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民
生
主
義
を
め
ぐ
る
民
報
と
新
民
叢
報
の
論
争
(
下
)

堀

J 11 

哲

男

目

次

は

じ

め

に

一
「
枇
曾
革
命
」
の
提
起
と
梁
感
超
に
よ
る
批
剣

ニ

梁
啓
超
に
針
す
る
朱
執
信
の
反
論

三
孫
文
に
よ
る
民
生
主
義
解
説
(
以
上
本
誌
第
三
三
谷
第

一一蹴
)

四
梁
磨
超
の
再
批
剣
と
胡
漢
民
の
反
論
(
以
下
本
放
)

五
土
地
図
有
と
闘
家
財
政
の
関
係
を
め
ぐ
る
雨
者
の
論
手

六

論

字

の

意

味

お

わ

り

に
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四

梁
啓
超
の
再
批
判
と
胡
漢
民
の
反
論

こ
れ
ま
で
の
民
報
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
反
論
を
ふ
ま
え
て
、

(
新
民
叢
報
八
四
・
八
五

・
八
六
鋭
)
で
あ
る
。

こ
れ
に
ふ
た
た
び
包
括
的
批
判
を
加
え
た
の
が
、
梁
啓
超
の
「
雑
答
某
報」

内
容
は
三
民
主
義
全
般
に
わ
た
る
批
判
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
「
社
曾
革
命
」
に
劃
す
る
批
剣

@
 

(
八
六
貌
〉
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

は
、
そ
の
第
五
章

「
杜
禽
革
命
果
魚
今
日
中
園
所
必
要
乎
」

梁
務
超
は
、

こ
の
章
に
お
い
て
、

え
な
い
理
由
」
の
三
段
に
分
け
て
論
陣
を
は
っ
た
の
ち
、
民
報
一
周
年
記
念
舎
で
の
孫
文
の
講
演
お
よ
び
、
す
で
に
ふ
れ
た
朱
執
信
の

「
論
吐

「
祉
禽
革
命
を
必
要
と
し
な
い
理
由
」

「
社
舎
革
命
を
行
な
う
べ
き
で
な
い
理
由
」

「
祉
曾
革
命
を
行
な



舎
革
命
嘗
奥
政
治
革
命
並
行
」

(
民
報
五
披
〉
に
謝
し
で
も
批
判
を
加
え
て
い
る
。

ま
ず
、
「
祉
禽
革
命
を
必
要
と
し
な
い
理
由
」

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
西
欧
社
舎
に
お
い
て
は
、
工
業
革
命

(
産
業
革
命
)
以
前
に
お
い
て
、

に
お
い
て
、

彼
が
強
調
す
る
の
は
、

西
欧
と
中
園
に
お
け
る
祉
曾
の
在
り
方
の
相
違
で
あ

す
で
に
土
地
は

少
数
者
の
手
に
蹄
し
て
お
り
、
資

本
も
ま
た
同
様
に
少
数
者
の
手
中
に
あ
っ
た
。

工
業
革
命
は
、
こ
う
し
た
傾
向
に
拍
車
を
か
け
、

「革
命
前
の
富
者
は
い
よ
レ
よ
以
っ
て
富
み
、

革
命
前
の
貧
者
は
終
に
以
っ
て
貧
」
し
、
貧
富
の
懸
隔
を
一

一層構
大
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
中
園
に

は
こ
の
よ
う
な
朕
況
が
存
在
し
な
い
と
の
ベ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
は
、

「
わ
が
園
の
現
在
の
経
済
社
曾
組
織
は
欧
州
工
業
革
命
以
前
の
組

織
と
異
な
り
、

『
特
別
豪
富
之
家
』
が
少
な
い
」
こ
と
を
あ
げ
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
ヨ

l
ロ
ヅ
パ
と
の
相
遣
を
生

み
だ
し
た
原
因
と
し
て
、
中
園
で
は
「
貴
族
制
度
が
な
か
っ
た
こ
と
」

『
中
産
之
家
』
が
多
く
、

「
卒
均
相
績
法
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
」

「
賦
税
が
き
わ
め
て
軽
か
っ
た

こ

と

」

の

三

貼

を

指

摘

す

る

。

一

時

的

例

外

を

除

い

て

、

く
、
土
地
が
少
数
の
貴
族
に
よ
っ
て
濁
占
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
西
欧
に
お
け
る
長
子
相
績
と
異
な
り
、
中
園
で
は
漢
以
来
均
分
相

つ
ま
り
、

秦
以
来
、

貴
族
が
消
滅
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、

西
欧
に
お
け
る
が
ご
と
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績
が
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
土
地
の
一
部
の
者
へ
の
集
中
を
防
止
し
た
。
さ
ら
に
、
中
園
で
は
西
欧
に
お
け
る
が
ご
と
き
貴
族
お
よ
び
数

舎
に
よ
る
牧
奪
が
存
在
せ
ず
、
帝
王
は
お
お
む
ね
賦
税
の
軽
減
を
旨
と
し
て
き
た
た
め
に
、
人
々
は
勤
務
の
成
果
の
一
部
を
貯
蓄
す
る
と
い
う

美
風
を
身
に
つ
け
、
そ
の
こ
と
が
、

ひ
い
て
は
、
中
闘
に
お
い
て
「
中
産
之
家
」
を
多
か
ら
し
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
中
園
に
は
「
極
貧
と
極
富
と
い
う
二
つ
の
階
級
は
存
在
せ
ず
:
:
:
現
在
の
経
済
社
曾
組
織
は
、
分
配
の
面
に
お

い
て
は
、
す
で
に
比
較
的
完
備
し
て
い
て
、
西
洋
の
奮
杜
舎
の
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
い
レ
、
中
園
祉
舎
の
内
部
に
「
社
禽
革
命
」

を
必
要
と
す
る
よ
う
な
要
因
が
存
在
し
な
い
以
上
、
そ
れ
を
行
な
う
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

手
を
論
難
す
る
ロ
寅
を
得
る
た
め
に
、

し
か
し
、
こ
の
梁
啓
超
の
主
張
は
、
相

一
面
的
な
現
象
の
み
を
根
接
に
し
て
く
み
た
て
ら
れ
た
、

は
な
は
だ
底
の
浅
い
も
の
で
あ
っ
た
。

胡
漢
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民
か
ら
、
な
ぜ
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
つ
い
て
の
み
と
り
あ
げ
、

@
 

た
ま
り
も
な
く
く
ず
れ
さ
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
言
及
し
な
い
の
か
、

と
反
問
さ
れ
た
と
き
、
彼
の
立
論
の
基
礎
は
ひ
と
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つ
ぎ
に
、

「
祉
禽
革
命
を
行
な
う
べ
き
で
な
い
理
由
」
と
し
て
、
梁
啓
超
に
よ

っ
て
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
の
が
、
列
強
の
脅
威
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
こ
の
首
時
、
並
行
し
て
行
な
わ
れ
て
レ
た
「
革
命
は
瓜
分
を
招
く
か
否
か
」
の
論
争
に
お
レ
て
、

@
 

る
論
撲
と
し
て
梁
啓
超
が
も
っ
と
も
強
く
主
張
し
た
の
も
、
こ
の
「
列
強
の
脅
威
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
東
西
列
強
」
の
脅
威
の
も
と
に
あ
る

「
革
命
」
そ
の
も
の
を
否
定
す

現
在
の
中
園
に
お
い
て
第
一
に
要
請
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
脅
威
に
封
抗
す
る
方
策
を
講
じ
る
こ
と
だ
と
し
、
首
時
、
中
園
で
展
開
さ
れ
て
い
た

利
権
回
牧
運
動
的
方
向
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
外
園
資
本
家
の
侵
入
に
封
抗
す
る
た
め
に
は
、
中
園
の
資
本
家
を
奨
幽
す
る
こ
と
こ
そ
肝
要
だ

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て

も
し
「
中
闘
に
大
資
本
家
が

出
現
し
な
け
れ
ば
、

他
国
の
大
資
本
家
が
入
っ
て
き
て
、

」れ
に
と
っ
て
か
わ

り
、
」
そ
の
結
果
と
し
て
、

わ
が
四
億
同
胞
は
か
れ
ら
の
奴
隷
と
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
の
ベ
る
。
そ
の
論
理
的
簡
結
と
し
て
、
彼
は
、
「
中
園
今

日
の
経
済
界
の
前
途
は
、
資
本
家
奨
励
を
第

一
義
と
し
、
州
労
働
者
保
護
を
第
二
義
と
す
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
今
日
、
中
園
が
急
い
で
研
究
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
生
産
の
問
題
で
あ
っ
て
分
配
の
問
題
で
は
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
梁
啓
超
の
主

@
 

張
は
、
分
配
問
題
の
解
決
こ
そ
最
重
要
と
す
る
孫
文
ら
の
考
え
方
と
、
す
る
ど
く
樹
立
す
る
黙
で
あ
り
、
論
争
全
世
を
通
じ
て
あ
き
ら
か
と
な

っ
た
雨
者
の
封
立
す
る
認
識
の
相
違
を
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
レ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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「杜
曾
革
命
を
行
な
え
な
い
理
由
」
と
し
て
梁
啓
超
が
も
ち
出
す
論
擦
の

一
つ
は
、
共
和
立
憲
制
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
レ
て
そ
う
で
あ
っ
た

の
と
問
機
に
、
中
園
の
枇
曾
設
展
が
ま
だ
そ
れ
を
可
能
と
す
る
ほ
ど
高
度
な
段
階
に
ま
で
到
達
し
て
レ
な
い
と
い
う
黙
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

彼
は
、

「完
全
な
枇
曾
革
命
は
、
欧
米
の
現
在
の
程
度
を
も
っ
て
し
て
、

さ
ら
に
百
年
後
に
お
い
て
も
な
お
、

か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
を
行
な
い

う
る
と
は
い
え
な
い
。
中
園
で
は
な
お
さ
ら
論
外
で
あ
る
」
と
断
定
す
る
。
こ
こ
に
胡
漢
民
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
、
梁
啓
超
に
お
け
る
欧
米

崇
拝
の
心
情
と
、
そ
れ
を
う
ら
が
え
し
に
し
た
形
で
の
自
園
民
の
力
量
軽
視
の
態
度
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
主
観

的
に
せ
よ
、
欧
米
を
追
い
こ
し
た
理
想
社
舎
を
未
来
に
展
墓
し
う
る
孫
文
ら
と
は
劉
照
的
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
論
擦
は
、
資
本
の
問
題
を

放
置
し
た
ま
ま
、
撃
に
土
地
園
有
の
み
に
よ
っ
て
吐
曾
問
題
の
す
べ
て
を
解
決
し
う
る
か
否
か
と
い
う
勤
へ
の
疑
問
で
、
こ
れ
は
、

こ
の
後
で

展
開
さ
れ
て
い
る
孫
文
の
講
演
へ
の
批
判
の
部
分
に
接
績
す
る
。



孫
文
の
講
演
に
針
す
る
批
判
は
、

ほ
ぼ
次
の
諸
貼
で
あ
る
。
第
一
貼
は
、
土
地
問
題
を
解
決
し
て
も
資
本
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
祉
曾

問
題
の
員
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
批
剣
。
す
な
わ
ち
、
も
し
祉
舎
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

「
資
本
問
題
の
解
決
を
第
一

義
と
し
、
土
地
問
題
の
解
決
を
第
二
義
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
っ
、

土
地
問
題
は
資
本
問
題
の
付
属
物
と
考
え
れ
ば
よ
い
:
:
:
。
本
嘗
を
い
え

ば
、
か
な
ら
ず
一
切
の
生
産
機
闘
を
こ
と
ご
と
く
固
有
に
し
て
こ
そ
完
全
な
祉
曾
革
命
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。

「
土
地
問

題
は
資
本
問
題
の
付
属
物
」
と
す
る
梁
の
主
張
、
理
論
的
に
は
彼
の
説
明
の
と
お
り
で
あ
る
。

主
義
者
」
(
民
報

一
一
一
貌
)
は
、
「
土
地
が
園
家
の
所
有
と
な
れ
ば
、
資
本
も
お
の
ず
と
園
家
の
所
有
に
な
る
の
だ
」
と
反
論
し
て
い
る
が
、
土
地

固
有
か
ら
資
本
固
有
に
い
た
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
レ
て
は
一
切
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
胡
漢
民
の
そ
れ
は
草
な
る
抽
象
論
の
域
を
出
て
い

」
れ
に
劉
し
、
民
意
(
胡
漢
民
)
「
告
非
難
民
生

な
い
。
事
貫
、
こ
の
時
期
の
民
生
主
義
は
、

ほ
と
ん
ど
「
卒
均
地
権
」
の
み
で
、
資
本
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
と
い

っ
て
い

い
ほ
ど
言

及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

」
の
黙
は
率
直
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

辛
亥
革
命
以
後
に
な

っ
て、

よ
う
や
く
「
卒
均
地
権
」
と
な
ら
ん
で
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「
節
制
資
本
」
と
い
う
形
で
少
数
資
本
家
の
経
済
的
濁
占
を
防
止
す
る
と
い
う
方
向
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
黙
は
か
な
り
も
っ
て
ま

わ
っ
た
批
判
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
孫
文
が
「
中
園
に
は
現
在
資
本
家
が
生
ま
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
数
千
年
来
、
地
債
は
上
昇
し

@
 

て
い
な
い
」
と
の
べ
た
こ
と
に
劃
す
る
も
の
で
、
梁
は
さ
ら
に
こ
れ
を
演
縛
し
て
、

そ
れ
な
ら
ば
地
債
を
お
さ
え
る
た
め
に
、

資
本
家
の
出
現

を
阻
止
す
れ
ば
、
民
生
主
義
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
は
ず
、
と
き
り
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
に
孫
文
の
言
葉
を
瑳
展
さ
せ
て
お
い
た

上
で
、
現
在
中
園
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
、
孫
文
の
考
え
方
と
は
逆
に
、
外
園
の
資
本
家
に
劉
抗
す
る
た
め
、
圏
内
の
大
資
本
家
の
奨
駒
保

護
こ
そ
第

一
任
務
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
梁
が
先
に
の
ベ
た
「
今
日
、
中
園
が
急
い
で
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
生
産
問

題
で
あ
っ
て
分
配
問
題
で
は
な
い
」

と
の
べ
た
こ
と
の
別
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
第
三
黙
は
、

「卒
均
地
権
」

を
い
か
な
る
方
法
で
貫
施
に
移
す

は
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

の
か
、
ま
た
、
そ
の
主
張
す
る
土
地
圏
有
主
義
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
。
確
か
に
、
こ
の
黙
は
、
孫
文
の
講
演
の
中
で

「
卒
均
地
権
」
と
「
土
地
園
有
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
何
の
説
明
も
な
い
ま
ま
蔑
さ
れ
て
い
た
。

朱
執
信
に
よ
る
解
説
が

と
く
に
、

95 

梁
啓
超
の
疑
問
に
答
え
る
形
で
、
こ
の
あ
と
、

よ
う
や
く
「
土
地
園
有
興
財
政
」

(
民
報
一
五

・
二
ハ
腕
〉
に
お
い
て、
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な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
黙
は
、

ヘ
ン
リ
l

・
ジ
ョ
ー
ジ
の
土
地
車
税
論
に
閲
す
る
も
の
で
、
梁
に
よ
れ
ば
、
車
税
論
は
「
財
政
皐
上
の

一

皐
説
」
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て

二
切
の
生
産
機
関
の
園
有
」
と
い
う
貼
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
皐
に
車
税
論
に
よ
っ
て
祉
曾
問
題
の
解

決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
孫
文
の
主
張
は
、
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

最
後
の
部
分
は
朱
執
信
「
論
社
曾
革
命
嘗
興
政
治
革
命
並
行
」
へ
の
批
判
で
あ
り
、
三
つ
の
論
黙
か
ら
な

っ
て
い
る
。
第
一
貼
は
、
孫
文
演

説
批
判
と
重
な
る
も
の
で
、
土
地
問
題
を
解
決
し
て
も
資
本
の
問
題
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
社
舎
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る

生
産
機
関
(
生
産
手
段
)
を
園
有
に
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
「
祉
曾
革
命
」

と
い
い
う
る
と
す
る
も
の
。

た
だ
し
梁
の
場
合
は

む
ろ
ん
、
そ
の

よ
う
な
祉
舎
革
命
を
行
な
う
べ
し
と
い
う
の
で
は
な
く
、

現
在
の
中
園
で
は
絶
割
に
行
な
い
え
な
い
と
い
う
剣
断
に
立
っ
て
い
る
。

第
二
黙

は
、
朱
執
信
に
お
い
て
枇
舎
改
良
主
義
と
社
舎
革
命
主
義
の
区
別
が
不
明
確
だ
と
す
る
指
摘
、
第
三
貼
は
、
政
治
革
命
の
時
期
に
社
舎
革
命
を

行
な
い
易
い
と
い
う
の
は
、

「
田
主
」
の
な
い
土
地
を
強
奪
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、

と
レ
う
非
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

具
鐙
的
に
は
、
朱

- 96ー

執
信
が
「
明
初
の
屯
衡
の
制
は
、
そ
の
回
み
な
固
有
で
あ
る
。
明
初
こ
れ
を
行
な
い
え
た
の
も
、
政
治
革
命
後
で
賞
施
し
や
す
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
」
と
し
、
も
し
時
機
を
失
っ
て
、
後
に
な
っ
て
買
牧
す
る
と
す
れ
ば
、
経
費
を
捻
出
す
る
す
べ
が
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
の
べ
て
い
た

こ
と
に
射
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
梁
啓
超
が
こ
れ
ま
で
に
も
く
り
か
え
し
指
摘
し
、
そ
し
て
民
報
の
側
が
く
り
か
え
し
否
定
し
つ
づ

け
て
き
た
論
鮎
で
あ
っ
た
。

「
政
治
革
命
の
時
期
に
は
人
心
が
動
揺
し
、

E
富
を
む
さ
ぼ
ら
な
い
。
だ
か
ら
私
利
を
濁
占
し
よ
う
と
す
る
観
念

が
稀
薄
で
、
公
共
の
安
全
幸
福
の
説
が
そ
の
心
に
入
り
易
い
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
革
命
時
の
混
凱
を
最
大
限
に
利
用
す
る
意

し
か
し
、
朱
執
信
自
身
、

園
は
十
分
に
あ
り
、

梁
啓
超
の
指
摘
が
全
く
見
嘗
は
ず
れ
で
あ
っ
た
と
は
レ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

h
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民
報
の
側
と
し
て
は

こ
の
段
階

で
そ
れ
を
公
式
に
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
民
報
の
反
論
の
は
ぎ
れ
の
悪
さ
の
最
大
の
原
因
は
、
同
盟
曾
内
部

に
お
け
る
民
生
主
義
に
つ
い
て
の
意
志
の
不
統

一
ー
ー
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
具
健
的
内
容
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
論
議
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
民
生
主
義
の
具
佳
的
責
施
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
同
盟
舎
と
し
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ン
ス
が
ま
だ
え
ら



れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
黛
内
に
お
け
る
民
生
主
義
に
批
判
的
な
勢
力
に
つ
い
て
は
論
外
と
し
て
、
例
え
ば
、
孫

文
・
胡
漢
民
・
朱
執
信
の
間
に
も
微
妙
な
-
一
品
ア
ン
ス
の
違
い
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
孫
文
の
民
生
主
義
は
ほ
と
ん
ど

「
卒
均
地
権
」
一
本
で
あ
り
、
直
接
、
土
地
園
有
に
言
及
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
避
け
よ
う
と
し
て
レ
る
か
に
み
え
ヤ

一
方
、
土
地
園
有
を
主

胡張
漢 し
民@な
とが

ら
も

「
た
だ
異
民
族
政
府
を
滅
ぼ
す
と
い
う
第
を
は
ら
う
だ
け
で
、
圏
内
の

一
切
の
階
級
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
」
と
す
る

「
細
民
」
に
よ
る
「
豪
右
」
の
打
倒
と
と
ら
え
、
「
社
舎
革
命
は

@
 

階
級
競
争
を
も
っ
て
手
段
と
し
、
そ
れ
が
成
功
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
経
済
上
、
階
級
は
な
く
な
る
」
と
の
べ
て
い
る
朱
執
信
。
こ
の
三
者
を

「
社
曾
革
命
」
は
不
完
全
な
祉
舎
経
済
組
織
を
改
め
る
こ
と
、

と
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
民
生
主
義
に
つ
い
て
の
理
解
に
か
な
り
の
聞
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
、
同
盟
舎
の
綱
領
と

し
て
の
「
民
生
主
義
」
が
現
貫
に
な
に
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
具
鐙
的
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
せ
ま
っ
て
こ
な
い
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
梁
佐
超
の
批
判
に
こ
た
え
る
中
で
、
や
む
を
え
ず
徐
々
に
瞳
裁
を
と
と
の
え
て
い
く
と
い
う
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
。

し
た
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が
っ
て
嘗
然
、
そ
こ
に
は
前
後
の
矛
盾
も
生
じ
て
く
る
。
そ
の
矛
盾
を
つ
く
こ
と
、
そ
こ
に
梁
啓
超
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
告
非
難
民
生
主
義
者
L

こ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
梁
啓
超
の
批
判
に
射
し
て
、

ほ
ぼ
梁
の
立
論
に
即
し
た
形
で
反
論
を
展
開
し
て

い
る
。

正
面
か
ら
反
論
し
た
の
が
民
意
〈
胡
漢
民
)

@
 

(
民
報
一

一一
貌
)
で
あ
る
。

ま
ず
、
梁
の
い
う
「
中
園
で
は
祉
曾
革
命
を
必
要
と
し
な
い
理
由
」
へ
の

反
論
。
胡
漢
民
は
こ
こ
で
次
の
三
黙
を
あ
げ
て
レ
る
。
第
一
黙
。
梁
氏
は
イ
リ
l
の
読
に
も
と
づ
い
て
論
じ
な
が
ら
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
つ
い
て
の

み
語
り
、
故
意
に
ア
メ
リ
カ
に
は
言
及
し
よ
う
と
し
な
い
。
す
で
に
革
命
を
回
避
し
え
な
い
窮
朕
に
た
ち
い
た
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
祉
曾

経
済
の
賦
況
を
、
す
べ
て
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
過
去
の
歴
史
護
展
の
特
殊
性
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
る
が
如
く
説
明
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
歴
史
護
展
の
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら

ヨ
l
ロ
ヴ
パ
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
窮
肢
に
お
ち
い

っ
て
い
る
ア

メ
リ
カ
に
つ
い
て
ふ
れ
よ
う
と
し
な
い
の
は
何
故
か
。
こ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
べ
る
と
、
梁
氏
自
身
の
読
明
が
成
り
立
た
な
く
な
る

か
ら
で
は
な
い
の
か
。

た
と
え
ば
、
梁
氏
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
封
比
に
お
い
て
、
中
園
に
は
「
中
産
之
家
」
が
多
く
、

「
特
別
豪
富
之
家
」
は

97 

少
な
い
と
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
異
な
り
中
園
に
は

「貴
族
制
度
が
な
か
っ
た
こ
と
」
と

「
平
均
相
績
が
行
な
わ
れ
た
こ
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と
」
と
を
あ
げ
て
レ
る
が
、

ア
メ
リ
カ

に
は
貴
族
制
度
が
存
在
せ
ず

長
子
相
繕
制
も
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
数
人
へ
の
土
地
集

中
・
企
業
の
集
中
が
進
行
し
て
レ
る
で
は
な
い
か
。
し
た
が

っ
て
梁
氏
の
読
は
成
立
の
飴
地
が
な
い
。
第
二
貼
。
梁
氏
は
卑
漢
鍛
道
の
株
主
と

し
て
多
数
の
園
民
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
も

っ
て
、
将
来
の
経
済
枇
舎
に
お
い
て
分
配
が
う
ま
く
い
く
こ
と
の
前
兆
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
一
時
の
義
憤
に
か
ら
れ
た
と
い
う
特
殊
な
原
因
に
も
と
づ
く
事
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
も
放
置
し
て
お
け
ば
、
数
の
上
で
は
最
大
多
数
を
占

め
る
一

O
株
未
洲
の
零
細
な
株
主
は
、

E
大
な
資
金
量
に
も
の
を
い
わ
せ
て
買
増
し
を
は
か
る
大
株
主
の
攻
勢
に
抗
し
え
ず
、

結
局
、
設
行
株

式
の
大
半
は
少
数
人
の
手
に
お
ち
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
分
配
の
問
題
に
留
意
し
な
け
れ
ば
、
賂
来
の
一
位
禽
が
「
競
争
座
迫
の

禍
」
を
受
け
る
こ
と
は
必
歪
で
あ
る
。
第
三
貼
。
梁
氏
は
、
中
園
に
は
祉
禽
問
題
を
瑳
生
せ
し
め
る
原
因
が
存
在
せ
ず
、
か
っ
、
欧
米
の
前
例

を
教
訓
と
し
て
、
繭
を
未
然
に
お
さ
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て
い
る
が
、
少
数
人
へ
の
土
地
の
集
中
を
放
置
し
て
お
け
ば
、
か
な
ら
ず
欧
米

の
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。
土
地
問
題
こ
そ
社
曾
問
題
の
根
源
で
あ
る
。
以
上
か
、
祉
禽
革
命
不
要
説
へ
の
胡
漢
民
の
反
論
で
あ
っ
た
。

資
に
封
抗
す
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
、

お
よ
び
、
生
産
は
園
際
競
争
に
か
か
わ
る
問
題
、
分
配
は
圏
内
競
争
の
問
題
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つ
い
で

「
中
聞
は
社
合
革
命
を
行
な

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
主
張

へ
の
反
論
。
こ
れ
は
、

梁
瞥
超
が
園
内
の
資
本
家
を
奨
闘
し
て
外

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
国
で
は
分
配
問
題
よ
り
も
生
産
問
題
の
方
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
べ
た
こ
と
に
劃
す
る
反
論
で
あ
る
。
前
者

に
到
し
て
、
胡
漢
民
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
梁
氏
の
主
張
す
る
「
中
園
の
資
本
家
を
奨
勘
し
て
:
:
・
」

と
い
う
や
り
方
で
は
、

と
う
て
し

外
園
資
本
に
太
万
打
ち
で
き
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、

土
地
園
有
に
よ
り
、
園
家
を
大
地
主

・
大
資
本
家
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
園
民
全
鐙
の

幸
一帽
を
は
か
る
と
い
う
や
り
方
の
ほ
う
が
ま
さ

っ
て
い
る
。

ロ
パ

ー
ト

・
ハ
l
ト
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
適
切
な
運
営
を
お
こ
な
え
ば
、
中
闘
で

は
四
億
の
地
税
牧
入
が
み
こ
め
る
と
い
う
か
ら
、
地
税
を
地
代
の
二
十
分
の
一
と
し
て
計
算
す
る
と
、
土
地
闘
有
後
は
八

O
億
の
園
庫
牧
入
が

み
こ
め
、

し
か
も
そ
の
額
は
文
明
の
瑳
達
に
よ
る
地
債
の
上
昇
に
と
も
な

っ
て
、
年
々
一
増
加
す
る
は
ず
で
あ
る。

こ
の
歳
入
を
も
っ
て
餓
道

・

鎖
山

・
郵
便

・
電
信

・
水
道
な
ど
の
事
業
に
従
事
す
れ
ば
、

資
金
の
不
足
を
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、

は
、
そ
の
信
用
に
よ

っ
て
、
外
債
を
借
り
入
れ
て
、
出
護
首
初
の
資
金
不
足
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
も
可
能
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結

強
固
な
基
盤
を
も
っ
新
政
府



「
圏
内
の
資
本
家
を
奨
勘
し
て
外
資
の
輸
入
に
劉
抗
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
、
単
に
封
抗
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、

社
舎
の
貧
富
の
階
級
を
生
ぜ
し
め
る
だ
け
、
こ
れ
が
梁
氏
の
政
策
で
あ
る
。

中
園
園
家
を
も
っ
て
大
地
主
大
資
本
家
と
す
れ
ば
、
外
資
の
輸
入

論
と
し
て
、

い
た
ず
ら
に

は
利
盆
は
あ
っ
て
も
損
は
な
い
。

」
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
主
張
す
る
政
策
で
あ
る
」

と
の
ベ
、

大
多
数
の
犠
牲
に
お
い
て
も
資
本
家
の
育
成
を

は
か
る
べ
き
だ
と
す
る
梁
啓
超
の
考
え
方
を
、
逆
に
は
げ
し
く
非
難
し
て
い
る
。

一
方
、
後
者
に
射
し
て
は
、
生
産
問
題
と
分
配
問
題
は
封
立

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

一
部
の
者
へ
の
富
の
集
中
、
貧
富
の
は
な
は
だ
し
い
懸
隔
と
い
う
欧
米
今
日
の
祉
舎
問
題
を
生
み
だ
し
た
原

因
が
、
生
産
の
問
題
の
み
を
重
視
し
て
分
配
の
問
題
を
な
お
ざ
り
に
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
、
か
っ
、
生
産

・
分
配
南
者
の
解
決
の
難
易

を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
「
生
産
の
問
題
は
、
大
牢
は
自
然
の
趨
勢
に
ま
か
せ
て
も
よ
い
が
、
分
配
の
問
題
は
人
魚
的
政
策
に
よ

っ
て
こ
れ

@
 

を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
ゆ
え
に
、
嘗
然
、
分
配
の
問
題
に
重
貼
を
お
か
ざ
る
を
え
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。

--Av--、
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ま
た
「
中
闘
で
は
社
合
同
革
命
を
行
な
い
え
な
い
」
と
す
る
梁
の
主
張
に
謝
し
て
は
、

次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
梁
氏
は
「
欧
米
の
現
在
の
程
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度
を
も
っ
て
し
て
、
さ
ら
に
百
年
を
鰹
て
も
完
全
な
祉
曾
革
命
を
行
な
い
え
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
現
在
の
中
園
の
場
合
に
は
論
外
だ
」
と

の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
欧
米
を
崇
拝
す
る
あ
ま
り
、
社
舎
主
義
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
積
弊
改
め
が
た
い
獄
況
に
ま
で

た
ち
至
っ
て
い
る
欧
米
と
、
中
園
と
で
は
事
情
が
遣
っ
て
お
り
、
欧
米
で
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
園
で
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
の

論
誼
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
梁
氏
は
、
土
地
問
題
を
解
決
し
て
も
祉
曾
問
題
の
す
べ
て
を
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
非
難
す
る
が
、

わ
れ
わ
れ
も
土
地
問
題
以
外
に
問
題
が
な
い
と
は
言

っ
て
レ
な
い
。
た
だ
、
欧
米
で
社
曾
問
題
を
解
決
で
き
な
い
の
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
土

わ
れ
わ
れ
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
胡
漢
民
の
反
論
で
あ
っ
た
。

地
問
題
を
解
決
で
き
な
い
か
ら
だ
と
、

こ
こ
で
、
商
者
の
主
張
は
ま
つ
こ
う
か
ら
劉
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
梁
啓
超
が
、
土
地
問
題
を
「
資
本
問
題
の
付
属
物
L

と
み
る
の
に
針
し

て
、
胡
漢
民
は
、
土
地
こ
そ
「
資
本
の
原
動
力
」
だ
と
し
、
土
地
問
題
の
解
決
こ
そ
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
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の
黙
は
、
最
後
の
部
分
の
孫
文
批
判
へ
の
反
論
の
と
こ
ろ
で
、
そ
の
論
旨
は
い

っ
そ
う
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

決
し
て
も
資
本
の
問
題
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
枇
舎
問
題
の
解
決
と
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
梁
啓
超
の
批
判
に
劃
し
て
、

胡
漢
民
は
次
の
よ

「
土
地
問
題
を
解
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う
に
の
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
将
来
の
中
闘
は
、
土
地
の
固
有
、
大
資
本
の
闘
有
で
あ
る
。
土
地
図
有
は
法
律
で
定
め
て
こ
れ
を
園
有
に
錦
す
る
の
で
あ
る
(
法
定
而
錆
議
関
有

者
也
)
。
大
資
本
図
有
は
、
土
地
が
闘
家
の
所
有
と
な
れ
ば
、
資
木
も
ま
た
お
の
ず
と
闘
家
の
所
有
と
な
る
。
何
故
、
土
地
に
つ
い
て
の
ベ
て
、
資
本
に
言
及

し
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
土
地
は
現
在
す
で
に
個
人
の
手
中
に
あ
る
が
、
資
本
家
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
、
土
地
は
法
で
定
め
す
べ

て
閥
有
に
締
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
資
本
は
そ
う
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
。
そ
れ
は
土
地
は
濁
占
的
性
質
を
有
す
る
が
、
資
本
は
そ
う
で
な
い
か
ら
で
あ

る。
」れ
に
よ
っ
て
、
土
地
と
資
本
に
つ
い
て
の
雨
者
の
考
え
方
の
相
違
は
、

一
臆
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
資
本
の
問
題
を

と
り
あ
げ
な
い
理
由
と
し
て
、
胡
漢
民
が
「
土
地
は
濁
占
的
性
質
を
有
す
る
が
、

資
本
は
そ
う
で
な
い
か
ら
だ
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
納
得
の

行
く
説
明
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
所
有
権
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
土
地
に
く
ら
べ
て
の
資
本
の
流
動
性
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
回
答
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
も
、

「
わ
れ
わ
れ
の
将
来
の
中
園
は
、

土
地
の
園
有
、
大
資
本
の
園
有
で
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あ
る
」
と
い
う
胡
漢
民
の
説
明
白
睦
、
こ
れ
ま
で
の
梁
啓
超
に
よ
る
一
連
の
批
判
に
劉
抗
す
る
形
で
出
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
節
制
資
本
」

@
 

的
方
向
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
鴻
自
由
の
論
文
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
は
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
明
確
な
形
を
と
っ
て
く
る
背
景
に
、

資
本
問
題
解
決
の
展
墓
を
依
落
さ
せ
て
い
た
革
命
涯
に
劃
す
る
梁
啓
超
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の

貼
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
射
す
る
た
め
ら
い
が

「
土
地
が
園
有
と
な
れ
ば
資
本
も
ま
た
お
の
ず
と
固
有
と
な
る
」
と
い
わ
し
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

な
お
、
梁
啓
超
は
卒
均
地
権
と
の
関
連
に
お
い
て
、
圏
有
後
は
、
土
地
は
買
買
の
刑
判
象
と
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
地
債
そ
の
も
の
が
な
く
な

る
は
ず
だ
と
し

そ
の
場
合
、

「
卒
均
地
擢
」
寅
施
の
た
め
の
地
債
と
は

一
鎧
ど
こ
か
ら
算
定
さ
れ
る
の
か
と
質
問
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に

劃
し
て
胡
漢
民
は
、

「
わ
が
園
の
習
慣
と
し
て
、
地
債
と
稿
す
る
も
の
は
、
土
地
所
有
の
劉
債
で
あ
り
、
こ
の
債
は
そ
の
使
用
の
封
債
と
し
て

で
て
く
る
」
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
「
そ
の
時
、
土
地
は
園
有
と
な
り
、
買
買
を
許
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
賃
借
の
債
格
か
ら
そ
の
地
債
を
推
測



で
き
る
」
と
答
え
て
い
る
。五

土
地
園
有
と
園
家
財
政
の
関
係
を
め
ぐ
る
雨
者
の
論
争

こ
れ
ま
で
の
論
争
を
通
じ
て
、
孫
文
お
よ
び
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
考
え
て
い
る
「
祉
禽
革
命
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
、
不
十
分
な

が
ら
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、

そ
れ
が
現
在
の
中
園
に
お
い
て
た
だ
ち
に
と
り
く
む
べ
き
課
題
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
民
報
と
新
民

叢
報
の
樹
立
す
る
見
解
も
一
腰
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
の
ま
ま
の
形
で
の
論
争
は
、
多
く
の
骸
定
的
要
因
を
含
ん
で
い
る
だ
け
に
、
論
争
と
し
て

は
水
か
け
論
に
お
ち
い
り
、一

歩
も
前
進
し
な
い
。
局
面
の
あ
ら
た
な
展
開
は
、
梁
魯
超

「
再
駁
某
報
之
土
地
園
有
論
」
(
新
民
叢
報
九
0
・
九一

-

九
二
鋭
)
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
。
そ
れ
は
、

「社
舎
革
命
」
を
行
な
う
も
の
と
偲
定
し
た
う
え
で
、

舎
革
命
」
が
は
た
し
て
成
立
し
う
る
か
否
か
、
ま
た
経
済
的
批
曾
的
見
地
か
ら
み
て
、

園
家
財
政
の
面
か
ら
み
て
民
報
の
い
う
「
社

「
祉
舎
革
命
」
が
園
家
の
利
盆
・

園
民
の
福
祉
に
つ
な
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が
る
か
否
か
と
い
う
覗
貼
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
三
競
に
わ
た
り
、
計
一

一
二
頁
に
お
よ
び
、
な
お
か
つ
未
完
に
終
わ
っ
て
い

る
と
い
う
長
文
の
も
の
で
、
財
政
論
の
見
地
か
ら
、
民
報
の
主
張
す
る

「祉
曾
革
命
論
」
の
誤
謬
を
論
誼
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
世

は
園
家
財
政
の
面
か
ら
み
て
土
地
園
有
論
の
成
立
不
可
能
な
こ
と
を
論
じ
た
「
就
財
政
上
正
土
地
園
有
論
之
誤
謬
」
、
お
よ
び
「
祉
曾
革
命
」
後

の
経
済
的
数
果
に
つ
い
て
の
疑
問
を
の
ベ
た
「
就
経
済
上
正
土
地
固
有
論
之
誤
謬
」
、

の
員
の
解
決
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
疑
問
を
の
ベ
た
「
就
社
禽
問
題
上
正
土
地
園
有
論
之
誤
謬
」
の
三
節
か
ら
な
り
、
論
黙
は
計
三
九
項

目
に
及
ん
で
い
る
。
争
黙
は
多
岐
に
わ
た
り
、
論
旨
も
精
密
と
な
り
、
議
論
と
し
て
多
く
の
興
味
あ
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、
全
瞳
と
し
て

は
本
質
を
離
れ
た
議
論
の
た
め
の
議
論
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
す
で
に

「祉
曾
革
命
」
の
質
施
を

前
提
(
あ
る
い
は
仮
定
)
に
し
て
、
そ
れ
を
貫
現
す
る
た
め
の
方
法
論
、
寅
施
後
の
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
梁
啓
超
の
側
に
は
そ
れ
を
寅
現
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
完
全
に
絞
如
し
て
い
る
こ
と
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
あ
た
ま
か
ら
否
定
す
る
立

場
に
立

っ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
基
本
的
立
場
を
異
に
す
る
こ
者
の
間
で
な
さ
れ
る
論
争
が
、
多
く
の
場
合
、
外
見
上
の
は
な
ば

な
ら
び
に
民
報
の
主
張
す
る
土
地
圏
有
論
が
祉
曾
矛
盾

101 
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な
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

不
毛
に
終
わ
る
危
険
性
を
つ
ね
に
と
も
な
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
梁
瞥
超
に
よ

っ
て
提
起
さ
れ
た
三
九
項
目
、
そ
の

一
つ
一
つ
が
い
か
に
も
っ
と
も
ら
し
く
み
え
よ
う
と
も
、

結
局
は
、
相
手
の
主
張
を
抹
殺
す
る
た
め
の
小
道
具
で
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

「再
駁
某
報
之
土
地
園
論
」
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
民
報
の
側
の
主
張
を
論
破
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
自
己
の
改
良
主
義
的
立
場
を
防
衛

し
う
る
こ
と
、
そ
れ
を
だ
れ
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
梁
が
、
基
本
構
想
で
の
論
争
に
勝
ち
目
、が
な
い
と
み
て
、
あ
る
い
は
、
す
く
な
く
と
も

た
だ
ち
に
は
相
手
を
論
破
で
き
な
い
と
み
て、

戦
線
を
ひ
と
ま
ず
後
に
さ
げ
、

「祉
禽
革
命
」
を
寅
行
し
た
場
合
に
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
園
家

財
政
上
の
諸
問
題
に
焦
黙
を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て、

そ
こ
に
あ
ら
た
な
防
衛
線
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
民

報
と
新
民
叢
報
の
論
争
の
全
過
程
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
梁
啓
超
の
本
質
的
な
姿
勢
、
外
見
的
に
は
攻
撃
と
レ
う
形
を
と
り
な
が
ら
、

そ
の
賞
、

き
わ
め
て
防
衛
的
姿
勢
が
、
こ
こ
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
梁
啓
超
の
「
再
駁
某
報
之
土
地
園
有
論
」
は
、
「
就
財
政
上
正
土
地
園
有
論
之
誤
謬
」
「
就
経
済
上
正
土
地
園
有
論
之
誤
謬
」

信
)
「
土
地
図
有
興
財
政
」
(
民
報
一
五
・
二
ハ
鋭
)
と
の
関
連
に
お
い
て
、

最
初
の
部
分
、
す
な
わ
ち
「
就
財
政
上
正
土
地
園
有
論
之
誤
謬
」
だ
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「
就
杜
曾
問
題
上
正
土
地
闘
有
論
之
誤
謬
」

の
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
レ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ

の
梁
啓
超
論
文
に

反
論
し
た
豚
解

(朱
執

け
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
梁
魯
超
は
、
こ
の
中
で
、
園
家
財
政
の
面
か
ら
み
て
、
民
報
の
い
う
土
地
園
有
論
の
成
立
不
可
能
な
こ
と
を

一
五
項
目
に
わ
た

っ
て
詳
論
し
て
い
る
。
そ
の
論
旨
を
要
約
す
る
と
、

ほ
ぼ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
一
)
文
明
の
進
歩
と
と
も
に
、

い
ず
れ
の
固
に
お
い
て
も
、
園
家
の
必
要
と
す
る
経
費
は
年
々
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

土
地
車
税
の
み
に
よ
っ
て
園
家
財
政
を
ま
か
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

@
 

ド
弱
。
中
閣
の
面
積
は
イ
ギ
リ
ス
の
約

一一

倍
だ
が
、
閥
単
位
面
積
嘗
た
り
の
地
代
は
十
分
の

一
程
度
な
の
で
、
組
額
は
五

O
OO
J
六
0
00

寓
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
な
い
。
将
来
に
お
け
る
地
代
の
上
昇
は
珠
想
さ
れ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
以
前
に
お
レ
て
、
財
政
基
礎
は
牧
拾
す
べ
か
ら
ざ
る

(
二
)
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
地
代
の
総
額
は
五
O
O
O高
ポ
ン

吠
態
に
お
ち
い
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
パ

l
卜
・

ハ
l
ト
の
読
に
も
と
守
つ
い
て
、
現
在
の
中
央
政
府
の
税
牧
入
を
四

O
O
O蔦

雨、

そ
れ
に
中
飽
等
を
加
え
た
額
を
約
一

O
倍
の
四
億
雨
、
地
代
は
税
額
の
二

O
倍
と
い
う
偲
定
に
立
っ
て
、
土
地
園
有
後
、
国
家
が
徴
牧
し

会
一
)
民
報
は
、



高
雨
、
地
代
は
、

う
る
地
代
の
総
額
を
八

O
億
雨
と
算
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
事
賓
を
無
視
し
た
誇
大
な
数
字
で
あ
る
。
寅
際
に
は
田
賦
三

0
0
0

そ
の
約
一

O
倍
で
あ
る
か
ら
、
園
有
後
、
圏
中み
が
徴
牧
し
う
る
地
代
は
三
億
雨
、
最
大
限
に
み
つ
も
っ
て
も
六
億
両
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
六
億
と
い
う
額
は
現
時
の
日
本
の
年
間
珠
算
額
に
相
嘗
し
、
中
園
の
よ
う
な
慶
大
な
園
家
の
財
政
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
地
方
税
を
徴
牧
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
い
う
「
個
人
は
永
久
に
税
を
納
め
ず
、

(
四
)
世
界
ど
こ
の
園
で
も
園
家
財
政
の
外
に
地
方
財
政
が
あ
る
が
、
土
地
車
税
論
は
地
方
税
を
も
包
含
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
も
し
別

⑩
 

た
だ
地
代
を
納
め
る
だ
け
で
:
:
:
」
と
い
う
読
と
矛
盾
す

る
で
は
な
い
か
。
も
し
、

徴
牧
し
な
い
と
す
れ
ば

土
地
車
税
で
、

園
家
財
政
と
地
方
財
政
の
雨
者
を
ま
か
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

(
五
)
(
六
)

健
全
な
財
政
制
度
は
、
弾
力
性
の
あ
る
財
源
の
存
在
を
不
可
歓
の
候
件
と
し
て
い
る
が
、
土
地
単
税
は
、
そ
の
貼
に
依
け
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
税
制
と
は
い
え
な
い
。
(
七
)
民
報
は
、
革
命
後
の
理
想
園
家
は
地
主
に
し
て
同
時
に
大
資
本
家
で
あ
る
か
ら
、

園
家
が
餓
道
・
鍍
山
な
ど
各
種
の
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
利
盆
を
あ
げ
、
土
地
車
税
の
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
園
家
が
利
盆
を
あ
げ
る
た
め
に
個
人
の
経
済
事
業
の
分
野
に
進
出
す
る
こ
と
は
、

か
な
ら
ず
し
も
こ
の
ま
し
い
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献
態
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
資
本
を
ど
こ
か
ら
捻
出
す
る
の
か
。

(
八
)
民
報
の
土
地
園
有
論
は
「
定
書
牧
」
の
読
ま
か
げ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
示
し
た
数
字
|
地
代
六
元
の
土
地
の
地
債
一

o
o
h
|

か
つ
、

」
れ
ら
の
事
業
を
お
こ
す
に
は
莫
大
な
投
資
を
必
要
と
す
る
が
、

を
も
と
に
算
定
す
る
と
、
地
代
総
額
八

O
憶
の
土
地
の
地
債
総
額
は
二
二

O
O億
元
に
達
す
る
。
こ
の
ぼ
う
大
な
買
牧
費
を
ど
こ
に
求
め
る
の

か
。
現
金
を
支
給
せ
ず
、
園
債
誼
票
を
給
付
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
現
在
の
各
園
の
園
債
の
組
額
、

フ
ラ
ン
ス
一
二

O
億
元
、

イ
ギ
リ
ス
七

億
の
六
分
の
五
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が

っ
て

民
報
の
い
う
「
定
債
買
牧
」

か
っ
そ
の
利
息
は
毎
年
六
五
億
元
に
達
し
、
歳
入
八

O

(
九
)
民
報
は
、
新
政
府
の

は
不
可
能
で
あ
る
。

O
億
元
、

ロ
シ
ア
六

O
億
元
か
ら
す
る
と

一
三

O
O
憶
元
は
非
常
識
な
額
で
あ
る
。

談
で
あ
る
。

「
莫
大
之
信
用
」
に
よ
っ
て
、
外
債
を
導
入
し
う
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
財
政
的
に
破
産
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
と
う
て
い
で
き
な
い
相

@
 

(一

O
〉
民
報
は
、
「
土
地
園
有
者
、
法
定
而
蹄
諸
固
有
也
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
な
い
。
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一
方
で
代
債
を
出
し
て
牧
買
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
他
方
で
「
闘
家
が
地
債
を
定
め
た
後
は
、

地
主
は
た
だ
こ
れ
ま
で
有
し
て
い
た
租
額
(
地
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代
)
・を
牧
得
す
る
だ
け
で
、

@
 

文
明
の
獲
歩
に
よ
っ
て
増
加
し
た
和
額
は
関
家
に
詰
問
す
る
L

と
の
べ
て
お
り
、
南
者
は
完
全
に
矛
盾
し
て
い
る
。

も
し
後
者
の
解
轄
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
制
度
安
賓
施
し
て
か
ら
数
年
間
、
前
債
の
魚
騰
は
考
え
ら
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
租
額
の
急
増
は
期
待

で
き
な
い
か
ら
、
新
政
府
は
一
銭
の
牧
入
も
な
い
と
い
う
朕
況
が
生
じ
は
し
な
レ
か
。

(
一
一
)
(
一
二
)
(一

三
〉
税
制
は
公
卒
を
も
っ
て

原
則
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
土
地
車
税
で
は
、
直
接
土
地
を
利
用
す
る
農
民
の
負
携
が
過
重
と
な
り
、
公
卒
の
原
則
に
も
と
る
こ
と

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

に
な
る
。
も
し
税
負
捲
を
生
産
物
(
農
産
物
)
の
債
格
へ
加
算
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
外
園
製
品
と
の
競
争
力
を
失
い
、
農
業
は
破
産
し

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
重
租
」
の
下
で
、
農
業
の
護
展
は
期
待
で
き
な
い
。

(
一
四
)
土
地
単
税
で
は
、
圏
内
産
業
を
保

護
す
る
た
め
の
税
制
措
置
、
保
護
貿
易
政
策
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、

ま
た
著
修
品

・
有
害
品
へ
の
重
課
税
と
レ
っ
た
、
税
制
上
の
弾
力

的
運
用
が
で
き
な
い
。

(
一
五
)
土
地
車
税
は
、

一
部
の
者
を
除
い
て
税
負
措
の
義
務
か
ら
克
が
れ
し
め
る
が
ゆ
え
に
、
園
民
の
園
政
へ
の

闘
心
を
稀
薄
に
し
、

ひ
い
て
は
政
治
の
腐
敗
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
、
財
政
面
か
ら
み
た
民
報
の
主
張
に
射
す
る
梁
啓
超
の
批
判
の
概
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(一〉
J
(四
)
項
目
は
、

土
地
車
税
論
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で
は
、
新
政
府
の
園
家
財
政
を
支
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
、
(
五
)
(
六
〉
項
目
お
よ
び
(
一
一

)J
(
一
五
)
項
目
は
、
土
地
車
税
が

税
制
と
し
て
不
適
首
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
、
(
七
)
(
九
)
項
目
は
、
革
命
後
、
地
主
に
し
て
大
資
本
家
を
粂
ね
た
園
家
が
、
各
種
の
事

業
に
の
り
だ
す
に
あ
た
っ
て
の
資
金
調
達
力
の
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
、

そ
し
て
、
(
八
〉
(
一

O
)
項
目
は
土
地
園
有
論
へ
の
疑
問
で

地
主
の
土
地
を
代
債
を
出
し
て
牧
買
す
る
と
レ
う
主
張
と

(
八
)
で
は
「
定
債
買
牧
」
を
か
か
げ
る
か
ぎ
り
、
財
政
力
の
黙
か
ら
み
て
絶
割
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
(
一

O
〉
で
は
、
園
家
が

「
園
家
が
地
債
を
定
め
た
後
は
、
地
主
は
た
だ
、
こ
れ
ま
で
有
し
て
レ
た
租
額
を

受
け
と
る
だ
け
で
、
文
明
の
進
歩
に
よ
っ
て
増
加
し
た
租
額
は
園
家
に
諦
属
す
る
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
と
の
聞
の
矛
盾
に
矛
先
を
む
け
、

土

地
図
有
論
の
殴
昧
さ
を
批
剣
し
た
も
の
。

梁
啓
超
は
、
以
上
の
よ
う
な
形
に
手
黙
を
轄
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
報
の
側
を
、
「
祉
曾
革
命
」
の
貫
施
に
と
も
な

っ
て
生
ず
る
で
あ
ろ

う
諸
問
題
に
つ
い
て
の
論
争
と
い
う
、
あ
ら
た
な
場
に
ひ
き
だ
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
あ
と
護
表
さ
れ
た
豚
解

(
朱
執
信
)

「
土
地
固
有
輿



(
民
報
一
五
・
二
ハ
腕
〉
と
大
郎
「
斥
新
民
叢
報
駁
土
地
固
有
之
謬
」

梁
の
設
定
し
た
問
題
の
範
圏
内
で
の
反
論
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
、

財
政
」

(
民
報
一
七
腕
〉
と
い
う
、

い
ず
れ
も
未
完
に
終
わ
っ
た
論
文
は
、

は
た
し
て
梁
の
批
判
に
射
す
る
有
数
な
反
撃
で
あ
っ

た

と
い
え
る
か
否
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
多
く
は
算
定
の
基
礎
に
な

っ
て
い
る
数
字
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
遣
を
あ
ら
た
め
て
示
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
革
命
後
の
園
家
財
政
の
獄
態
を
可
能
な
か
ぎ
り
明
る
く
描
こ
う
と
す
る
民
報
と
、
そ
れ
を
最
大
限
に
否
定
的
に
み
よ
う
と
す
る
新
民

叢
報
。

そ
れ
は
、

終
始
決
着
の
つ
か
な
い
水
か
け
論
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、

朱
執
信
の
反
論
に
よ
っ
て
「
定
債
買
牧
」
と
「
法
定
而
蹄
諸
園

有
」
の
意
味
、
土
地
所
有
権
の
問
題
な
ど
従
来
の
民
報
側
の
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
部
分
が
、
あ
る
程
度
明
確
に
な

っ
た
貼
は
、
論
争
と

し
て
は
一
腹
の
成
果
で
あ
っ

た。

朱
執
信
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

中
園
で
は
、
将
来
地
租
(
地
代
)
は
上
昇
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
下
落
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
政
府
は
大
き
な
利
盆
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

の
利
盆
の
源
は
民
か
ら
奪
う
の
で
は
な
く
、
一
位
舎
の
進
歩
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
地
租
の
昇
降
と
地
債
の
そ
れ
と
は
、
も
と
よ
り
同
じ
も
の
で

は
な
い
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
地
租
が
増
加
す
れ
ば
地
僚
も
こ
れ
に
比
例
し
て
増
加
す
る
。
地
債
を
定
め
た
の
ち
、
そ
の
増
加
し
た
部
分
は
園
庫
に
院
す

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
徐
々
に
そ
の
土
地
を
買
収
し
、
土
地
が
こ
と
ご
と
く
闘
有
に
締
し
た
と
き
が
、

土
地
図
有
政
策
の
完
成
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
策
を
用
い
て
も
、
三
年
や
四
年
で
完
成
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
き
に
の
ベ
た

「法
律
で
定
め
て
こ
れ
を
闘
有
に
蹄
す
る
」
と
は
、
こ
の
こ
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と
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
の
開
始
の
と
き
、
土
地
は
な
お
私
有
の
紋
態
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
律
に
よ

っ
て
規
定
し
て
、
人
々
に
は
そ
の
土
地
に

劃
し
て
以
前
と
向
じ
権
利
を
も
た
せ
る
が
、
そ
の
譲
渡
の
機
利
を
制
限
す
る
。
法
律
上
か
ら
い
う
と
、
所
有
植
は
園
家
に
あ
り
、
人
民
は
た
だ
そ
の
土
地
に
閥

し
て、

そ
の
他
の
物
檎
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
と
き、

園
家
は
ま
だ
そ
れ
に
相
嘗
す
る
針
債
を
練
っ
て
い
な
い
の
で
、
所
有
権
を
行
使
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
人
民
が
行
使
す
る
そ
の
他
の
物
植
は
、
以
前
の
所
有
権
の
行
使
と
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
と
て
も
、
革
命
陣
営
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、

き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
そ
れ
は
、
地
債
確
定
時
を
基
準
と
し
た
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針
債
を
梯
い
終
わ
る
ま
で
は
、

地
主
の
既
得
権
を
貫
質
的
に
保
誼
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り、

か
っ
、
買
牧
そ
の
も
の
は
、
地
債
の
上
昇
を
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前
提
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
園
家
財
政
を
ま
か
な
レ
な
が
ら
、
そ
の

一
部
を
買
牧
費
に
あ
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
完
成
に
は
理

論
的
に
も
相
嘗
の
長
年
月
を
要
す
る
こ
と
に
な
る。

こ
う
し
た
貼
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
朱
執
信
の
解
説
は
、
む
し
ろ
、
民
報
の
主
張
す
る
土

地
固
有
論
の
あ
い
ま
い
さ
と
、
そ
の
非
現
貫
性
を
あ
ら
た
め
て
暴
露
し
た
と
も
考
え
ら
れ
、

土
地
問
題
の
有
数
な
解
決
策
と
し
て
は
、
か
な
ら

ず
し
も
強
い
説
得
性
を
も
た
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ームー
J、
論

争

の

意

味

以
上
、
民
生
主
義
を
め
ぐ
っ

て
民
報
と
新
民
叢
報
の
間
で
た
た
か
わ
さ
れ
た
論
争
の
主
な
も
の
を
、
ほ
ぼ
順
序
を
お
っ
て
た
ど
っ
て
き
た。

孫
文
は
枇
禽
問
題
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
土
地
問
題
と
と
ら
え
、
そ
の
解
決
を
め
ざ
し
て
「
社
曾
革
命
」
を
提
起
し
た
。
卒
均
地
様
、
土
地
車

税
論
は
、
こ
の
目
標
を
質
現
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
孫
文
の

「杜
曾
革
命
論
」
は
、
最
初

-106ー

か
ら
整
備
さ
れ
た
怯
系
的
理
論
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
の

「
祉
曾
革
命
論
」

の
わ
か
り
に
く
さ
1
1

嘗
時
の
人
々
に
と
っ

て

だ
け
で
な
く
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
も
|
|
は
、

そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
、
未
整
備
で
あ
り
、
か

つ
ま
た
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
理
論
で
あ

っ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
の
貼
か
ら
い
え
ば
、
民
報
と
新
民
叢
報
の
論
争
の
最
大
の
意
義
は
、
そ
の
論
争
を
通
じ
て
、

「
社
禽
革
命

に
答
え
る
形
で
、

そ
の
理
論
の
具
健
化
と
補
強
を
行
な
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し、

つ
ま
り
民
報
の
側
が
、
新
民
叢
報
の
批
判

そ
う
し
た
批
判
に
答
え
る
形
で
の
理
論
的
補
強
と

論
」
の
盟
系
化
(
そ
れ
が
結
局
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
に
終
わ
っ
た
と
し
て
も
)

に
寄
興
し
た
こ
と
、

日
六種
化
の
作
業
は

革
命
振
の
提
起
し
た
民
生
主
義
|
|
祉
曾
革
命
論
に
と

っ
て
諸
耳
の
刃
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
た
。

そ
の
作
業
の

し
て
梁
啓
超
は
民
報
の
主
張
す
る

「
祉
曾
革
命
論
」
の
未
熟
さ
と
不
徹
底
性
を
、

「
祉
曾
革
命
」

を
過
激
振
の
枠
組
、

か
え
っ
て
暴
露
す
る
結
果
を
招
い
た
か
ら
で
あ
る
。
論
争
を
通
じ
て
、

梁
の
言
葉
を
使
え
ば

ー「

祉
曾
主
義
中
之
極
端
的
土
地
園
有
主

警@ー
の貫

進
行
と
と
も
に
、

枠
組
に
追
い
込
も
う
と
し
、

い
た
素
朴
な
、

「
祉
禽
革
命
論
」
が
嘗
初
も
っ
て

し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

一
定
の
迫
力
を
と
も
な

っ
た

革
命
性
を
次
第
に
稀
薄
に
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で

民
報
の
側
は
、

そ
こ
か
ら
懸
命
に
の
が
れ
よ
う
と
し
た
が
、

そ
の
こ
と
は
、



あ
る
。も

と
も
と
守
勢
に
立
っ
て
い
た
梁
啓
超
は
、
二
重
、
三
重
の
防
衛
線
を
用
意
し、

民
報
が

「
定
債
買
牧
」
と
い
う
形
で
の
地
主
へ
の
経
済
的

保
謹
を
提
案
し
た
と
き
、

た
だ
ち
に
革
命
後
の
園
家
財
政
の
問
題
を
ふ
り
か
ざ
し
て
こ
れ
を
急
追
し
た
。
朱
執
信
が
「
土
地
園
有
興
財
政
」
に

よ
っ
て
反
論
に
た

っ
た
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
民
報
の
側
が
梁
啓
超
の
し
か
け
た
畏
に
ま
ん
ま
と
お
ち
こ
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
た
。

「
祉
曾
主

義
中
之
極
端
的
土
地
園
有
主
義
」
を
否
定
す
る
か
ぎ
り
、
民
報
と
し
て
は
、
地
債
の
上
昇
分
を
も
っ
て
新
政
府
の
財
政
を
ま
か
な
い
な
が
ら
、

一
方
、
そ
の
一
部
を
も
っ
て
段
階
的
に
土
地
を
牧
買
し
て
行
く
、

と
答
え
ざ
る
を
え
ず
、

し
た
が

っ
て
「
土
地
固
有
政
策
之
完
成
」
は
寅
質
的

に
か
な
り
遠
い
将
来
に
お
し
ゃ
ら
れ
、
一
定
期
間
〈
質
際
に
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
る
も
の
と
橡
想
さ
れ
る
)
の
地
主
制
の
温
存
を
承
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
民
族
革
命

・
政
治
革
命
と
と
も
に
、

一
穆
に
祉
禽
革
命
を
も
断
行
し
・
:
・:
と
い
う
最
初
の
孫
文
の
主
張
か
ら

す
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
後
退
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
研
究
者
は
一
般
的
に
あ
ま
り
高
い
評
債
を
興
え
て
い
な
い
。
社
曾
問
題
の
根
源
を
土
地
問
題
|
|
土

地
私
有
制
度
に
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

孫
文
ら
の

「枇
曾
革
命
論
」
は
、
封
建
的
土
地
所
有
制
の
根
幹
に
は
手
を
つ
け
る

初
期
の
民
生
主
義
に
劃
し
て
、
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こ
と
を
せ
ず
、

一
定
の
制
限
を
加
え
つ
つ
も
、
む
し
ろ
地
主
の
既
得
権
を
将
来
に
わ
た

っ
て
保
誼
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
す
る
評
債
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
許
慣
に
疑
問
を
な
げ
か
け
、

@
 

藤
久
美
子
氏
で
あ
る
。
安
藤
氏
は
「
孫
文
一
波
の
地
権
卒
均
即
土
地
闘
有
は
、
決
し
て
封
建
地
主
を
温
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
孫
文

一
波
の
地
権
卒
均
剖
土
地
園
有
論
」
に
積
極
的
意
義
を
み
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
安

か
れ
ら
が
祉
禽
悪
の
根
源
と
み
な
し
た
と
こ
ろ
の
封
建
地
主
を
な
く
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
地
主
を
な
く
し
、
地
主
の
も
と
に
眠
っ
て

い
る
富
を
園
家
の
手
に
吸
牧
し
、
列
強
に
針
抗
し
う
る
近
代
産
業
を
お
こ
す
と
と
も
に
、
佃
戸
を
含
め
て
耕
す
者
に
は
土
地
を
興
え
る
、
そ
の

よ
う
な
園
家
資
本
主
義
社
舎
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
こ
で
か
れ
ら
が
選
ん
だ
方
法
は
、
地
主
の
土
地
を
暴
力
に
よ
っ
て
波
牧
す
る
と
い
う
方
法

を
意
識
的
に
さ
け
て
、
地
主
の
既
得
権
盆
の
保
障
を
装
い
な
が
ら
、
賓
は
園
家
権
力
で
も
っ
て
制
度
を
か
え
、
徐
々
に
地
主
の
消
滅
を
は
か
つ
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て
い
く
方
法
で
あ
っ
た
」
と
の
ベ
、
さ
ら
に
地
主
の
既
得
権
盆
を
守
る
こ
と
を
装
い
、
無
償
混
牧
と
い
う
方
法
を
意
識
的
に
さ
け
た
理
由
と
し
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て
、
孫
文
ら
が
「
農
民
大
衆
に
劃
す
る
同
情
と
そ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
劃
す
る

一
定
の
許
債
」
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
も
の
の
力
に
よ
っ
て
革
命
を
遂
行
し
う
る
可
能
性
を
見
い
出
し
え
」
な
か

っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る。

「
農
民
運
動

し
か
し
、
こ
の
雨
者
の
聞
の
評
債
の
相
違
は
、
本
質
的
な
劉
立
酷
で
あ
る
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
杜
曾
革
命
」
の
構
想

l
l
こ
の
時
期
の
民
生
主
義
を
、
現
賞
の
社
舎
の
中
で
は
た
す
で
あ
ろ
う
役
割
と
そ
の
有
数
性

一
方
が
、
孫
文
ら

を
基
準
に
し
て
客
観
的
評
債
を
興
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
他
方
は
、
孫
文
が
民
生
主
義
を
構
想
す
る
こ
と
の
背
後
に
あ

っ
た
歴
史

的
諸
候
件
、
あ
る
い
は
孫
文
自
身
の
主
観
的
意
園
、
と
き
に
は
そ
の
心
情
の
問
題
に
ま
で
た
ち
入

っ
て
|
|
い
い
か
え
れ
ば
、
革
命
運
動
と
革

命
構
想
、
そ
し
て
そ
こ
に
参
加
す
る
個
人
の
意
識
を
も
含
め
て
、
全
睦
の
な
か
で
そ
の
意
味
を
問
い
つ
め
よ
う
と
す
る
、
そ
こ
か
ら
結
果
し
た

評
債
の
相
違
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

民
生
主
義
を
め
ぐ
る
民
報
と
新
民
叢
報
の
論
争
を
た
ど
る
な
か
で
、

め
だ
つ
こ
と
の

一
つ
は
、
孫
文
ら
の
主
観
的
な
「
祉
禽
革
命
」

へ
の
強
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い
意
志
と
、
そ
の
具
臨
化
の
プ

ロ
セ
ス
の
中
で
示
さ
れ
た
方
法
論
と
の
聞
の
背
離
も
し
く
は
分
裂
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
孫
文
ら

の
主
張
す
る
「
祉
禽
革
命
」
を
「
社
合
主
義
中
之
極
端
的
土
地
固
有
主
義
」
の
枠
内
に
追
い
こ
も
う
と
す
る
梁
啓
超
、
そ
こ
に
追
い
こ
ま
れ
る

こ
と
か
ら
懸
命
に
の
が
れ
よ
う
と
す
る
孫
文

・
鴻
自
由
・
胡
漢
民

・
朱
執
信
ら
。
こ
の
雨
者
の
割
腹
の
中
に
、

「
社
舎
革
命
」
へ
の
強
い
意
志

と
方
法
論
と
の
間
に
あ
ら
わ
れ
た
不
調
和
の
原
因
を
解
く
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
と
を
装
い
、
無
償
浪
牧
と
い
う
方
法
を
意
識
的
に
さ
け
た
こ
と
の
意
味
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
結
論
を
先
に
い
え
ば
、

こ
の
貼
こ
そ
、

「
祉
禽
革
命
論
」
の
未
熟
さ
を
別
と
し
て
、
中
園
同
盟
舎
の
内
部
事
情
、
そ
の
階
観
的
本
質
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
論
争
の
中
で
何
度
も
く
り
か
え
さ
れ
た
梁
啓
超
の
言
葉
に
よ
れ
ば
(梁
の
話
が
ま
っ
た
く
の
で
た
ら
め
で
あ
れ
ば
問
題
外
だ
が
て
か
つ
て
孫
文

@
 

は
、
彼
に
劃
し
て
、
革
命
時
に
お
け
る
地
主
の
土
地
混
牧
を
示
唆
す
る
よ
う
な
設
言
を
し
た
と
い
う
し
、
「
論
祉
禽
革
命
首
興
政
治
革
命
並
行
」

つ
ま
り
、

安
藤
氏
の
い
う
、

地
主
の
既
得
権
を
守
る

(
民
報
五
鋭
)
の
中
で
の
朱
執
信
の
説
明
に
も
、

き
わ
め
て
ひ
か
え
目
に
で
は
あ
る
が
、
革
命
時
の
混
凱
の
中
で
の
園
家
権
力
の
護
動
に
よ
る

「
枇
曾
革
命
」
を
「
細
民
に
よ
る
豪
右
の
打
倒
」
と
と
ら
え
る
朱
執
信
の
論
理
か
ら

土
地
問
題
の
解
決
を
に
お
わ
せ
る
よ
う
な
護
言
が
あ
る
。



い
え
ば
首
然
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
革
命
振
の
中
で
の
例
外
的
人
物
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
除
外
し
よ
う
。
孫
文
の
場
合
に
も
、
そ
の
よ

う
な
方
向
を
選
揮
す
る
可
能
性
が
な
か

っ
た
と
は
い
い
え
な
い
。
た
だ
、
梁
啓
超
の
い
う
か
つ
て
の
孫
文
、
輿
中
舎
と
い
う
革
命
波
小
集
圏
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
孫
文
と
、
革
命
諸
汲
の
大
同
園
結
の
う
え
に
な
っ
た
中
園
同
盟
舎
の
最
高
指
導
者
と
し
て
の
孫
文
と
で
は
、
立
場
が
ま
っ

@
 

た
く
異
な
っ
て
い
た
。
綱
領
採
揮
時
に
お
け
る

「卒
均
地
権
」
め
ぐ
る
意
見
の
劉
立
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
盟
曾
内
部
の
複
雑
さ
を

考
慮
し
て
、
孫
文
の
こ
の
問
題
に
闘
す
る
護
言
は
よ
り
慎
重
に
、
よ
り
マ
イ
ル
ド
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
民
報

一
周
年
記
念
曾
講
演
に

お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
み
ず
か
ら
は
土
地
園
有
と
い
う
言
葉
さ
え
意
識
的
に
さ
け
よ
う
と
し
て
い
た
か
に
み
え
る
。

し
か
し
そ

の
一
方
で
、
孫
文
周
迭
の
人
々
の
護
言
を
み
る
と
、

「祉
曾
革
命
」
貫
現
へ
の
具
鐙
的
な
方
法
論
に
関
し
て
は
、

か
な
り
康
い
選
揮
の
齢
地
を

た
と
え
ば
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
胡
漢
民
は
「
民
報
之
六
大
主
義
」
の
中
で
「
わ
れ
わ
れ
は
土
地
園
有
主
義

を
採
用
す
る
。

寅
施
す
る
政
策
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
人
民
に
土
地
所
有
権
を
も
た
せ
ず
、
た
だ
そ
の
他
の
権
利

(
地
上
権

・
永
小

か
っ
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
園
家
の
許
可
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
私
傭
や
永
貸
も
ま
た
な
く

の
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
地
主
の
強
穫
は
支
那
大
陸
か
ら
姿
を
消
す
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
え
が
か
れ
て
い
る
の
は、
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作
権
・
地
役
権
等
〉
だ
け
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

土
地
園
有
へ

の
意
志
と
来
た
る
べ
き
杜
舎
の
理
想
像

(
到
達
匙
)

で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
て
そ
こ
ま
で
た
ど
り
つ
く
か
と
い
う
具

鐙
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
れ
を
具
韓
的
に
示
す
こ
と
を
さ
け
る
と
い
う
形
に
お
い
て
、
将
来
に
お
け
る
選
揮
の
可
能
性
を

残
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、

梁
啓
超
は
こ
の
殴
昧
さ
を
そ
の
ま
ま
に
は
放
置
せ
ず
、
こ
の
部
分
に
む
け
て
執
劫
な
ま
で
の
集
中
砲
火
を
あ
び
せ
た
。

嘗
時
、

を
同
じ
く
し
て
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
他
の
諸
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
け
る
手
法
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

と
き

梁
啓
超
は
、
民
報
の
い
う

「社
舎
革
命
論
」
を

「祉
曾
主
義
中
之
極
端
的
土
地
園
有
主
義
」
の
枠
に
は
め
こ
み
、
同
盟
舎
を
中
心
と
す
る
革
命
汲

一
般
に
過
激
涯
の
熔
印

を
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
祉
曾
的
に
孤
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、

一
方
で
は

同
盟
舎
の
複
雑
な
内
部
事
情
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て、

孫
文
お
よ
び
そ
の
周
漫
グ
ル
ー
プ
の
人
々
と
、
社
曾
革
命
に
関
し
て
、
か
な
ら
ず
し
も
共
通
の
理
解
を
も
た
な
い
そ
れ
以
外
の
構
成
員
と
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の
聞
の
分
断
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。
胡
漢
民

・
朱
執
信
ら
は
梁
の
し
か
け
た
畏
か
ら
ぬ
け
出
そ
う
と
し
て
、
卒
均
地
権
と
土
地
園
有
の
閥
係
、

註
す
る
と
い
う
、

土
地
車
税
論
と
土
地
園
有
の
閥
係
を
具
践
的
に
解
説
し
、
ま
た
土
地
園
有
賀
現
の
方
法
と
し
て
「
定
債
買
牧
」
つ
ま
り
、
地
主
の
既
得
権
を
保

よ
り
程
健
な
方
式
を
用
意
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
構
想
は
、
理
論
と
し
て
は
一

腰
つ
じ
つ
ま
の
あ
う
形
に
整
理
さ
れ

た
と
い
え
る
が

し
か
し
そ
の
瞬
間
に
お

い
て

「祉
曾
革
命
」

自
桟
は
、
賂
来
に
お
レ
て
貫
現
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
は
る
か
遠
く

へ
迫

い
や
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
質
現
は
、
ひ
た
す
ら
地
債
を
確
定
し
て
か
ら
後
の
地
債
の
上
昇
に
よ
り
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

の
場
合
、
投
機
の
封
象
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
た
土
地
に
お
い
て
、
地
債
の
上
昇
を
ど
れ
だ
け
期
待
で
き
る
か
と
レ
う
問
題
が
あ
り
、
そ
の
疑

問
は
す
で
に
梁
か
ら
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
レ
た
。
ま
た
、
地
債
の
急
上
昇
が
期
待
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
都
市
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
贋

大
な
農
村
の
地
債
に
お
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
事
質
、
孫
文
ら
が
例
と
し
て
あ
げ
た
の
も
上
海
な

@
 

ど
都
市
の
地
債
の
上
昇
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

梁
啓
超
の
批
判
に
答
え
る
中
で
な
さ
れ
た

「
祉
舎
革
命
論
」
の
具
桂
化
の
作

業
を
通
じ
て
、

孫
文
が
民
報
設
刊
詞
に
お
レ
て
、
民
生
主
義
を
堅
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
革
命

・
政
治
革
命
と
と
も
に
、

一一挙
に
祉
舎

A
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革
命
を
も
断
行
し

:
:
・と
の
べ
た
と
き
の
、

そ
こ
に
感
じ
と
ら
れ
た
革
命
へ
の
迫
力
は
、
次
第
に
失
わ
れ
、

ま
た
賓
現
の
た
め
の
方
策
に
つ
い

て
の
選
捧
の
範
囲
も
大
は
ば
に
せ
ば
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
結
局
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
封
建
主
義
的
要
素
を
色
濃
く
残
存
さ
せ
て
レ
る
部
分

を
も
包
含
す
る
同
盟
舎
内
部
の
階
級
構
成
の
複
雑
さ
と
、
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
盟
倉
内
部
に
お
け
る
民
生
主
義
に
つ
い
て

の
理
解
の
え
ら
れ
に
く
さ
の
原
因
、

ま
た
こ
の
時
期
、
民
生
主
義
が
現
賓
的
課
題
と
し
て
民
族
・
民
権
の
二
主
義
と
同
等
の
比
重
を
も
っ
て
論

じ
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
の
原
因
も
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

か
な
ら
ず
し
も
杜
禽
矛
盾
を
将
来
に
お
い
て
生
起
す
る
問
題

と
誤
認
し
た
こ
と
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る。

く
り
か
え
し
て
い
え
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
孫
文
は
、
資
本
主
義
の
設
展
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
祉
舎
の
諸
矛
盾
を
未
然
に

防
止
し
よ
う
と
し
て
、
民
生
主
義
を
構
想
し
、

「
一
砿
禽
革
命
」
を
主
張
し
た
。
梁
啓
超
と
は
針
照
的
に
「
生
産
問
題
」
よ
り
も
「
分
配
問
題
」



に
重
鈷
を
お
こ
う
と
し
た
の
も
、

そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
レ

l
-一γ
の
い
う

「
社
禽
主
義
的
夢
想
」

「
主
観
的
社
舎
主

「
大
衆
の
抑
匪

義
」
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
の
解
放
を
め
ざ
す
(
欧
米
に
お
け
る
〉
祉
曾
主
義
へ
の
同
情
と
、

⑬
 

と
搾
取
に
反
劉
」
す
る
心
情
が
あ
り
、
出
張
貼
に
お
け
る
進
歩
性

・
革
命
性
は
高
く
許
債
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
目
的
達
成
の
た
め
の
具

睦
的
方
法
論
の
選
捧
は
、
結
局
は
同
盟
舎
の
現
賓
の
あ
り
ょ
う
へ
の
妥
協
と
い
う
形
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
地

主
の
既
得
権
へ
の
保
護
|
|
封
建
的
土
地
所
有
に
劃
し
て
は
嘗
面
手
を
つ
け
ず
に
放
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
。
最
初
は
、

そ
れ
で
は
、
梁
啓
超
に
と

っ
て
、

こ
の
論
争
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
レ
た
の
か
。
彼
は
論
馳
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
い
っ

@
 

つ
い
で
「
社
曾
主
義
は
高
向
純
潔
な
主
義
で
あ
る
」
こ
と
を
一

躍
承
認
し
た

「
祉
曾
革
命
」
の
理
念
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
、

う
え
で
、

し
か
し
そ
れ
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
、

さ
ら
に
、
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、

「中
園
の

現
肱
」
と
い
う
限
定
の
中
で

そ
れ
が
必
要
か

ま
た
可
能
か
と
レ
う
貼
を
問
題
に
し、

最
後
は
、
園
家
財
政
と
の
関
係
に
焦
黙
を
し
ぼ
っ

て
、
そ
の
質
現
不
可
能
な
こ
と
を
論
誼
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
組
論
に
劃
す
る
批
判
か
ら

各
論
に
劃
す
る
批
判
へ
。
論
争
と
し
て
は
か
な
ら
ず
し
も
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
全
鐙
を
通
じ
て
レ
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
梁
啓

超
に
と
っ
て
論
争
の
内
容
そ
の
も
の
は
本
質
的
意
味
を
も
た
ず
、
そ
の
白
的
は
始
頭
す
る
革
命
勢
力
の
理
論
的
基
盤
を
掘
り
く
ず
す
こ
と
で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
、
相
手
を
批
判
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
否
定
す
る
こ
と
、
抹
殺
す
る
こ
と
に
全
力
が
ふ
り
む
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
、
革
命
勢

力
の
拾
頭
に
よ
っ
て
危
機
意
識
を
深
め
た
梁
啓
超
に
お
け
る
改
良
主
義
的
立
場
防
衛
の
基
本
的
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
論
争
に
お
い

て
、
相

手
の
構
想
を
批
判
(
あ
る
い
は
否
定
)
す
る
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
建
設
的
提
案
を
す
る
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
で
あ
り
、
民
報
の
側
が
提
起

し
た
「
社
禽
革
命
論
」
の
理
論
上
の
不
備
・
矛
盾
を
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て、

し
ば
し
ば
、
こ
れ
を
窮
地
に
追
い
つ

め
た
が
、
結
局
そ
れ
は
な
り

ふ
り
か
ま
わ
ぬ
批
判
の
た
め
の
批
判
に
終
わ
っ
て
お
り
、
民
報
の
主
張
に
針
抗
し
う
る
み
ず
か
ら
の
鐙
系
的
な
構
想
を
提
出
す
る
こ
と
は、

ペコ

い
に
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
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梁
啓
超
が
民
報
の
主
張
を
論
破
し
よ
う
と
し
て
も
ち
出
し
た
論
援
の
中
で
注
目
を
引
く
の
は
次
の
四
貼
で
あ
る
。
①
民
報
の
い
う
「
祉
禽
革
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命
論
」
を

「社
禽
主
義
中
之
極
端
的
社
舎
革
命
」
と
規
定
、
相
手
に
過
激
振
の
熔
印
を
お
す
こ
と
。
こ
れ
は
、
革
命
勢
力
を
枇
舎
的
に
孤
立
さ

せ
る
と
と
も
に
、
同
盟
舎
内
部
の
分
断
を
狙
っ

た
も
の
で
あ
る
。
②
現
在
の
中
園
は
、
「
枇
舎
革
命
」

を
可
能
に
す
る
だ
け
の
高
度
な
段
階
に

達
し
て

い
ず
、
し
た
が
っ
て
中
園
人
に
は
そ
れ
を
行
な
う
能
力
が
な
い
と
す
る
判
断
。
③
帝
園
主
義
の
脅
威
を
強
調
し
、
現
献
で
は
内
部
矛
盾

の
解
決
よ
り
も
、
外
か
ら
の
脅
威
に
封
抗
す
る
方
策
を
た
て
る
べ
き
だ
と
す
る
主
張
。
こ
こ
か
ら
「
中
園
今
日
の
経
済
界
の
前
途
は
、
資
本
家

奨
励
を
第

一
義
と
し、
M

労
働
者
保
護
を
第
二
義
と
す
べ
き
で
あ
る
。

:
:
:
今
日
、
中
闘
が
急
い
で
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
生
産
の

問
題
で
あ
っ
て
分
配
の
問
題
で
は
な
い
」
と
レ
う
考
え
方
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
④
園
家
財
政
論
に
も
と
づ
く
、
「
枇
合
同
革
命
」
の
非
現
質

性
へ
の
批
判
。
こ
の
う
ち
①
②
③
は
、
民
族
主
義

・
民
権
主
義
お
よ
び
そ
の
他
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
に
も
共
通
す
る
梁
啓
超
の
論
援
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
彼
が
こ
れ
ら
の
貼
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

ま
す
ま
す
、

そ
の
現
状
維
持
的
、
鐙
制
擁
護
的
本
質
を
暴
露
す
る
結
果
に
な
っ

よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
を
も
っ
た
革
命
勢
力
の
出
現
を
み
た
あ
と
の
中
間
勢
力
と
し
て
の
改
良
主
義
の
宿
命
と
い
え
よ
う
か
。
み

ず
か
ら
の
立
脚
貼
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
改
革
へ
の
意
欲
を
犠
牲
に
し
て
さ
え
も
、

革
命
勢
力
と
の
針
決
を
先
行
さ
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ

て
い
る
。

。，“
司
よ

は
結
果
と
し
て
み
ず
か
ら
の
位
置
を
改
革
す
べ
き
鎧
制
の
側
に
近
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
こ
の
時
期
の
改
良
主
義
勢
力
の
階
級
的

髄
質
が
如
買
に
示
さ
れ
v

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お

わ

り

民
生
主
義
を
め
ぐ
る
民
報
と
新
民
叢
報
の
論
争
ー
ー

そ
の
質
情
は
、
同
盟
曾
内
の
孫
文
周
漫
グ
ル

ー
プ
と
梁
啓
超
と
の
聞
の
論
争
で
あ
っ

た

が
ー
ー

は
、
蛍
時
、
並
行
し
て
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
た
他
の
多
く
の
論
争
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
鰹
過
を
た
ど
り
、
そ
し
て
ま
た
、

同
じ

よ
う
に
論
争
と
し
て
は
決
着
の
つ
か
な
い
ま
ま
に
終
わ

っ
た
。
し
か
も
民
生
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
場
合
は
、
他
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
と
く

の
祉
舎
に
お
い
て
で
あ
る
と
誤
認
し
て
い
た
こ
と、

は
る
か
に
現
質
的
緊
迫
性
を
絞
い
て
い
た
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
の

一つ
は
、
社
舎
矛
盾
の
護
生
を
、
雨
者
と
も
に
将
来

し
た
が

っ
て
論
撲
と
す
べ
き
も
の
に
、
あ
ま
り
に
も
偲
定
的
要
因
が
多
す
、
ぎ
た
こ
と
に
よ

ら
べ
て
、



る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
期
、
民
報
と
新
民
叢
報
の
間
で
な
さ
れ
た
論
争
の
意
味
を
考
え
る
に
は
、
個
々
の
テ

1
マ
に
分
解
し
て
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
嘗
然

他
の
多
く
の
テ
l
マ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
、
現
買
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
質
践
と
し
て
の
革
命
運
動
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
れ
を
組

合
的
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
れ
に
い
た
る
ま
で
の
作
業
の
一
部
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
、
民
生
主
義

の
問
題
に
限
定
し
て
、
論
争
の
成
果
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
一
つ
あ
げ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
こ

の
論
争
を
逼
じ
て
、
雨
者
の
祉
曾
饗
革
へ

の
基
本
姿
勢
の
相
違
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
相
違
と
は
、

孫
文
お
よ
び
そ
の
周
遊
グ
ル

ー
プ
の
饗
革
へ
の
構
想
が
、
ペコ
ね

に
民
衆
の
生
活
の
向
上
・
福
祉
の
増
進
と
い
う
硯
貼
か
ら
語
ら
れ
た
の
に
射
し
て
、
梁
啓
超
の
場
合
は
園
家
的
見
地
か
ら
の
護
言
、

れ
ば
、
終
始
、
統
治
す
る
側
の
論
理
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
》
え

本
稿
は
、
煩
雑
を
承
知
の
う
え
で
、
論
争
の
過
程
を
、

一
腰
順
を
お
っ
て
た
ど
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
論
争
に
は
そ
の
論
争
個
有
の
流

れ
が
あ
り
、
と
き
に
は
漁
期
し
な
い
方
向
へ
の
暴
走
も
あ
ろ
う
。
雨
者
の
割
腹
の
な
か
で
の
個
々
の
護
言
を
、
こ
の
流
れ
を
無
視
し
て

一
般
化

qa
 

し
て
し
ま
う
危
険
を
さ
け
た
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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註⑧
「
雑
容
某
報
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
字
を
通
し
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て

き
た
三
民
主
義
全
般
に
針
す
る
批
判
円
で
あ
り
、
ハ
門
自
満
洲
入
閥
後
中
岡
果

己
亡
圏
否
乎
、
口
今
之
政
府
篤
満
洲
政
府
乎
抑
中
国
政
府
乎、

国
政
治
革

命
論
興
種
族
革
命
論
執
僑
喚
起
幽
民
之
責
任
心
執
矯
消
温
闘
民
之
責
任
心

乎
、
同
立
舟叩
山
政
健
之
不
能
確
立
其
原
因
果
由
満
漢
利
害
相
反
乎
、
伺
枇
曾

革
命
果
潟
今
日
中
岡
所
必
要
乎
、
の
五
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
三
抗
を
合

算
し
て
八

O
頁
に
達
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
四
八
頁
、
つ
ま
り
全
慢
の
六

割
が

「
枇
曾
革
命
」
に
針
す
る
批
判
の
た
め
に
さ
か
れ
て
い
る
。
な
お
、

八
四
減
、
論
文
の
胃
頭
に
示
し
た
目
次
で
は
、
第
五
章
は

「~駐留
主
義
泉

局
今
日
中
関
所
必
要
乎
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
八
六
鋭
に
お
い
て
、
枇
曾

主
義
は
枇
曾
革
命
の
誤
記
だ
と
し
て
、
「
枇
曾
革
命
果
箆
今
日
中
園
所
必

要
乎
」
に
訂
正
し
て
い
る
。

③
民
意
「
告
非
難
民
生
主
義
者
」
(
民
報

一
二
挽
〉
。
こ
の
論
文
の
概
要
に

つ
い
て
は
、
梁
極
超
へ
の
反
論
と
し
て
、
こ
の
あ
と
で
と
り
あ
げ
る
。

③
前
掲
拙
稿
「
民
報
と
新
民
叢
報
の
論
字
の
一
側
面
」
。

③
た
と
え
ば
、
胡
漢
民
は
「
告
非
難
民
生
主
義
者
L

の
な
か
で
「
生
産
問

題
之
解
決
易
、
而
分
配
問
題
之
解
決
難
。
吐
曾
主
義
学
者
勿
論
、
印
夫
笛

世
巡
演
大
家
、
其
品
川
鄭
亙
M

明
究
者
、
皆
分
配
問
。趨
、
而
非
生
産
問
題
也
。
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生
産
問
題
、
大
学
可
任
自
然
的
趨
勢
、
而
分
配
問
題
、
則
不
可
不
維
持
之

以
人
篤
的
政
策
」
と
の
べ
て
い
る
。

@
胡
漢
民
に
よ
る
講
演
筆
記
録
「
紀
十
二
月
二
日
本
報
紀
元
節
慶
祝
大
曾

事
及
演
説
僻
」
(
民
報
一

O
鋭
)
で
は
、
こ
の
部
分
は
「
中
国
現
在
資
本

家
還
自
民
有
出
世
。
所
以
幾
千
年
地
償
従
来
波
有
加
増
」
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
胡
漢
民
は
「
告
非
難
民
生
主
義
者
」
の
中
で
、
こ
れ
を
「
中
園

現
在
資
本
家
還
由
民
有
出
世
。
加
以
幾
千
年
地
償
従
来
波
有
加
増
」
と
訂
正

し
、
出
版
時
に
お
い
て
「
加
以
」
を

「所
以
」
と
誤
記
し
た
も
の
で
あ
る

と
の
べ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
資
本
家
が
出
現
し
て
い
な
い
こ
と

と
、
地
僚
が
上
昇
し
て
い
な
い
こ
と
を
並
列
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

梁
啓

超
の
批
判
は
な
り
た
た
な
く
な
る
。

③
民
報
一
周
年
記
念
曾
講
演
に
お
い
て
も
、
孫
文
は
、
枇
曾
問
題
の
解
決

は
土
地
問
題
の
解
決
に
あ
る
と
し
て
、

「
卒
均
地
権
」
の
百
六健
的
内
容
を

解
説
し
て
い
る
が
、
土
地
図
有
に
は

一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
民
報
の
省

末
に
か
か
げ
ら
れ
た
同
盟
曾
の
綱
領
と
つ
き
あ
わ
せ
る
と
、
レ
か
に
も
奇

異
な
感
じ
が
す
る
。
何
ら
か
の
配
慮
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
意
識
的
に
さ
け

た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。

@
前
出
「
民
報
之
六
大
主
義
」
。

こ
の
部
分
の
原
文
は
「
若
中
園
者
、
僅

一
撲
滅
奥
族
政
府
之
務
、
而
闘
中

一
切
階
級
、
無
復
存
遺
」

③
前
出
「
論
祉
科
革
命
笛
興
政
治
革
命
並
行
」
。
原
文
は
「
枇
合
革
命
以

階
級
競
宇
馬
手
段
。
及
其
既
成
功
則
経
済
上
無
有
階
級
」
。

⑧
「
民
意
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
在
兆
銘
と
胡
漢
民
の
二
人
が
使
用
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
ま
え
が
き
に
「
去
新
歴
十
二
月
二
日
骨
岡
本
報
紀
元
節
慶

祝
大
曾
。
而
記
者
適
任
筆
記
之
責
:
・
;
・
」
と
あ
る
か
ら
、
首
然
、
胡
漢
民

で
あ
る
。

③
生
産
と
分
配
の
関
係
に
つ
い
て
、
胡
漢
民
は
、
土
地
問
有
が
行
な
わ
れ

れ
ば
、
園
内
の
生
産
業
は
か
な
ら
ず
大
い
に
務
一
展
す
る
と
し
て
、
そ
の
理

由
を
「
既
無
坐
食
分
利
之
地
主
、
而
加
盟
…業
駿
業
耕
者
、
関
家
叉
不
令
其
久

擁
虚
地
、
則
皆
謹
力
於
生
産
業
也
」
と
の
べ
て
い
る
。

@

前

出

「民
生
主
義
輿
中
関
政
治
革
命
之
前
途
」
。

⑧
梁
底
超
に
よ
れ
ば
、
こ
の
数
字
は

「
我
本
部
面
積
」
と
「
英
本
部
面

積
」
の
比
較
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
い
う
中
園
の
面
積
と

は
、
い
わ
ゆ
る
一
八
省
に
か
ぎ
ら
れ
る。

@
前
出
、
民
報
一
周
年
記
念
講
演
に
お
け
る
孫
文
の
演
説
。
そ
こ
で
孫
文

は
「
中
園
行
了
枇
禽
革
命
之
後
、私
人
永
遠
不
用
納
税
。
但
牧
地
租
一
項
、

己
成
地
球
上
最
富
的
闘
」
と
の
べ
て
い
る
。

@
こ
の
数
字
は
、
前
出
「
告
非
難
民
生
主
義
者
」
に
お
い
て
、
地
代
と
地

債
の
闘
係
を
説
明
す
る
た
め
、
そ
の

一
例
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
胡
漢
民
は
「
如
普
通
地
代
(
租
〉
之
債
格
潟
六
元

〈年
租
)
、

其
所
有
之
針
償
可
値
百
元
」
と
の
べ
て
い
る
。

⑫

⑬

前

出

「告
非
難
民
生
主
義
者
」
。

@
梁
答
超
「
答
某
報
第
四
税
制
到
於
本
報
之
駁
論
」
(
新
民
叢
報
七
九
放
)
。

@

安

藤

久
美
子
「
孫
文
一
一
阪
の
土
地
闘
有
論
と
辛
亥
革
命
」
(
史
州
八
三

@

梁
感
超
は
こ
う
し
た

意
味
の
後
言
を
し
ば
し
ば
く
り
か
え
し
て
い
る

が
、
な
か
で
も
「
雑
答
某
報
」
(新
民
叢
報
八
四

・
八
五
・
八
六
腕
)
に

お
け
る
「
孫
文
所
以
言
中
闘
行
枇
曾
革
命
易
於
欧
美
者
、
資
不
外
前
此
輿

五回
言
『
大
蹴
之
後
、
人
民
隣
散
、
回
流
不
治
、
血
争
而
奪
之
』
之
説
。
此
足

下
己
亥
七
月
間
、
輿
吾
在
住
吉
亭
三
更
擁
被
所
言
。
青
眼
虎

(此
紳
鋭
、

足
下
笛
能
記
之
)
在
努
知
獄
。
足
下
町AT
能
忘
耶
」
と
の
ベ
た
部
分
に
は
迫

力
が
あ
る
。

「
青
眼
虎
」
に
つ
い
て
は
、
駐
②
参
照
。

d-



@
註
@
参
照
。

⑬
た
と
え
ば
民
報
一
周
年
記
念
曾
講
演
。
孫
文
が
こ
こ
で
例
と
し
て
あ
げ

て
い
る
の
は
香
港
と
上
海
、
・
と
く
に
上
海
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
い

う
地
債
の
上
昇
は
、
そ
の
土
地
が
な
に
ほ
ど
か
「
上
海
化
」
つ
ま
り
都
市

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

@
レ
i
ニ
ン
「
中
闘
の
民
生
主
義
と
ナ
ロ
l
ド
ニ
キ
主
義
」

謬〉
。

@

前

出

「
答
廿
間
報
第
四
腕
劉
於
本
報
之
駁
論
」。
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(
川
内
唯
彦

お

知

せ

り

本
年
度
の
東
洋
史
研
究
禽
大
舎
を
左
記
の
要
領
に
て
開

催
致
し
ま
す
の
で
多
数
御
参
曾
下
さ
い
。

記

一、

時

十
一
月
三
日

(
祭
)

日

て

曾

場

京
都
市
左
京
医
吉
田
近
衛
町

午
前
九
時
よ
り

京
都
大
皐
繁
友
舎
館
大
ホ
ー
ル
(
二
階
)

東

洋

史

究

研

R
U
 

舎


