命
運
動
に
懊
を
打
ち
立
て
よ
う

　
　
　
　
　
エ
ラ

　
　
蒙
古
を
簡
ぶ
」
と
読
い
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
鞭
筆
の
下
賎
役
　
　
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
｝
九
〇
三
年
日
本
へ
の
留
學
生
の
派
造
を
停



　
　
止
し
て
、
革
命
の
邪
読
に
毒
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
き
よ
う
、
清
國
公
　
　
郷
容
と
愛
國
學
枇
に
會
い
、
こ
れ
に
南
京
か
ら
來
っ
た
章
行
嚴
を
加

　
覧
使
が
朝
廷
に
電
請
し
て
い
る
の
に
徴
し
て
も
、
當
時
の
留
學
界
の
一
　
　
え
て
、
四
者
兄
弟
の
交
を
結
ん
だ
。
張
纏
．
．
郷
容
は
何
れ
も
日
本
へ

　
　
面
の
風
潮
は
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
の
留
學
生
で
あ
る
が
、
｝
九
〇
三
年
春
留
學
生
の
有
志
が
反
露
大
會

　
　
　
　
輩
命
逸
史
初
集
、
「
章
太
炎
事
略
」
五
五
頁
噂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
東
京
に
開
き
、
反
露
義
勇
隊
を
組
織
し
た
と
き
、
郷
容
は
大
會
襲

　
　
　
支
那
亡
國
紀
念
會
の
墨
行
に
失
敗
し
て
後
、
章
柄
麟
は
上
海
に
返
　
　
起
の
一
人
と
な
り
、
義
勇
除
の
隊
員
に
加
っ
た
。
義
勇
隊
は
清
國
公
　
　
、

　
　
り
・
察
元
増
等
の
設
立
に
か
か
る
愛
國
羅
に
参
加
し
た
。
愛
國
學
使
の
要
請
に
よ
．
簡
も
な
く
解
懲
し
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
た

　
　
肚
は
同
じ
く
藝
元
培
等
が
上
海
に
創
立
し
た
申
國
教
育
會
と
表
裏
の
　
　
ま
た
ま
張
縫
等
と
共
に
陸
軍
學
生
監
督
を
殴
り
、
そ
の
辮
髪
を
切
る

　
　
關
係
に
立
つ
も
の
で
甫
國
警
象
南
洋
公
學
の
退
學
筈
絵
名
こ
と
あ
．
て
、
後
讐
上
箆
響
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
章
行
嚴

　
　
の
請
を
納
れ
て
、
経
螢
と
授
業
の
援
助
を
與
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
　
　
は
南
京
陸
師
學
堂
を
退
學
し
て
や
愛
國
學
枇
に
投
じ
た
も
の
の
一
人
　
【

　
　
辮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
創
立
と
開
辮
の
時
期
は
、
中
國
教
育
會
が
　
で
、
後
間
も
な
く
蘇
報
の
主
筆
に
な
？
て
い
る
。
蘇
報
は
天
九
七
鉦

　
　
一
九
。
二
年
三
月
・
霞
軽
は
同
年
＋
月
の
頃
と
云
わ
れ
て
奄
年
呆
人
の
名
義
で
上
箆
創
刊
さ
れ
・
籍
團
の
撰
あ
る
中
國
一

　
　
申
國
教
育
會
は
中
國
に
適
す
る
教
科
書
の
編
訂
を
表
面
の
理
由
と
し
　
　
人
が
買
牧
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
憂
法
を
主
張
し
て
顔
る
讃
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
を
を

　
　
て
結
成
さ
れ
た
が
、
眞
意
は
革
命
の
鼓
吹
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
ま
た
　
　
者
に
漱
迎
さ
れ
た
」
が
、
一
九
〇
三
年
の
頃
に
ぱ
革
命
排
満
に
韓
じ

　
　
愛
國
學
肚
は
退
學
生
を
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
、
「
學
生
は
極
端
に
自
　
　
て
、
申
國
教
育
會
及
び
愛
國
學
肚
の
機
關
誌
の
観
セ
呈
し
た
。
蘇
報

　
　
由
で
診
り
」
、
教
師
と
學
生
と
は
共
に
「
革
命
を
高
談
し
て
、
放
言
忌
　
　
が
革
命
排
満
の
旗
幟
を
明
か
に
し
た
の
は
、
同
年
五
月
の
初
め
章
行

　
　
む
な
き
歌
態
」
に
あ
っ
た
。
か
つ
愛
國
學
祉
の
學
生
は
す
べ
て
中
國
　
　
嚴
が
主
筆
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
章
柄
麟
の
客
帝
篇
及
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
教
育
會
に
加
入
し
て
、
そ
の
會
員
と
な
っ
て
い
る
。
章
柄
麟
は
｝
九
　
　
び
郷
容
著
す
ど
こ
ろ
の
革
命
軍
に
封
す
る
章
柄
麟
の
序
丈
を
掲
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ぎ
ギ
を

　
　
〇
三
年
愛
國
學
肚
に
あ
っ
て
漢
交
を
講
じ
、
文
章
氣
節
を
も
っ
て
重
　
　
か
ら
後
、
毎
日
革
命
の
文
章
を
公
然
と
掲
載
し
た
と
云
わ
れ
る
。
都

ヨ
零
0@
き
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
き
に
日
本
か
ら
返
っ
た
張
纏
・
　
　
容
及
び
章
行
嚴
等
と
互
に
兄
弟
の
交
を
結
ん
だ
こ
と
は
、
や
が
て
章
゜



0
4
・
嫡
麟
・
郷
容
を
し
て
蘇
報
事
件
の
立
役
者
た
ら
し
め
る
機
縁
と
な
る
　
　
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

2
　
　
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
卜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢
革
命
軍
は
満
夷
猪
夏
始
末
記
第
七
編
「
革
命
先
聲
記
」
の
中
に
牧
め
ら

　
　
　
　
多
察
省
志
「
察
元
培
學
術
思
想
傳
記
」
五
一
－
二
頁
、
　
一
九
五
i
六
頁
、
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
四
〇
一
⊥
責
参
照
・
　
　
　
　
　
　
　
　
垂
命
逸
史
第
二
集
．
慕
軍
作
者
那
容
」
の
籍
は
、
愛
國
羅
に
入

　
　
　
　
嘉
響
一
空
↑
七
頁
及
び
革
命
逸
史
初
集
「
中
國
警
震
叢
學
　
　
ぞ
讐
な
く
し
て
革
命
軍
を
草
し
た
と
記
し
、
同
書
．
章
郷
ご
氏
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
藩
」
の
條
で
は
、
日
本
に
留
學
中
に
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
記
し
て

　
　
　
　
　
肚
」
の
條
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。

　
　
　
管
季
革
命
逸
史
初
集
、
「
陳
夢
坂
事
略
」
＝
一
〇
頁
。

　
　
　
葵
季
革
命
逸
史
第
三
集
、
「
呉
稚
暉
述
上
海
蘇
報
案
紀
事
」
一
七
四
頁
。
　
　
　
　
革
命
軍
の
も
つ
特
色
ば
、
革
命
の
禮
讃
と
排
満
の
意
向
が
強
く
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
革
命
は
天
演
の
公
例
で
あ
り
、
」
革
命

　
　

@
　
@
　
@
　
@
四@
　
」
　
9
　
　
　
は
世
界
の
翁
で
あ
り
、
革
命
は
存
を
雀
亡
峯
う
饗
時
代
の
一

　
　 @
郷
容
の
器
薯
は
、
皇
漢
援
亡
國
後
之
二
亘
ハ
＋
護
嚢
箋
で
あ
り
、
革
命
は
天
に
順
う
て
人
に
憲
す
る
も
の
で
あ
り
、
革
魂

　
　
卯
す
な
わ
ち
一
九
〇
三
年
三
月
の
自
序
が
あ
り
、
郷
容
十
九
歳
の
と
　
　
命
は
腐
敗
を
去
っ
て
良
善
を
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
革
命
は
野
螢
よ

　
　
き
の
作
で
あ
る
。
草
稿
は
恐
ら
く
日
本
に
留
學
の
間
に
ほ
ぼ
出
來
て
　
　
り
し
て
文
明
に
進
む
も
の
で
あ
り
、
革
命
は
奴
隷
を
除
い
て
主
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
を

　
　
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
或
は
上
海
で
書
か
れ
た
か
も
知
　
　
な
す
も
の
で
あ
る
と
は
、
そ
の
緒
論
の
｝
句
で
あ
る
。
腐
敗
・
野
轡
7

　
　
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
自
序
に
は
、
「
一
九
〇
二
年
に
海
外
に
遊
び
、
　
奴
隷
と
良
善
・
文
明
・
主
人
と
を
封
置
せ
し
め
、
そ
の
間
の
必
須
の

　
　
留
る
こ
と
一
周
年
、
達
人
名
家
の
言
の
謄
中
に
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
、
　
媒
介
と
し
て
革
命
を
考
え
て
い
る
。
そ
こ
に
革
命
を
天
演
の
公
例
．
－

　
　
及
び
思
想
に
納
得
の
い
か
な
い
黙
を
録
し
、
編
次
し
て
我
が
同
胞
に
　
　
世
界
の
公
理
で
あ
り
、
過
渡
時
代
の
要
義
で
あ
る
と
す
る
所
以
も
あ

　
　
報
す
」
と
あ
り
、
革
命
軍
の
思
想
が
日
本
に
留
學
申
の
所
産
で
あ
る
　
　
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
善
を
存
し
て
不
善
を
去
り
、
美
を
存
し
て
不
美
を

　
　
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
章
柄
麟
の
序
文
は
共
和
二
千
七
百
四
十
四
年
　
　
去
る
。
こ
の
去
存
の
一
微
識
が
す
な
わ
ち
革
命
の
旨
の
出
つ
る
と
こ

　
　
す
な
わ
ち
一
九
〇
三
年
四
月
に
書
か
れ
、
五
月
に
上
海
の
大
同
書
局
　
　
ろ
で
あ
る
」
と
云
う
の
も
う
同
じ
意
昧
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
從
0
て
　
　
㌔



　
　
革
命
は
軍
に
王
朝
の
交
．
代
で
あ
？
て
は
な
ら
な
い
。
秦
の
統
一
以
來
、
　
と
す
る
專
制
政
髄
」
の
打
破
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
異
族
に
支
配

　
　
「
そ
の
國
を
私
し
そ
の
民
を
゜
奴
と
す
る
專
制
政
礁
」
が
、
依
然
と
し
て
　
　
さ
れ
る
中
國
に
於
て
は
、
排
濫
…
も
ま
た
必
須
の
要
請
と
な
ら
ざ
る
を

　
　
縫
績
す
る
中
國
に
於
て
は
、
「
無
量
野
攣
の
革
命
」
は
あ
っ
て
も
、
文
　
　
得
な
い
。
革
命
と
排
満
と
は
、
二
者
一
艦
の
關
係
を
取
る
べ
き
で
あ

　
　
明
の
革
命
は
な
い
。
　
「
歴
代
民
賊
猫
夫
の
流
毒
」
あ
る
の
み
で
あ
る
。
　
ろ
う
。
　
「
数
千
年
種
々
の
專
制
政
睦
を
除
き
、
歎
千
年
種
々
の
奴
隷

　
　
庶
幾
す
ぺ
ぎ
は
「
丈
明
の
政
龍
・
文
明
の
革
命
」
で
あ
っ
て
、
「
ル
ソ
　
　
性
を
脱
し
、
五
百
萬
有
絵
の
披
毛
載
角
の
満
洲
族
を
蘇
し
、
二
百
六

　
　
ー
の
民
約
論
・
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
の
精
神
・
ミ
ル
の
自
由
論
・
　
　
十
年
残
惨
虐
酷
の
大
恥
辱
を
洗
い
つ
く
す
」
こ
と
に
、
革
命
の
目
的

　
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
・
ア
メ
リ
ヵ
濁
立
宣
言
等
の
書
を
得
て
、
こ
れ
を
　
　
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
郷
容
は
郷
里
四
川
に
お
る
頃
、
す
で

　
　
課
し
て
讃
む
こ
と
が
出
來
る
」
の
は
、
「
吾
が
同
胞
の
大
幸
で
は
な
い
　
　
に
「
発
舜
を
誘
り
周
孔
を
輕
し
と
し
て
、
忌
揮
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
　
・
°

　
　
ｩ
」
、
と
響
は
云
う
。
日
歪
墨
し
て
後
、
留
學
生
の
間
に
喧
傳
つ
た
、
と
云
わ
れ
る
。
呆
に
墨
し
て
後
、
西
洋
思
想
の
纏
を
一
．

　
　
さ
れ
て
い
た
西
洋
思
想
を
、
早
急
に
取
り
入
れ
た
歌
況
を
見
る
べ
き
　
　
受
け
て
、
革
命
の
も
つ
意
義
を
悟
る
と
共
に
、
す
で
に
萌
し
て
い
た
　
娼

－
で
あ
る
・
殊
に
珍
薯
れ
る
の
は
・
「
フ
ラ
ン
ス
゜
ア
メ
リ
カ
誘
の
專
制
に
摯
る
不
灌
、
そ
の
馨
藻
め
た
こ
と
恵
わ
れ
る
。
一

　
　
胚
胎
が
基
く
と
こ
ろ
」
ど
さ
れ
る
ル
ソ
ー
で
あ
る
。
　
「
ル
ソ
i
等
諸
　
　
ま
た
彼
が
何
時
頃
か
ら
排
満
の
念
を
抱
き
始
め
た
か
は
明
か
で
な
い
　
　
、

　
　
大
哲
の
懲
　
昊
義
を
起
死
回
生
の
霊
藥
゜
返
魂
還
魂
の
實
法
」
と
し
け
れ
ど
も
、
專
制
に
封
す
る
不
禦
高
ま
遊
つ
れ
て
藷
激
し
さ
の

　
　
て
、
こ
れ
を
中
國
に
移
植
す
る
と
共
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ナ
ポ
レ
オ
　
　
度
を
加
え
た
こ
と
は
、
疑
な
い
。

　
　
ン
を
革
命
猫
立
の
指
標
た
ら
し
め
よ
と
読
き
、
そ
し
て
「
革
命
々
々
、
　
　
　
菅
章
嫡
麟
「
郷
容
傳
」
、
文
録
ご
。

　
　
こ
れ
を
得
れ
ば
生
き
、
得
ざ
れ
ぱ
死
す
。
退
歩
す
る
な
か
れ
、
中
立
　
　
　
郷
容
の
排
満
は
強
烈
で
あ
る
。
今
日
何
の
た
め
に
革
命
す
る
か
、

　
　
す
る
な
か
れ
、
俳
徊
す
る
な
か
れ
。
今
そ
そ
の
時
、
今
そ
そ
の
時
で
　
　
そ
の
革
命
の
原
因
を
読
い
た
冒
頭
に
「
ま
つ
絶
叫
し
て
曰
く
」
、
「
不

　
　
あ
る
」
、
と
叫
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準
な
る
か
な
、
不
亭
な
る
か
な
。
中
國
の
最
も
不
亭
傷
心
惨
目
の
こ

　

2
0
@
　
郵
容
に
と
っ
て
、
革
命
の
眼
目
は
「
そ
の
國
を
私
し
そ
の
民
を
奴
　
　
と
は
、
狼
の
野
心
を
も
つ
遊
牧
の
賎
族
賊
満
洲
人
を
戴
い
て
君
と
す
　
　
「



謝
る
に
過
ぐ
る
は
な
い
L
と
。
そ
し
て
同
胞
が
富
貴
を
求
め
尾
を
振
．
読
く
の
で
あ
．
た
が
、
響
は
内
患
糞
族
の
董
そ
の
も
の
に
求

　
　
て
憐
み
を
乞
い
、
三
脆
九
叩
頭
し
て
自
恥
自
悟
を
知
ら
す
、
同
胞
に
　
、
め
る
。
排
満
が
第
一
義
で
あ
る
と
叫
ぶ
の
で
あ
を
。
西
洋
の
「
，
丈
明
．

　
　
自
主
性
な
く
、
國
家
意
識
な
く
、
民
族
意
識
な
く
、
自
立
性
な
き
を
　
　
人
」
と
野
比
し
て
、
清
朝
が
遊
牧
の
「
野
螢
人
」
の
出
で
あ
る
こ
と

　
　
哀
し
む
の
で
あ
？
た
。
從
っ
て
申
國
は
急
々
に
改
革
し
な
け
れ
ば
、
　
　
が
、
更
に
敵
魔
の
情
を
激
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
九
世

　
　
印
度
・
波
蘭
・
埃
及
の
後
塵
を
蹟
む
で
あ
ろ
う
、
と
攣
法
論
者
が
論
　
　
復
仇
の
義
を
張
り
、
十
年
血
戦
の
期
を
作
し
て
」
、
「
我
を
凌
辱
す
る

　
　
く
の
は
、
都
容
に
と
っ
て
問
題
と
な
ら
な
い
。
　
「
吾
は
す
で
に
賊
滞
　
　
賊
満
人
、
我
を
屡
制
す
る
賊
満
人
、
我
を
屠
殺
す
る
賊
満
人
、
我
を

　
　
入
の
波
蘭
・
印
度
と
な
り
、
賊
満
人
は
ま
た
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
．
門
　
姦
淫
す
る
賊
満
人
を
駆
逐
し
、
も
っ
て
我
が
聲
明
文
物
の
組
國
を
恢

　
　
　
ヘ

　
　
ロ
シ
ヤ
・
ア
メ
リ
カ
等
の
國
の
波
蘭
・
印
度
と
な
っ
て
い
る
」
か
ら
　
　
復
し
、
我
が
天
賦
の
権
利
を
牧
回
し
、
我
が
有
生
以
來
の
自
由
を
挽
　
　
゜

　
　
で
あ
る
。
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
．
フ
一
フ
ン
ス
等
の
「
直
接
亡
國
の
民
と
　
　
回
し
、
人
々
卒
等
の
幸
輻
を
捲
取
す
る
」
こ
と
を
、
同
胞
と
約
束
す
　
　
一

　
　
な
っ
て
も
、
満
洲
の
「
間
接
亡
國
の
民
と
は
な
り
た
く
な
い
」
、
「
我
　
　
る
の
で
あ
っ
た
。
郷
容
自
身
は
「
革
命
軍
申
馬
前
の
卒
」
と
構
し
、
　
、
磁

　
　
が
同
胞
斐
明
人
の
奴
隷
と
な
皐
し
て
・
こ
の
野
螢
人
奴
隷
の
奴
蓉
軍
の
一
前
兵
た
ら
ん
こ
と
を
公
　
一
・
し
て
い
る
。
　
　
　
一

　
　
隷
と
な
る
こ
と
を
偏
愛
す
る
の
が
判
ら
な
い
L
、
と
さ
へ
郷
容
は
云
う
。
　
　
こ
こ
に
看
取
さ
れ
る
も
の
は
、
°
満
洲
に
野
す
る
復
仇
主
義
で
あ
る
。

　
　
勿
論
こ
れ
は
激
し
て
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
近
人
に
は
、
外
侮
を
禦
ご
　
　
復
仇
主
義
は
當
時
の
急
進
論
者
の
間
に
一
傾
向
と
し
て
あ
り
、
む
し

　
　
う
と
す
る
に
は
ま
つ
内
患
を
清
め
よ
、
と
云
う
も
の
が
あ
る
が
、
「
賊
　
　
ろ
排
満
す
な
わ
ち
復
仇
と
見
徹
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
義
和
團

　
　
満
人
は
我
が
同
胞
の
公
敵
で
あ
り
公
讐
で
あ
る
。
二
百
六
十
飴
年
の
　
、
の
嵐
以
前
に
於
て
、
興
中
會
は
揚
州
十
日
記
・
嘉
定
屠
城
記
及
び
明

　
　
奴
隷
を
脱
す
る
こ
と
が
出
來
る
な
ら
ば
、
数
＋
年
の
奴
隷
は
論
す
る
　
　
夷
待
訪
録
か
ら
原
君
・
原
臣
の
二
篇
を
撰
録
し
た
も
の
を
、
宣
傳
物

　
　
ま
で
も
な
い
」
、
と
あ
る
場
合
に
は
述
べ
て
い
る
。
外
侮
を
禦
こ
う
と
　
　
と
し
て
配
布
し
て
い
た
。
前
の
二
書
は
清
の
初
め
満
洲
兵
が
揚
州
・

　
　
す
る
に
は
ま
つ
内
患
を
清
め
よ
と
は
、
攣
法
論
者
の
持
論
で
あ
る
。
　
　
嘉
定
を
殺
掠
し
た
女
第
を
記
し
た
も
の
で
、
満
洲
に
樹
す
る
漢
人
の

　
　
西
洋
に
封
抗
す
る
に
は
、
ま
つ
内
政
の
改
革
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
　
　
敵
憶
心
を
煽
る
た
め
に
配
布
さ
れ
た
に
淫
い
な
い
が
、
そ
こ
に
減
未



　
　
だ
復
仇
主
義
は
表
面
に
出
て
い
な
い
。
し
か
る
に
義
和
團
の
織
後
日
　
　
員
は
一
九
〇
〇
年
の
下
牛
期
か
ら
繹
書
彙
編
と
い
う
雑
誌
を
獲
行
し

　
　
本
に
來
た
留
學
生
の
間
に
は
、
公
然
と
復
仇
を
唱
え
る
も
の
が
現
わ
　
　
て
、
ル
ソ
ー
の
民
約
論
・
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
法
の
精
神
・
ミ
ル
の

　
　
れ
た
。
一
九
〇
一
年
五
月
秦
力
山
等
に
よ
っ
て
東
京
に
創
刊
さ
れ
た
　
　
自
由
論
．
ス
ペ
ン
サ
ー
の
代
議
政
体
論
の
翻
誰
を
期
を
逐
う
て
登
載

　
　
國
民
報
が
ま
れ
で
あ
っ
て
、
す
で
に
述
ぺ
た
如
く
、
「
革
命
仇
満
…
の
二
　
　
し
、
「
留
學
界
雑
誌
の
元
組
」
と
し
て
、
啓
蒙
的
な
役
割
を
果
し
た
。

　
　
大
主
義
を
宣
揚
す
る
L
こ
と
を
主
旨
と
し
て
い
る
。
も
と
も
と
國
民
　
　
し
か
る
に
急
進
派
は
更
に
そ
れ
を
超
え
て
國
民
報
を
創
刊
し
、
革
命

　
　
報
は
、
　
一
九
〇
〇
年
留
學
生
の
團
体
と
し
て
結
成
さ
れ
た
、
働
志
會
　
　
と
仇
満
の
二
大
主
義
を
標
樗
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
の
「
腐
敗
を
救
う
」
た
め
に
、
そ
の
急
進
分
子
が
國
民
會
を
組
織
し
　
　
　
　
曇
革
命
逸
史
初
集
、
「
励
志
會
奥
課
書
彙
編
」
九
九
頁
。

　
　
よ
う
と
し
て
、
そ
の
機
關
誌
と
し
て
獲
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
働
　
　
　
國
民
報
は
一
九
〇
戸
年
の
當
時
に
於
て
な
お
大
多
激
の
留
學
生
と

　
　
志
會
は
親
睦
團
禮
で
あ
っ
て
、
政
治
團
髄
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
　
華
僑
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
七
・
八
ヶ
　
一

　
・
そ
の
間
に
自
ら
急
進
と
穏
健
と
の
爾
派
の
封
立
を
生
じ
た
。
急
進
派
　
　
月
の
間
に
僅
か
に
四
期
を
出
し
た
の
み
で
、
資
金
不
足
の
た
め
に
停
　
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
に
は
唐
才
常
の
漢
口
の
攣
に
投
じ
て
難
に
殉
す
る
も
の
、
及
び
瞼
を
　
　
刊
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
急
進
と
穏
健
と
の
爾
派
の
封
立
は
、
　
　
．

　
　
脱
し
て
再
び
難
を
東
京
に
遜
け
る
も
の
が
あ
っ
た
。
秦
力
山
も
難
を
　
　
國
民
報
を
契
機
と
し
て
ま
す
ま
す
深
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
一
九
〇

　
　
避
け
た
｝
人
で
あ
っ
て
、
急
進
派
は
か
か
る
亡
命
者
を
中
核
と
す
る
　
　
二
年
の
冬
留
學
生
の
有
志
が
、
「
働
志
會
が
日
に
腐
敗
す
る
に
聴
み
」
、

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
急
進
的
と
な
り
、
穏
健
派
と
の
野
立
を
深
め
　
　
「
民
族
主
義
を
主
旨
と
し
、
破
壊
主
義
を
目
的
と
す
る
」
青
年
會
を
組

　
　
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
殊
に
一
九
〇
一
年
七
月
八
股
丈
を
慶
し
て
策
　
　
織
し
た
の
は
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
日
本
留
學
界
中
革

　
　
論
を
試
す
る
上
論
が
下
り
、
か
つ
留
學
生
に
も
登
用
の
道
が
開
け
よ
　
　
命
團
体
の
最
も
早
い
も
の
」
と
云
わ
れ
る
も
の
で
、
働
志
會
は
完
全

　
　
う
と
し
て
か
ら
は
、
穏
健
派
に
は
利
緑
に
傾
い
て
清
吏
に
買
牧
さ
れ
　
　
に
解
髄
し
た
。
更
に
翌
一
九
〇
三
年
春
青
年
會
の
會
員
は
、
ロ
シ
ア

　
　
る
も
の
が
あ
っ
た
。
急
進
派
は
こ
れ
を
官
場
の
走
狗
と
誹
り
、
爾
派
　
　
が
満
洲
か
ら
徹
兵
せ
す
、
か
つ
七
項
目
の
要
求
を
清
朝
に
強
制
し
た

　む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ロ

2
　
の
野
立
は
漸
く
働
志
會
の
解
禮
を
促
が
そ
う
と
す
る
。
働
志
會
の
會
　
　
の
を
機
會
に
、
反
露
義
勇
隊
を
組
織
し
、
そ
の
最
も
急
進
的
な
分
子



0
8
@
は
、
義
勇
除
が
解
散
せ
し
め
ら
れ
て
後
に
、
秘
密
裡
に
軍
國
民
教
育
　
　
義
の
系
統
を
引
い
て
い
る
に
違
い
な
い
。
云
わ
ば
名
を
異
に
し
て
實

2　
　
會
を
結
成
し
て
い
る
。
反
露
義
勇
隊
は
、
青
年
會
が
民
族
主
義
を
標
　
　
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
復
仇
の
傾
向
は
そ
の
間
を
通
じ
て
流
れ
て
　
7

　
　
榜
し
て
も
、
留
學
生
の
間
に
賛
成
す
る
も
の
が
極
め
て
少
く
、
接
張
　
－
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
陳
天
華
は
そ
の
絶
命
量
隣
に
於
て
、
中

　
　
を
圖
ろ
う
と
し
て
も
容
易
で
な
い
。
反
露
義
勇
隊
の
名
目
に
借
り
て
　
　
國
の
生
き
る
道
は
、
満
洲
に
代
り
政
柄
を
執
っ
て
、
こ
れ
を
卵
育
す

　
　
一
大
團
睦
を
結
び
、
民
族
主
義
を
注
入
す
る
に
如
く
は
な
い
、
と
い
　
　
る
に
あ
る
。
満
洲
が
果
し
て
天
命
を
知
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
待
つ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
を

　
　
う
見
地
か
ら
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
に
大
會
を
開
い
た
と
　
　
徳
川
氏
を
も
っ
て
す
れ
ば
よ
ぐ
、
満
洲
民
族
は
漢
人
と
同
等
の
國
民

　
　
き
に
は
、
各
省
の
留
學
生
に
し
て
來
り
會
す
る
も
の
五
百
鹸
名
に
及
　
　
た
る
こ
と
を
認
め
る
。
現
代
の
文
明
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
断
じ
て
仇

　
　
び
、
隊
員
と
な
る
も
の
は
二
百
飴
名
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
ρ
そ
し
て
　
　
殺
の
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
σ
故
に
自
分
の
排
満
は
復
仇
論
者

　
　
隊
員
を
特
派
し
て
衰
世
凱
に
出
兵
抗
敵
を
読
か
し
め
、
上
海
で
も
反
　
　
の
云
う
が
如
き
も
の
で
は
な
く
、
な
お
政
治
問
題
で
あ
る
。
自
分
の

璽
會
を
開
い
て
、
東
京
と
呼
辱
る
肇
叢
・
た
。
し
か
し
な
毒
す
る
と
こ
ろ
は
・
固
よ
り
政
治
叢
ん
じ
て
・
暴
を
輕
し
と
姫

　
　
が
ら
名
目
は
反
露
で
あ
る
に
し
て
も
．
目
的
は
革
命
で
あ
り
、
清
國
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
述
べ
て
・
排
響
復
仇
と
を
明
か
｝

　
　
�
g
の
要
請
に
基
い
て
、
反
霧
譲
は
蟹
芒
め
ら
れ
た
。
軍
に
嘉
し
た
・
鑑
の
意
養
政
治
問
磐
解
決
す
勉
め
の
手
段

　
　
國
民
警
會
は
こ
の
蟹
後
繕
成
さ
れ
た
秘
密
躍
で
あ
．
て
、
　
と
し
で
あ
り
・
排
攣
の
勘
が
目
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
・
そ

　
　 ﾛ

吹
．
起
斐
び
暗
撃
實
行
の
方
法
と
し
て
縫
し
、
王
。
五
の
灌
仇
論
者
と
異
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
・
慧
と
復
仇
と
を
同

　
　 N

中
國
同
盟
會
叢
立
葛
ま
で
存
績
し
て
い
る
。
　
　
　
規
す
る
當
時
の
傾
向
曇
し
で
・
反
省
を
促
が
そ
う
と
し
た
も
の

　
　@
輪
織
襲
麺
難
灘
諺
讐
．
　
’
で
あ
る
．
茎
九
・
六
年
梁
啓
超
は
、
民
肇
命
論
者
が
國
は
亡

　
　
　
菅
季
前
掲
書
、
「
東
京
軍
國
民
教
育
會
」
一
＝
責
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
て
も
仇
は
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
復
仇
主
義
を
持
し
な
が

　
　
　
青
年
會
の
民
族
主
義
と
破
壌
主
義
、
及
び
軍
國
民
教
育
會
の
鼓
吹
・
　
　
ら
、
同
時
に
政
治
革
命
を
云
う
の
を
止
め
よ
、
と
読
い
穣
。
民
族
革

　
　
起
義
．
暗
殺
の
方
法
は
、
直
接
に
國
民
報
の
革
命
と
仇
満
の
二
大
主
　
　
命
と
政
治
革
命
と
は
異
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
排
満
を
手
段
と
し



一
　
て
も
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
翌
一
九
〇
七
年
章
柄
麟
が
、
吾
人
の
云
　
　
會
磯
起
の
一
人
と
な
り
、
ま
た
反
露
義
勇
隊
の
隊
員
に
加
っ
て
い
る
。

　
　
う
民
族
主
義
は
、
漢
種
か
ら
始
め
て
群
倫
に
至
り
、
ま
た
遠
く
こ
れ
　
　
そ
の
著
革
命
軍
に
於
て
激
し
く
復
仇
を
唱
え
て
い
る
の
屯
、
急
進
的

　
　
を
禽
雀
牲
畜
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す
る
も
の
て
、
名
は
狭
隙
で
あ
る
　
　
な
留
學
生
の
間
に
標
榜
さ
れ
た
仇
満
主
義
と
、
密
接
な
闘
聯
が
あ
ろ

　
　
け
れ
ど
も
、
心
は
廣
大
で
あ
る
。
民
族
主
義
に
反
樹
す
る
屯
の
が
、
　
　
う
と
思
わ
れ
る
。
ル
ソ
ー
の
自
由
亭
等
の
思
想
に
配
す
る
に
、
復
仇

　
　
人
が
動
物
を
食
ら
う
の
を
天
職
と
し
、
た
だ
正
義
を
も
っ
て
人
群
を
　
　
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
る
排
満
を
竜
っ
て
し
、
か
く
て
革
命
と
排
満
と

　
　
利
し
て
、
猫
り
動
物
の
た
め
に
そ
の
冤
を
洗
こ
う
と
し
な
い
の
は
、
　
　
を
並
び
掲
げ
る
。
こ
こ
に
革
命
軍
の
主
張
の
根
幹
が
あ
っ
た
。
云
い

　
　
狡
隙
で
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
復
仇
に
反
野
す
囑
も
の
　
　
か
え
る
な
ら
ば
、
政
治
革
命
の
原
理
と
し
て
自
由
準
等
を
、
民
族
革

　
　
は
、
自
ら
そ
の
隙
憲
を
瑠
護
す
る
所
以
で
は
な
い
か
と
云
い
、
ま
た
　
　
命
の
原
理
と
し
て
排
満
復
仇
を
、
併
せ
鼓
吹
し
よ
う
と
す
る
竜
の
で
哩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
キ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
排
満
が
先
務
で
あ
る
と
論
い
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
復
仇
と
排
満
と
　
　
あ
る
。
ま
た
ル
ソ
ー
の
民
約
論
は
、
」
九
〇
一
年
梁
啓
超
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
を
拒
否
す
る
梁
啓
超
に
樹
す
る
反
論
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
　
　
こ
．
の
論
は
精
義
神
に
入
り
、
盛
水
漏
ら
さ
す
ど
云
う
べ
く
、
今
日
ま
，
4
7

　
　
に
復
仇
妻
箋
和
團
の
齪
後
喬
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
や
が
だ
こ
れ
を
行
う
も
の
は
な
い
け
れ
ど
も
・
漿
必
す
大
地
に
行
き
わ
一

　
　
て
政
治
革
命
と
民
族
革
命
と
の
問
題
に
關
聯
し
て
、
論
事
の
一
項
目
　
　
た
る
こ
と
は
疑
な
い
・
と
清
議
報
で
紹
介
さ
れ
鳳
。
働
志
會
の
會
員

　
　
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
　
°
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
繹
書
彙
編
に
そ
の
翻
課
を
掲
載
し
、
以
後
民
約
論
は
進
化
論
と
共

　
　
　
　
菅
曹
亜
伯
「
武
畠
革
命
眞
史
」
前
編
二
六
－
三
二
頁
に
絶
命
書
を
載
す
。
　
　
に
留
學
生
の
間
に
喧
傳
さ
れ
た
。
殊
に
革
命
的
な
急
進
論
者
に
と
っ

　
　
　
・
・
梁
啓
超
「
開
明
專
制
論
」
、
葦
之
‡
、
七
四
頁
。
新
民
嚢
四
の
三
、
で
・
民
約
論
の
畠
奪
の
思
想
は
・
鍵
の
指
轟
念
と
し
て
謳
，

　
　
　
　
明
治
三
十
九
年
二
月
ご
十
三
日
螢
行
。

　
　
　
叢
姻
麟
「
復
仇
是
非
論
」
・
別
墾
・
民
報
＋
六
號
・
明
治
四
＋
年
九
月
警
れ
た
ぎ
で
あ
る
。
「
一
九
〇
〇
年
以
後
東
京
の
墨
生
は
漸
く

　
　
　
　
　
二
十
五
日
爽
行
。
　
、
－
　
　
　
、
　
　
　
°
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
丞
志
等
の
　
學
論
…
に
染
み
、
革
命
排
満
を
鼓
吹
す
る
も
の
が
日
に
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ボ

　
　
　
郷
容
は
一
九
〇
二
年
の
春
か
ら
一
年
間
東
京
に
留
學
し
た
。
そ
し
　
　
い
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
史
が
青
年
會
の
手
に
よ

㎜
工
九
〇
三
年
の
養
露
大
會
が
東
恐
開
か
れ
た
と
き
・
彼
は
大
っ
て
嚢
さ
れ
た
の
耀
フ
・
フ
ン
ス
革
命
長
約
論
の
思
想
の
具
髄



1
0@
的
な
顯
現
を
見
出
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
郷
容
の
革
命
軍
も
　
　
養
成
す
る
、
②
胃
険
進
取
・
赴
湯
踏
火
・
樂
死
不
群
の
氣
概
を
養
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ま
た
當
時
に
喧
傳
さ
れ
た
民
約
論
に
強
く
影
響
さ
れ
、
ル
ソ
ー
の
　
　
す
る
、
⑧
相
親
相
愛
・
愛
群
敬
己
・
義
務
書
捧
の
公
徳
を
養
成
す
る
、

　
　
　
「
微
言
大
義
」
を
そ
の
主
張
の
重
要
な
支
柱
と
し
尭
も
の
で
あ
る
。
　
　
④
個
人
の
自
治
・
團
薩
の
自
治
よ
り
し
て
、
入
格
を
進
め
る
人
群
を
，

　
　
　
　
菅
梁
啓
超
「
盧
稜
學
案
」
、
文
集
之
六
、
一
一
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
養
成
す
る
、
と
い
う
四
項
が
生
す
る
、
と
郷
容
は
読
い
て
い
る
。
こ

　
　
@
　
距
魵
ｳ
謎
欝
鯉
藁
酔
㌔
頁
．
，
　
れ
等
七
項
目
の
墓
、
畠
奪
の
大
華
政
治
葎
の
饗
濁

　
　
　
畠
奪
と
慧
復
仇
・
す
な
わ
ち
革
會
慧
と
は
如
何
に
し
立
墨
の
糠
．
凝
叢
の
氣
概
．
公
徳
．
自
治
は
、
一
九
〇
二

　
　
て
可
能
で
あ
る
か
・
こ
の
た
め
に
響
が
提
唱
す
ゑ
の
は
・
「
革
命
年
度
の
新
民
読
に
於
て
、
梁
啓
超
が
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
．
て
、
そ

　
　
の
警
」
三
革
命
に
は
必
丈
種
姦
別
す
べ
き
で
あ
る
L
・
「
革
の
畢
は
革
命
軍
に
新
民
読
の
影
響
が
饗
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得

　
　
，
命
に
は
必
害
づ
奴
覆
性
を
去
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
三
黙
で
，
貧
。
薪
民
す
な
わ
ち
．
薗
々
民
た
る
の
幕
、
と
し
て
梁
啓
超
｝

　
　
あ
る
。
革
・
命
は
文
明
の
革
命
で
あ
っ
て
、
野
攣
の
革
命
で
あ
っ
て
は
　
　
が
列
畢
し
た
も
の
が
、
「
革
命
の
教
育
」
の
項
目
と
し
て
取
り
入
れ
ら
　
4
8

　
　
な
ら
な
い
・
「
國
民
の
た
め
に
自
皐
等
猫
立
皇
の
唱
切
の
椹
れ
る
め
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
，
　
　
＝

、
　
　
利
を
捲
え
、
國
民
の
た
め
に
幸
幅
を
塘
す
」
革
命
で
あ
り
、
「
建
設
の
　
　
　
次
に
「
革
命
に
は
必
す
人
種
を
辮
別
す
べ
き
で
あ
る
」
と
に
、
要

　
　
た
め
に
し
て
破
壊
す
る
革
命
L
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
破
慶
を
行
　
　
す
る
に
革
命
に
は
民
族
意
識
の
覚
醒
が
前
提
と
な
ゐ
べ
き
ご
と
を
云
　
　
“

　
　
う
に
は
必
す
ま
つ
建
設
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
革
命
の
前
に
教
育
　
　
う
も
の
で
あ
る
。
郷
容
は
云
う
」
吾
人
は
漢
種
が
亡
び
つ
く
し
殺
さ
’

　
　
あ
る
べ
く
、
革
命
の
後
に
教
育
あ
る
ぺ
し
と
い
う
、
「
革
命
の
教
育
」
　
　
れ
つ
く
し
死
し
つ
く
し
て
も
、
瀞
洲
人
の
跨
下
に
優
遊
す
る
こ
と
を

　
　
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
①
中
國
は
中
國
人
の
中
國
た
る
こ
と
を
知
　
　
願
わ
な
い
し
、
地
球
各
國
人
の
下
に
ボ
ー
イ
・
通
事
・
買
辮
・
通
課

　
　
る
べ
き
で
あ
る
、
②
人
毎
に
亭
等
自
由
の
大
義
を
知
る
バ
き
で
あ
る
、
　
と
な
る
こ
と
を
願
わ
な
い
と
。
そ
し
て
漢
人
が
満
洲
人
に
恭
順
に
し

　
　
③
政
治
法
律
辺
観
念
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
、
と
い
う
三
義
を
墨
げ
、
更
　
　
て
忠
義
な
臣
民
た
る
に
す
ぎ
す
、
ま
た
満
洲
人
に
紹
介
さ
れ
て
、
鰍

　
　
に
こ
の
三
義
か
ら
、
ω
上
天
下
地
唯
我
自
奪
・
猫
立
不
羅
の
精
神
を
　
　
米
各
國
人
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
歌
態
を
悲
し
む
と
共
に
、
「
ま
つ
種



　
　
族
の
念
を
も
っ
て
漢
種
を
覚
ま
す
」
こ
と
を
肝
要
と
考
え
る
の
で
あ
　
　
遇
・
情
欲
の
奴
隷
と
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ

　
　
っ
た
。
こ
の
「
革
命
に
は
必
す
人
種
を
辮
別
す
べ
き
」
こ
と
が
、
外
　
　
る
。
こ
の
自
由
と
奴
隷
と
を
國
民
と
奴
隷
と
に
置
き
か
え
る
な
ら
ば
、

　
　
に
勤
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
革
命
に
は
必
す
ま
つ
奴
隷
　
　
殆
ど
革
命
軍
の
主
張
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
國
民
は
新
民
読
の
全

　
　
根
性
を
去
る
べ
き
で
あ
る
」
と
は
、
む
し
ろ
内
に
封
す
る
屯
の
で
あ
　
　
篇
を
通
じ
て
そ
の
眼
目
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
自
由
は
新
民
す
な
わ

　
　
る
と
云
う
こ
と
が
出
來
る
。
奴
隷
は
國
民
の
封
立
概
念
と
し
て
用
い
　
　
ち
「
一
國
々
民
た
る
資
格
」
の
一
項
目
と
し
て
墨
げ
ら
れ
た
も
の
で

　
　
必
れ
て
い
る
。
國
民
に
は
自
治
の
才
力
・
猫
立
の
性
質
・
参
政
の
公
　
　
あ
る
。
忠
孝
の
二
義
に
つ
い
て
革
命
軍
が
、
國
に
忠
と
い
う
は
よ
い

　
　
権
．
自
由
の
幸
幅
が
あ
る
が
、
奴
隷
に
は
こ
れ
が
な
い
。
し
か
る
に
　
　
が
、
君
に
忠
と
い
う
は
い
け
な
い
、
人
は
父
母
が
な
け
れ
ば
自
生
す

　
　
中
國
人
が
樂
し
ん
で
奴
隷
と
な
る
の
ば
、
今
日
に
始
る
わ
け
で
な
く
、
　
る
に
よ
し
な
く
、
國
が
な
け
れ
ば
自
存
す
る
に
よ
し
な
い
、
故
に
父

　
　
専
制
鐘
の
下
に
於
て
は
往
く
と
し
て
奴
隷
で
な
い
も
の
は
な
い
。
　
母
國
家
に
封
し
て
は
自
ら
季
べ
き
霧
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
憂
二

　
　
中
國
汰
に
は
歴
史
は
鞍
く
、
中
國
の
い
わ
ゆ
る
二
十
四
朝
の
史
は
實
　
隔
　
｝
家
の
家
奴
走
狗
た
る
も
の
が
、
忠
孝
の
名
を
冒
し
て
相
傳
習
す
る
　
4
9

　
　
に
一
部
の
大
奴
賛
で
あ
る
と
叫
び
、
そ
し
て
奴
隷
の
根
性
を
抜
き
　
の
は
以
て
の
外
で
あ
る
と
読
い
て
い
る
の
も
・
新
民
読
か
ら
の
そ
の
一

　
　
去
り
、
進
ん
で
中
國
の
國
民
と
な
る
べ
ぎ
こ
と
を
同
胞
に
呼
び
か
け
　
　
ま
ま
の
借
用
で
あ
る
。
°
た
だ
新
民
読
に
於
て
薪
民
を
強
調
し
て
い
る

　
　
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
は
、
列
強
に
樹
抗
す
る
た
め
腱
、
中
國
を
近
代
國
家
た
ら
し
め
よ

　
　
　
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
奴
隷
と
國
民
も
ま
た
一
九
〇
二
年
度
の
新
民
読
　
　
う
と
す
る
黙
に
、
主
眼
が
あ
っ
た
。
　
「
今
日
列
強
の
民
族
帝
國
主
義

　
　
に
於
て
、
梁
啓
超
が
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
薪
民
読
で
は
奴
　
　
に
抵
抗
し
、
大
難
を
挽
回
し
て
生
塞
を
救
う
に
は
、
た
だ
我
は
我
が
民

　
　
隷
は
自
由
と
勤
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
自
由
に
は
團
髄
の
自
由
と
　
　
族
主
義
を
行
う
の
一
策
あ
る
の
み
。
そ
し
て
民
族
主
義
を
中
國
に
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ヤ

　
．
個
人
の
自
由
と
が
あ
る
が
、
今
日
の
中
國
が
最
も
急
と
す
る
團
腱
の
　
　
行
す
る
に
は
、
新
民
を
お
い
て
外
に
な
い
」
。
　
す
な
わ
ち
新
民
は
列

　
　
自
由
は
、
参
政
問
題
と
民
族
建
國
問
題
で
あ
り
、
ま
た
個
人
の
自
由
　
　
強
に
封
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
満
洲
に
勤
す
る
も
の
で
は
な
い
。
参

ヱ
伽
　
は
心
中
の
゜
奴
隷
を
除
く
こ
と
か
ら
始
…
る
と
し
て
、
古
人
・
世
俗
・
’
境
　
　
政
問
題
と
民
族
建
國
問
題
が
今
日
の
中
國
が
最
も
急
と
す
る
も
の
で



2
　
あ
る
、
と
梁
啓
超
は
読
く
け
れ
ど
も
、
比
重
は
よ
り
多
く
前
者
に
掛
　
　
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

2
1

　
　
け
ら
れ
た
。
破
壊
を
唱
え
共
和
を
誠
し
な
が
ら
も
、
初
代
大
総
統
に
　
　
　
　
管
新
民
設
、
專
集
之
四
、
一
八
－
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ヤ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

　
　
は
清
の
徳
宗
の
名
を
内
に
寓
す
る
羅
在
田
が
推
さ
れ
た
。
｝
九
〇
二
　
　
　
蒔
菅
新
民
読
、
五
頁
。

　
　
年
の
頃
梁
啓
超
が
革
命
論
に
近
い
主
張
を
な
し
つ
つ
、
し
か
も
途
に
　
　
　
菅
条
菅
拙
稿
「
清
末
の
思
想
と
逡
化
論
」
ご
○
頁
。

　
　
改
革
論
の
域
を
脱
し
得
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
に
樹
し
て
郷
・
　
か
く
て
そ
の
後
に
來
る
べ
き
も
の
は
、
排
満
復
仇
の
實
践
と
、
薪

　
　
容
は
、
「
内
に
は
満
洲
人
の
奴
隷
と
な
っ
て
満
洲
人
の
暴
虐
を
受
け
」
　
　
た
に
樹
立
さ
れ
る
政
磯
の
問
題
で
あ
る
。
中
國
は
中
國
人
の
中
國
で

　
　
外
に
は
列
國
人
の
刺
激
を
受
け
て
数
重
の
奴
隷
と
な
り
、
種
族
滅
亡
　
　
あ
る
、
異
族
が
申
國
の
権
利
を
縣
毫
も
犯
す
こ
と
を
許
さ
な
い
、
あ

　
　
の
難
が
來
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
吾
が
黄
帝
聯
明
の
漢
種
が
、
今
　
　
ら
ゆ
る
満
洲
人
に
服
從
す
る
義
務
は
一
律
に
消
滅
す
る
、
ま
つ
満
洲

　
　
日
革
命
猫
立
を
唱
え
る
原
因
で
あ
る
L
と
叫
ぶ
。
満
洲
と
列
強
と
の
　
　
人
が
立
て
た
北
京
の
野
攣
政
府
を
打
倒
す
る
、
中
國
に
居
住
す
る
満
　
　
一

　
　
激
重
の
奴
隷
歌
態
か
ら
の
解
放
が
、
郷
容
の
念
願
で
あ
る
。
し
か
も
　
　
洲
人
を
駆
逐
し
、
或
は
殺
し
て
仇
を
報
す
る
、
満
洲
人
が
立
て
た
皇
　
5
0

　
　
　
「
含
々
々
・
我
が
皇
漢
の
人
民
は
永
く
満
洲
の
罵
絆
を
脱
し
・
審
帝
を
殺
し
て
、
萬
世
ま
た
專
制
の
君
主
が
あ
ぞ
は
な
ら
な
い
こ
と
，
一

　
　
く
失
う
と
こ
ろ
の
権
利
を
復
し
て
、
地
球
強
國
の
間
に
介
在
」
す
べ
　
　
を
倣
め
る
、
中
國
の
革
命
猫
立
に
干
渉
す
る
外
國
及
び
本
國
人
に
敵

　
　
き
で
み
っ
て
、
満
洲
の
轟
絆
を
脱
し
て
、
「
天
賦
の
準
等
自
由
」
の
地
　
　
樹
す
る
、
と
い
う
實
践
の
諸
條
項
が
列
墨
さ
れ
た
。
そ
し
て
薪
た
に

　
　
位
を
復
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
猫
立
の
権
を
保
つ
所
以
に
外
な
ら
　
　
樹
立
さ
れ
る
政
髄
は
、
　
「
ア
メ
リ
カ
．
の
革
命
濁
立
の
義
に
な
ぞ
ら
え

　
　
な
か
っ
た
。
云
い
か
え
る
な
ら
ば
、
先
決
の
問
題
は
満
洲
に
あ
っ
て
、
　
て
、
「
共
和
政
睦
を
取
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
國
名

　
　
列
強
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
窯
列
強
と
満
洲
と
は
、
梁
啓
　
　
を
中
華
共
和
國
と
定
め
て
、
自
由
凋
立
の
國
と
な
し
、
憲
法
は
悉
く

　
　
超
と
都
容
に
と
っ
て
、
互
に
主
客
の
關
係
に
立
つ
。
革
命
軍
に
は
薪
　
　
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
に
照
し
て
中
國
の
特
殊
性
を
加
え
、
自
治
の
法
律

　
　
民
読
の
影
響
が
濃
い
け
れ
ど
も
、
激
し
い
排
満
を
根
底
に
も
つ
か
否
　
　
は
悉
く
ア
メ
リ
カ
の
自
治
法
律
に
照
し
、
團
鴫
個
人
に
關
す
る
こ
と
、

　
　
か
の
黙
に
於
て
、
爾
者
の
間
に
は
明
確
な
．
一
線
が
劃
さ
れ
て
い
る
と
　
　
外
交
の
こ
と
及
び
設
官
分
職
と
い
う
國
家
上
の
こ
と
は
、
悉
く
7
メ



　
　
ゾ
カ
に
準
じ
て
虞
理
ナ
ベ
き
こ
と
を
郷
容
は
読
く
の
で
あ
る
。
中
華
　
　
な
い
。
郷
容
が
規
劃
ず
る
と
こ
ろ
は
、
異
族
の
駆
除
の
み
に
止
ま
ら

　
　
共
和
國
の
制
度
を
悉
く
ア
メ
リ
カ
に
則
っ
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
の
　
　
す
、
政
教
學
術
禮
俗
材
性
に
も
な
お
革
む
べ
き
も
の
あ
る
が
故
に
、

　
　
は
・
ル
ソ
ー
の
自
函
李
等
の
思
想
が
ア
メ
リ
カ
の
猫
立
革
命
に
於
て
　
　
大
言
し
て
革
命
と
云
う
の
で
あ
る
、
と
そ
の
立
場
を
も
是
認
し
て
い
　
－

　
　
實
現
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
都
容
は
革
命
軍
を
章
嫡
麟
に
示
し
て
、
字
句
の
修
飾
を
求
め
た
。
　
　
　
都
容
は
章
嫡
…
麟
と
共
に
蘇
報
事
件
の
立
役
者
と
な
っ
た
。
　
｝
九
〇

　
　
字
句
が
淺
露
に
す
ぎ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
章
　
三
年
閏
五
月
こ
の
事
件
が
蒔
を
衝
動
せ
し
め
て
か
ら
、
革
命
軍
は

　
　
嫡
麟
は
、
民
衆
を
感
奮
せ
し
め
る
に
は
、
こ
れ
で
な
く
て
は
い
け
な
　
　
異
常
な
關
心
を
引
い
た
よ
う
で
あ
る
。
胡
適
は
、
「
あ
る
日
王
言
君
が

　
　
い
、
雪
を
恣
ま
ま
に
し
て
情
　
り
を
ぶ
ち
ま
け
る
と
こ
ろ
、
義
師
の
先
　
　
郷
容
の
革
命
軍
を
借
り
て
來
た
の
を
、
私
た
ち
幾
人
か
が
廻
覧
し
た

　
　
聲
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
序
を
書
い
て
出
版
せ
し
め
た
。
　
’
　
が
、
誰
屯
非
常
な
感
動
を
受
け
た
。
借
り
て
來
た
本
倣
返
さ
ね
ば
な
　
　
一

　
　
た
だ
革
命
か
否
か
の
黙
に
つ
い
て
は
、
章
柄
麟
に
は
異
論
が
あ
っ
た
。
　
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
で
、
私
た
ち
は
夜
に
な
る
と
、
舎
監
の
見
廻
り
　
5
1

　
　ﾞ
は
云
う
・
「
同
族
霜
代
る
の
を
革
愈
云
い
・
異
族
が
繋
す
る
が
す
ん
だ
後
・
そ
っ
と
馨
て
は
蝋
燭
を
つ
け
、
順
番
竺
冊
の
革
』

　
　
の
を
滅
亡
と
云
う
。
同
族
を
改
制
す
る
の
を
革
命
と
云
い
、
°
異
族
を
　
　
命
軍
を
爲
し
た
。
革
命
軍
を
爲
し
つ
、
あ
る
若
者
が
、
ど
う
し
て
役

　
　
騙
除
す
る
の
を
光
復
と
去
う
。
合
中
國
は
す
で
に
逆
胡
に
亡
ぼ
さ
れ
　
　
所
へ
試
験
を
受
け
て
行
く
氣
に
な
ら
う
」
と
記
し
た
。
こ
れ
は
一
九

　
　
て
、
・
當
に
謀
る
べ
き
も
の
は
光
復
で
あ
る
。
革
命
で
は
な
い
L
と
。
　
　
〇
四
年
彼
が
上
海
の
梅
漢
學
堂
に
學
ん
で
い
た
當
時
を
懐
想
し
て
の

　
　
す
な
わ
ち
同
民
族
の
間
に
於
け
る
易
姓
交
代
か
制
度
の
改
慶
が
革
命
　
　
書
葉
で
あ
っ
て
、
革
命
軍
が
若
者
に
與
え
た
影
響
を
傳
え
る
も
の
で

　
　
で
あ
っ
て
、
革
命
は
異
族
に
關
係
が
な
い
、
異
族
を
騙
除
す
る
光
復
　
　
あ
る
。
ま
た
孫
文
は
、
「
郷
容
の
著
書
に
革
命
軍
と
い
う
の
が
あ
り
、

　
　
が
問
題
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
章
柄
麟
が
目
指
す
も
の
は
、
あ
　
　
こ
れ
は
最
も
烈
し
い
排
満
論
で
あ
る
が
、
華
・
僑
方
面
の
大
歓
迎
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
を

　
　
く
ま
で
排
満
復
仇
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
た
め
に
、
都
容
が
　
　
け
、
そ
の
た
め
華
僑
の
頭
を
切
り
換
え
た
数
果
は
多
大
で
あ
っ
た
」

ヨ

2
1
@
革
命
軍
の
名
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
章
柄
麟
は
諒
承
し
な
い
の
で
は
　
　
と
革
命
軍
が
華
僑
に
與
え
た
影
響
を
高
く
評
債
し
て
い
る
。
革
命
軍
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@
は
清
末
の
革
命
群
書
の
う
ち
第
一
位
の
費
行
き
を
示
し
、
或
は
革
命
　
　
を
握
り
、
内
地
に
は
紛
々
と
加
税
が
行
わ
れ
て
、
菓
緑
が
拳
匪
に
通

2　
　
前
鋒
．
圖
存
篇
．
救
世
眞
言
と
書
名
を
憂
え
、
或
は
後
に
述
べ
る
康
　
　
じ
て
外
國
公
使
館
を
團
ん
だ
賠
款
を
償
っ
て
い
る
。
廣
西
に
は
攣
事

　
　
有
爲
の
政
見
を
反
駁
し
た
章
柄
麟
の
書
と
共
に
、
章
郷
合
刻
と
簡
樽
　
　
が
起
り
、
民
衆
の
積
憤
は
止
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
恐
ら
く
光
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
を
キ

　
　
し
て
販
蓮
さ
れ
た
。
そ
の
軍
純
に
し
て
直
裁
な
排
満
復
仇
と
自
由
亭
　
　
帝
は
長
く
榮
緑
に
抑
え
ち
れ
て
、
永
く
中
國
を
費
る
こ
と
に
な
る
で

　
　
等
の
思
想
が
、
時
代
の
新
風
潮
と
強
く
触
れ
合
う
も
の
を
も
っ
て
い
　
　
あ
ろ
う
。
か
つ
吾
が
保
皇
會
は
忠
義
を
極
め
保
皇
に
壷
く
し
て
い
る

　
　
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
拘
わ
ら
タ
、
政
府
は
か
え
っ
て
逆
窯
匪
會
と
見
倣
し
、
家
屡
を
逮

　
　
　
　
菅
吉
川
博
士
課
「
胡
適
自
傳
」
八
三
頁
。
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
捕
す
る
有
檬
で
あ
る
。
今
ま
た
忠
義
を
壼
く
し
て
も
、
恐
ら
く
は
無

　
　@
轟
鍵
雛
諜
馨
舞
轄
瑠
轟
騨
萎
駄
で
あ
る
．
轟
は
か
あ
如
《
で
あ
る
か
毒
血
を
も
・
量
、
、
’

　
　
　
　
　
は
百
＋
萬
冊
を
こ
え
た
と
云
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
行
う
に
如
く
は
な
い
。
ワ
シ
ン
ト
ン
に
な
ら
い
革
命
自
立
す
る
な
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ば
、
或
は
國
民
た
る
こ
と
を
保
持
し
得
る
で
あ
ろ
う
、
ど
云
う
の
　
5
2

　
　

@
　
@
　@
五
．
、
　
’
　
　
　
　
　
で
あ
っ
た
・
藷
團
の
齪
後
の
謹
を
契
機
と
し
て
・
南
北
ア
メ
リ
一

　
　
　
章
嫡
麟
の
「
駁
康
有
爲
論
革
命
書
」
（
文
録
二
）
は
、
郷
容
の
革
命
　
　
ヵ
の
華
僑
が
保
皇
か
ら
革
命
に
移
り
行
く
傾
向
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
軍
と
前
後
し
て
護
表
さ
れ
た
も
の
で
、
康
有
爲
が
一
九
〇
二
年
南
北
　
　
こ
れ
に
封
し
て
康
有
爲
は
、
君
達
の
云
う
こ
と
は
憂
國
の
至
情
に
出

　
　
ア
メ
リ
カ
洲
の
華
僑
に
答
え
て
、
申
國
は
た
だ
立
憲
を
行
ケ
べ
く
、
’
　
づ
る
も
の
で
、
憤
激
す
る
の
も
尤
も
で
あ
る
。
し
か
し
憤
激
の
鹸
り

　
　
革
命
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
論
い
た
の
に
射
す
る
反
駁
の
書
　
　
に
わ
か
に
革
命
自
立
を
行
う
と
す
る
の
は
、
猫
り
捨
身
救
民
の
聖
主

　
　
で
あ
る
。
康
有
爲
の
主
張
は
、
保
皇
會
に
属
す
る
華
僑
か
ら
の
書
面
　
　
光
緒
帝
を
念
わ
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
保
皇
會
の
主
旨
と
も
相
反
し
、

　
　
に
答
え
て
な
さ
れ
％
も
の
で
あ
る
。
華
僑
か
ら
の
書
面
は
、
ほ
ぼ
次
　
　
か
つ
時
勢
に
照
し
て
自
分
は
取
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
然
る
所
以
を
、

　
　
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
廻
攣
牛
年
に
し
て
光
・
　
開
陳
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
緒
帝
は
復
辟
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
西
太
后
．
榮
緑
は
な
お
大
権
　
　
　
　
菅
簾
有
爲
「
啓
南
北
美
洲
諸
華
僑
論
中
國
只
可
有
立
憲
不
可
行
革
命
書
“
。



　
　
　
　
　
「
不
幸
而
量
ロ
中
不
聴
則
國
亡
」
所
牧
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
擦
鑑
の
世
と
い
う
考
え
方
に
傾
く
時
期
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
自

　
　
　
華
僑
に
答
え
る
書
に
於
て
、
ま
つ
康
有
爲
は
公
羊
學
の
立
場
か
ら
、
　
ら
爾
様
の
表
現
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
何
れ
に
し
て
も
こ
こ

　
　
人
間
歴
史
の
過
程
を
欝
・
升
乎
李
の
三
世
に
分
け
る
。
畿
で
辱
爲
が
読
言
と
す
る
の
は
ギ
現
在
の
お
か
れ
て
い
る
時
期
に

　
　
は
そ
の
國
を
内
に
し
て
君
主
專
制
の
世
で
あ
り
、
升
卒
は
憲
法
を
　
　
慮
じ
て
、
飛
躍
的
で
は
な
く
し
て
段
階
的
に
進
み
、
「
過
渡
の
時
に

　
　
立
て
て
君
民
の
権
を
定
め
る
世
で
あ
り
、
太
卒
は
民
主
卒
等
大
同
の
　
　
は
た
だ
過
渡
の
事
を
行
う
」
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
世
で
あ
る
。
そ
し
て
「
今
日
は
擦
齪
の
世
で
あ
っ
て
、
そ
の
國
を
内
　
　
「
君
主
專
制
・
立
憲
・
民
主
の
三
法
」
す
な
わ
ち
專
制
君
主
6
立
憲
君

　
　
に
す
る
か
ら
、
一
足
飛
び
に
直
ち
に
世
界
の
大
同
に
至
る
こ
と
は
出
　
　
主
及
び
共
和
の
三
政
髄
は
、
「
必
す
一
々
序
に
順
っ
て
行
う
べ
き
で
・

　
　
來
な
い
。
君
主
專
制
の
蓉
風
あ
る
が
た
め
に
、
ま
た
一
足
飛
び
に
民
　
　
も
し
そ
の
序
を
棄
る
な
ら
ば
、
必
す
大
齪
が
起
る
」
か
鉦
で
あ
る
。

　
　 蛯

k
す
な
わ
ち
共
和
「
確
に
至
る
こ
と
も
出
來
な
い
」
と
云
い
、
或
，
康
有
爲
は
申
國
に
於
て
始
め
て
公
理
・
羅
を
児
だ
の
は
自
一

　
　
は
．
含
は
小
康
よ
り
し
て
大
同
、
君
主
よ
り
し
罠
主
L
す
な
わ
分
で
あ
る
と
も
、
中
國
人
で
始
め
て
民
畢
公
理
本
筆
唱
え
詔

　
　
ち
共
和
「
に
至
る
正
に
過
渡
の
世
に
嘗
、
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
升
亭
た
の
は
自
分
で
あ
る
、
と
も
公
言
し
て
い
る
・
公
理
と
は
要
す
る
｝

　
　
の
世
で
あ
る
。
決
し
て
醸
超
飛
の
こ
と
が
あ
．
て
は
な
ら
な
い
」
．
に
大
同
の
こ
と
で
あ
る
・
そ
れ
は
學
を
講
じ
書
を
著
わ
す
と
き
・

　
　

ﾆ
も
述
ぺ
て
い
る
。
蕊
の
世
と
葦
の
世
と
で
竺
世
の
隔
た
り
、
豫
め
至
仁
の
境
を
辛
て
後
世
を
待
ぞ
行
う
と
7
し
た
も
の
で
・

　
　
が
認
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
．
君
主
專
制
の
籏
あ
る
L
嫁
含
直
ち
に
、
こ
れ
を
全
行
す
る
こ
と
が
出
來
る
・
と
云
う
の
で
は

　
　
齪
と
．
君
主
か
長
主
L
す
な
わ
ち
共
和
「
窒
る
正
に
過
渡
」
の
な
か
っ
た
。
羅
は
必
行
の
こ
と
で
あ
る
に
じ
で
も
・
公
謬
今

　
　
升
歪
の
間
に
は
、
　
㎝
、
葉
の
嘉
ほ
ど
の
意
味
は
な
か
ろ
う
か
意
日
決
し
て
奪
行
う
こ
と
は
出
來
な
か
っ
た
の
で
あ
ゑ
革
命
を

　
　
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
或
は
欝
と
云
い
、
或
は
峯
と
云
う
。
　
唱
え
る
も
の
は
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
例
叢
ぞ
・
民
構
自
引

5
　
そ
の
異
っ
た
表
現
に
は
馬
康
有
爲
の
當
時
の
心
境
と
關
聯
す
る
も
　
　
立
を
読
き
、
民
主
官
吏
の
公
選
を
云
う
。
そ
れ
は
時
勢
に
切
に
し
て

ユ

2
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
當
時
は
牽
の
世
と
い
う
考
え
方
か
人
心
に
ム
・
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
民
讐
宙
革
命
と
続
別
し



1
6
@
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
洲
十
飴
國
に
は
皆
民
権
と
自
由
が
あ
り
、
　
　
行
化
千
年
に
し
て
、
地
球
の
人
種
は
顔
色
・
容
貌
・
身
長
・
才
能
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
し
か
も
フ
晃
ン
ス
を
除
い
て
他
に
は
皆
君
主
が
あ
る
。
必
す
し
も
革
　

同
一
、
い
わ
ゆ
る
人
種
の
大
同
と
い
う
殆
ど
神
仙
の
境
に
達
す
る
の

　
　
命
に
出
で
な
く
て
も
、
民
警
由
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
磐
で
あ
る
（
一
八
八
頁
）
。
か
く
の
如
く
大
同
の
慧
饗
警
將
來
の
こ
と
　
．

　
　
爲
は
云
う
。
康
有
爲
の
念
頭
に
あ
る
も
の
は
、
共
和
政
髄
は
太
雫
の
　
　
で
あ
る
に
し
て
も
、
現
實
に
は
す
で
に
大
同
の
徴
候
は
現
わ
れ
て
い

　
　
世
の
こ
と
で
、
一
足
飛
び
醤
現
し
得
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
及
゜
る
。
小
國
が
大
國
に
併
合
ぎ
れ
（
一
〇
四
頁
）
、
或
罠
権
起
り
憲
法
興
り
、

　
　
び
光
緒
帝
が
，
身
を
捨
て
て
民
を
救
お
ハ
つ
と
し
た
聖
主
で
あ
る
こ
と
、
　
　
合
群
均
産
の
読
す
な
わ
ち
社
會
主
義
が
唱
え
ら
れ
る
の
は
、
何
れ

　
　
の
二
鞘
あ
・
た
。
奉
の
世
す
な
わ
ち
大
同
審
が
何
時
頃
に
く
笑
同
の
先
聲
と
す
べ
き
も
a
で
あ
・
た
（
論
）
。
萬
畢
和
會
議

　
　
る
か
。
大
同
書
に
於
て
は
、
そ
の
徴
候
は
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
、
　
－
　
の
開
催
も
ま
た
そ
の
噛
の
現
わ
れ
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
と
彼
は
読
い
た
。
す
な
わ
ち
。
シ
ア
皇
帝
が
萬
國
薪
會
を
つ
く
　
大
同
書
は
康
有
爲
が
印
度
に
い
た
頃
、
三
9
三
年
の
間
に
「

　
　

ﾁ
た
の
を
（
一
八
一
五
年
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
一
世
が
神
聖
同
盟
を
首
唱
し
た
の
を
指
す
か
）
、
大
幾
羅
劣
書
の
形
を
芒
た
と
云
わ
獣
・
大
同
の
慧
は
早
く
一
八
八
四
年
製

　
　
n
め
で
あ
る
乙
し
て
、
大
同
の
始
華
こ
乏
求
め
、
そ
し
て
二
三
清
佛
馨
の
頃
に
抱
か
れ
・
天
八
五
年
か
ら
八
奉
に
か
け
て
・
｛

　
　
百
年
中
に
は
必
美
同
の
霧
を
見
る
で
あ
ろ
う
と
云
二
～
も
、
　
人
類
公
理
及
び
公
響
の
幕
が
書
き
つ
づ
け
ら
れ
た
。
恐
ら
く
こ
　
、

　
　
或
は
ハ
ー
グ
の
萬
國
雫
和
會
議
が
閉
會
し
た
暢
九
〇
〇
年
の
春
分
を
　
　
れ
が
大
同
書
の
原
型
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
　
鴫
八
八
五
年

　
　
も
・
て
、
大
同
元
年
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
も
述
べ
で
い
る
（
＝
二
五
頁
）
。
人
類
公
謬
書
い
て
、
．
募
は
す
で
に
導
聞
き
、
す
で
に
大
同
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
を

　
　
犬
同
肚
會
の
極
地
は
、
人
種
の
匠
別
が
完
全
に
消
滅
す
る
と
き
で
あ
　
　
定
め
た
。
死
ん
で
も
よ
い
」
、
と
康
有
爲
は
考
え
て
い
る
、
。
そ
し
て
幅

　
　
ろ
う
。
移
住
と
混
血
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
の
ユ
グ
ロ
か
ら
藪
百
年
　
　
八
九
〇
年
鰹
里
に
學
を
講
じ
て
か
ら
、
大
同
読
は
門
弟
の
間
に
口
授

　
　
に
し
て
印
度
の
黒
人
に
進
み
、
印
度
の
黒
人
か
ら
歎
百
年
に
し
て
マ
　
　
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
今
日
の
大
同
書
の
如
き
形
に
整
め
ら

　
　
ラ
イ
の
褐
色
人
に
進
み
、
二
三
百
年
な
ら
す
し
て
黄
人
に
進
み
、
百
　
　
れ
た
の
は
、
一
九
〇
唱
・
二
年
の
間
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る

　
　
激
十
年
な
ら
す
し
て
攣
じ
て
白
人
と
な
る
。
か
く
で
大
同
を
経
て
後
　
　
に
唱
九
〇
二
年
南
北
ア
メ
リ
ヵ
の
華
僑
に
答
え
る
書
に
於
て
、
大
岡



　
　
肚
會
の
到
來
に
野
す
る
見
通
し
は
、
大
同
書
に
比
し
て
、
か
な
り
に
　
　
義
和
團
の
餓
以
前
に
於
て
、
大
同
読
が
積
極
的
な
革
薪
の
意
味
を
竜

　
　
時
期
が
す
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
華
僑
に
答
え
る
書
に
於
て
　
つ
所
以
で
あ
る
。
し
か
る
に
革
命
共
和
の
論
が
起
る
と
共
に
・
大
同

　
　
憾
、
「
近
年
勢
働
黛
論
が
日
に
起
り
、
均
産
の
論
が
日
に
多
い
。
輻
石
　
　
肚
會
の
到
來
は
か
な
り
に
そ
の
時
期
が
す
ら
さ
れ
、
中
國
は
鴫
足
飛

　
　
流
川
の
勢
を
論
す
る
な
ら
ば
、
千
敏
百
年
の
後
に
は
必
す
太
亭
大
同
　
　
び
に
革
命
共
和
を
行
う
ぺ
き
で
は
な
く
、
必
す
立
憲
君
主
の
段
階
を

　
　
の
世
’
．
群
龍
無
首
の
時
．
公
産
亭
均
の
日
に
至
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
　
　
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
固
執
さ
れ
た
。
立
論
の
基
礎
に
大
同
読
　
　
　
・

　
　
べ
て
い
る
。
大
同
書
に
於
て
、
合
群
均
産
の
読
は
大
同
の
先
聲
と
解
　
　
が
あ
る
こ
と
に
は
攣
り
な
い
け
れ
ど
も
、
大
同
読
は
か
え
っ
て
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
さ
れ
た
に
拘
わ
ら
す
、
そ
の
實
現
に
は
千
籔
百
年
の
後
を
待
た
ざ
る
　
　
の
急
進
的
な
傾
向
を
鈍
化
せ
し
め
る
役
割
を
勤
め
る
。
も
は
や
革
薪

　
　
を
得
な
く
な
っ
た
。
　
「
九
〇
〇
年
を
も
っ
て
大
同
元
年
と
し
、
二
三
　
　
の
理
論
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
，

　
　
百
年
中
に
は
必
す
大
同
の
實
数
を
見
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
が
、
華
　
　
　
　
静
趙
豊
田
「
康
長
素
先
生
年
譜
稿
」
、
史
學
年
報
二
の
輔
、
帽
＝
七
頁
に
康

優
讐
婁
て
は
、
「
蔑
舞
未
だ
共
和
を
行
皇
と
　
矯
島
欣
同
書
成
題
詩
、
に
封
す
る
梁
啓
超
の
按
語
を
引
い
て
読
明
ト

　
　

ｪ
纂
す
、
世
界
は
實
集
だ
篇
な
る
を
得
な
い
」
と
云
い
、
或
　
三
矯
醤
編
年
譜
」
・
戊
暴
装
料
W
・
一
天
頁
及
び
前
響
㌦

　
　
は
「
ア
メ
リ
カ
が
に
わ
か
に
無
君
均
産
を
行
う
こ
と
が
出
來
な
い
の
　
　
　
　
八
四
頁
。

　
　
は
、
申
國
が
未
だ
革
命
共
和
を
行
う
べ
き
で
な
い
の
と
同
じ
。
欧
洲
　
　
　
從
っ
て
大
同
読
に
立
つ
限
り
、
そ
の
時
期
に
．
非
す
し
て
革
命
共
和

　
　
は
立
憲
君
主
か
ら
次
第
に
立
憲
共
和
に
至
る
べ
く
、
中
國
は
君
主
專
・
　
を
行
う
こ
と
は
、
申
國
を
大
い
な
痘
混
齪
に
陥
れ
る
以
外
の
も
の
で

　
　
制
か
ら
必
す
立
憲
君
主
を
経
て
、
華
命
共
和
に
至
る
べ
き
で
あ
る
」
　
　
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
「
四
億
人
を
靡
欄
し
、
大
職
数
十
百
年
に

　
、

ﾆ
読
い
た
。
大
同
読
は
康
有
爲
に
之
っ
て
攣
法
論
の
支
柱
で
あ
っ
た
。
　
し
て
必
す
革
命
を
達
す
る
こ
と
が
出
來
す
、
必
す
中
國
を
保
つ
こ
と

　
　
大
同
の
徴
候
が
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
世
界
の
大
勢
に
順
鷹
す
る
た
　
　
が
出
來
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
革
命
共
和
は
、
－
日
に
フ
ラ
ン
ス
゜
ア

　
　
め
吹
、
中
國
は
早
急
に
君
椹
攣
法
に
よ
っ
て
立
憲
君
主
政
艦
を
實
現
　
　
メ
リ
カ
の
書
物
を
讃
ん
で
、
中
國
の
形
勢
を
審
か
に
し
な
い
」
、
「
噸

　

2
1
@
し
、
そ
し
て
共
和
政
髄
へ
の
前
提
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
d
　
　
二
の
物
す
き
で
せ
っ
か
ち
な
文
化
人
」
が
、
妄
り
に
云
う
説
に
す
ぎ
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な
か
っ
た
○
の
み
な
ら
す
革
命
撲
満
…
を
唱
え
て
、
西
太
后
・
榮
緑
を
　
　
で
い
る
。
各
國
も
皆
光
緒
帝
の
聖
明
な
こ
と
を
知
っ
て
い
．
る
。
從
う

ーワ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
悪
む
が
故
に
、
併
せ
て
光
緒
帝
を
も
斥
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
「
怨
を
　
　
て
公
理
を
矯
め
て
自
忘
自
棄
の
革
命
を
求
め
る
よ
り
も
、
保
皇
を
誓

　
　
も
っ
て
徳
に
報
じ
、
仇
を
も
っ
て
恩
に
報
す
る
も
の
」
で
、
「
公
理
安
　
　
い
、
光
緒
帝
の
復
辟
を
翼
う
に
如
く
は
な
い
、
’
と
康
有
爲
は
南
北
ア

　
　
か
ら
す
、
聞
く
に
忽
び
な
い
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
光
緒
帝
は
戊
戌
攣
　
　
メ
リ
カ
の
華
僑
に
答
え
る
。
光
緒
帝
が
一
た
び
復
辟
す
る
な
ら
ば
、

　
　
法
に
よ
っ
て
百
日
維
新
を
噺
行
し
、
「
身
を
捨
て
て
民
を
救
お
う
と
し
　
　
立
ち
ど
こ
ろ
に
攣
怯
自
強
を
行
い
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
民
権
を
與
え
て

　
　
た
聖
主
」
で
あ
る
。
徒
ら
に
自
分
が
光
緒
帝
の
知
遇
に
感
す
る
が
た
　
　
政
を
議
せ
し
め
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
國
戻
に
自
由
を
與
え
る
こ
と
瀞
出

　
　
め
で
竜
な
け
れ
ば
・
か
っ
て
清
朝
に
仕
え
た
が
た
め
に
、
か
く
云
う
　
　
來
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
云
い
か
え
る
な
ら
ば
、
康
有
爲
が
華
僑
に
読
　
，

，
の
で
も
な
い
・
と
康
有
爲
は
述
べ
て
い
る
・
君
権
憂
法
を
力
読
す
る
　
く
も
の
は
開
明
專
制
論
で
あ
る
。
「
今
聖
主
が
あ
．
て
、
專
制
の
椹

　
　
康
有
爲
に
と
そ
・
戊
戌
嚢
の
と
き
そ
の
墜
一
肖
茎
面
的
に
受
け
を
も
．
て
法
を
攣
る
こ
と
が
、
含
最
も
時
宜
に
適
し
た
羅
、
｝

　
　
入
れ
た
光
緒
帝
は
、
理
想
的
な
君
主
す
な
わ
ち
聖
主
と
映
じ
た
こ
と
　
　
で
あ
っ
て
、
君
主
專
制
と
立
憲
君
主
と
の
闇
に
、
更
に
開
明
専
制
の
　
5
6

　
　
ﾅ
あ
ろ
う
・
殊
に
身
は
同
じ
く
幽
閉
と
亡
命
の
幾
に
あ
る
・
磐
段
階
が
馨
ら
れ
る
。
意
圖
す
る
と
こ
ろ
は
、
戊
戌
嚢
の
鏡
に
一

　
　
爲
の
否
定
に
も
拘
わ
ら
す
、
光
緒
帝
の
知
遇
に
感
す
る
こ
と
切
な
る
　
　
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
冒
゜

　
　
・
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
實
あ
る
場
合
に
は
、
朋
友
の
交
り
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
革
命
は
排
満
と
表
裏
の
關
係
に
立
つ
。
軍
に
共
和

　
　
も
な
お
久
し
き
を
貴
猷
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
し
　
　
政
礁
は
太
亭
の
世
の
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
光
緒
帝
が
身
を
捨
て
て
民

　
　
て
君
臣
の
際
に
於
て
・
人
の
知
遇
を
受
け
・
人
の
危
難
に
よ
っ
て
中
　
　
を
救
お
う
と
し
た
聖
主
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
、
革
命
論
者
を
納
　
　
・
・

　
　
道
に
し
て
攣
棄
し
、
弐
を
返
え
し
て
逆
に
攻
撃
し
て
よ
い
も
の
で
あ
　
　
得
せ
し
め
る
に
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
革
命
を
談
す
る
も
の
は
、

　
　
ろ
う
か
と
云
い
、
光
緒
帝
と
は
情
誼
の
面
に
於
て
も
不
可
分
に
結
ば
　
　
口
を
開
け
ば
必
す
満
洲
を
攻
撃
す
る
。
こ
れ
は
大
い
に
怪
む
べ
き
不

　
　
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
つ
西
太
后
・
榮
緑
は
年
六
十
を
す
ぎ
て
飴
　
　
可
解
の
こ
と
で
あ
る
」
所
以
を
読
明
す
べ
き
で
あ
る
。
　
清
朝
は
蒙

　
　
命
幾
ば
く
も
な
く
、
光
緒
帝
は
年
僅
か
に
三
十
に
し
て
春
秋
に
富
ん
　
　
古
・
薪
彊
・
西
藏
…
・
東
三
省
の
大
、
申
國
二
百
年
一
睦
相
安
の
政
府



　
　
を
開
い
た
。
し
か
も
端
な
く
し
て
妄
り
に
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
　
　
く
な
い
も
の
は
な
い
。
故
に
満
洲
は
明
代
に
於
て
は
春
秋
の
と
き
の

　
　
例
を
取
っ
て
内
証
を
生
隈
擁
夷
別
種
の
論
を
嚢
し
て
大
難
を
創
め
　
　
楚
で
あ
る
が
声
今
は
漢
の
高
組
の
と
き
の
楚
で
あ
っ
て
、
完
全
に
中

　
　
る
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
る
か
、
と
康
有
爲
は
云
い
、
そ
し
て
　
　
國
で
あ
る
L
、
と
い
う
康
有
爲
の
主
張
も
、
一
面
で
は
こ
の
鮎
に
立
脚

　
　
捜
夷
別
種
の
論
す
な
わ
ち
満
漢
の
匠
別
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
華
僑
　
　
し
て
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
康
有
爲
は
滞
人
の
同
化
に
止
ま
ら
す
・

　
　
に
読
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
嬢
夷
別
種
の
論
は
要
す
　
　
更
に
清
朝
の
統
治
を
述
ぺ
て
、
そ
の
辮
護
に
努
め
る
。
す
な
わ
ち
政

　
　
る
垂
夷
の
論
で
あ
る
。
華
夷
の
匠
別
は
何
を
規
準
と
す
べ
き
で
あ
治
專
制
の
弊
は
全
く
漢
唐
宋
明
の
葎
よ
る
も
の
で
・
満
洲
に
特
有
　
゜

　
　
る
か
。
「
夷
夏
の
別
は
春
秋
に
出
づ
。
し
か
し
孔
子
春
秋
の
意
味
は
、
　
　
の
制
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
す
静
朝
は
明
代
の
廷
杖
及
び
寅
　
　
、

　
　
中
國
に
し
て
夷
猷
た
ら
ば
こ
れ
を
夷
と
し
、
夷
に
し
て
禮
義
あ
ら
ば
　
　
宮
の
藤
税
索
取
の
苛
政
を
除
き
、
康
熈
帝
が
定
め
た
一
條
鞭
法
は
古

　
　
こ
れ
を
中
國
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
、
「
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
中
　
　
今
最
仁
の
政
と
も
云
う
ぺ
き
も
の
で
あ
る
と
云
い
・
ま
た
清
朝
の
制

　
　
?
X
の
別
は
、
含
の
お
ゆ
る
誘
野
欝
す
ぎ
な
い
」
・
と
康
で
は
灌
は
奪
で
あ
り
・
漢
人
の
才
あ
る
も
の
は
匹
夫
も
籟
と
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
有
爲
は
云
う
。
舜
は
東
夷
の
人
、
文
王
は
西
夷
の
人
で
あ
っ
て
、
道
　
　
’
な
る
こ
と
が
出
來
る
と
し
て
、
漢
人
が
い
わ
ゆ
る
奴
隷
の
境
遇
に
あ
　
一

　
　
に
か
な
っ
て
い
る
が
故
に
、
中
國
に
入
主
し
て
隔
古
今
に
讃
え
ら
れ
　
　
る
の
で
は
な
く
、
元
代
に
南
人
が
蔑
覗
さ
れ
た
歌
旗
と
も
異
る
ご
と

　
　
て
い
る
。
問
題
は
民
族
の
相
違
で
は
な
く
し
て
、
丈
化
の
高
低
で
あ
　
．
を
読
く
の
で
あ
る
。
華
夷
の
別
を
丈
化
の
問
題
と
す
る
限
り
、
恐
ら

　
　
る
。
「
人
種
」
で
は
な
く
し
て
、
「
進
化
」
を
華
夷
の
規
準
と
す
べ
き
　
　
く
擁
夷
別
種
の
論
族
は
薄
弱
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
排
満
の
主
眼
は
、
．
丈
化
に
は
な
く
し
て
民
族
に
あ

　
　
　
進
化
を
規
準
と
す
る
と
凌
、
文
化
の
黙
に
於
て
満
人
が
中
國
化
さ
　
　
る
。
革
命
論
と
樹
決
す
る
た
め
に
は
、
何
等
か
の
形
に
於
て
民
族
の

　
　
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
む
し
ろ
清
朝
は
中
　
　
聞
題
に
も
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
「
濫
…
人
と
漢
人
と
は
同
母
の
兄
弟

　
　
國
の
傳
統
の
積
極
的
な
荷
い
手
で
あ
っ
た
。
　
「
満
人
は
中
國
に
同
化
　
　
と
云
う
の
で
は
な
い
が
、
同
父
異
母
の
兄
弟
に
も
比
す
べ
き
も
の
で
、

　
2
1
@
し
隔
教
化
．
禮
樂
・
言
語
・
服
食
の
何
れ
も
、
一
と
し
て
中
國
と
同
じ
　
　
な
お
一
家
で
あ
る
」
、
と
康
有
爲
が
読
く
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
同
父



2
0
@
の
ヂ
が
異
母
の
兄
弟
の
襲
爵
を
悪
む
が
故
に
、
群
盗
環
伺
の
と
き
に
　
　
云
い
か
え
る
な
ら
ば
「
た
だ
い
わ
ゆ
る
中
國
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
満

2　
　
於
て
、
・
悪
ん
で
こ
れ
を
逐
お
う
と
す
る
の
は
、
外
患
を
顧
す
し
て
内
　
　
漢
は
な
い
」
の
で
あ
り
」
そ
の
黙
戊
戌
攣
法
の
と
き
の
主
張
と
異
る

　
・
註
を
生
じ
、
同
室
或
を
操
っ
て
他
人
を
室
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
と
こ
ろ
が
な
い
。
た
だ
戊
戌
攣
法
の
と
き
康
有
爲
は
保
國
∵
曾
を
開
い

　
　
端
な
く
し
て
こ
の
大
波
を
生
じ
、
こ
の
説
読
を
立
て
る
の
は
、
倫
　
　
て
、
「
保
國
會
の
主
旨
は
、
中
國
を
保
持
す
る
に
あ
っ
て
、
大
清
を
保

　
　
理
に
於
て
悼
っ
て
順
な
ら
す
、
反
し
て
宜
し
き
に
非
る
も
の
と
さ
れ
　
持
す
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
揮
劾
を
受
け
た
。
ヒ
れ
に
封
し
て
、

　
　
た
。
噂
華
夷
の
規
準
を
交
化
の
高
低
に
お
く
に
拘
わ
ら
す
、
し
か
も
満
　
　
革
僑
に
答
え
る
書
が
如
何
な
る
反
響
を
呼
ぶ
か
。
章
柄
麟
の
駁
論
は
、

　
　
人
と
漢
人
と
を
同
父
異
母
の
兄
弟
に
擬
し
て
、
血
縁
的
に
も
極
め
て
　
’
都
合
に
よ
り
下
篇
に
於
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

近
い
と
強
辮
…
す
る
の
で
あ
っ
た
。
或
は
満
漢
を
「
し
ば
ら
く
別
種
と

し
て
も
、
欧
洲
各
國
に
は
君
主
を
異
國
か
ら
迎
え
る
も
の
が
枚
墾
に

た
え
な
い
。
け
だ
し
欧
洲
は
た
だ
民
椹
自
由
を
求
め
る
の
み
」
と
云

い
、
或
は
「
今
上
に
満
洲
種
族
を
推
す
な
ら
ば
、
黄
帝
夏
殿
に
出
で
、

下
に
政
教
禮
俗
を
考
え
る
な
ら
ば
、
全
く
華
風
に
化
し
て
い
る
し
と

も
云
う
。
民
族
に
言
及
す
る
と
き
、
論
旨
が
矛
盾
を
孕
む
の
は
、
正

に
然
る
ぺ
き
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
康
有
爲
は
内
註
よ
り
も
外
患
に
重

き
を
お
く
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
が
如
何
ほ
ど
の
読
得
の
力
を
も
つ

か
ど
う
か
の
革
命
論
者
に
と
っ
て
、
排
満
…
は
内
憂
外
患
に
封
塵
す
る

た
め
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
南
北
ア
メ
リ
゜
カ
の
華
僑
に
答
え
る
書
に
於
て
康
有
爲
が
p

読
く
も
の
は
、
麟
す
る
と
こ
ろ
、
「
満
漢
不
分
・
君
民
同
盤
」
で
あ
る
。
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右
御
希
望
の
方
は
前
金
を
添
え
て
本
會
宛
お
申
し
込
み
下
さ
い
。
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