
f
n支
局
、
先

第
三
十
八
巻

第
二
競

昭
和
五
十
四
年
九
月

護
行

五

四

時

期

の

理

想

主

義

1

1
4
揮
代
英
の
ば
あ
い
|
|

野

爾

- 1 ー

理
想
主
義
は
新
文
化
運
動
|
|
五
四
運
動
の
精
神
的
基
調
で
あ
っ
た
。

「
徳
先
生
」
と
「
饗
先
生
」
を
擁
護
し
て
奮
思
想
、
奮
文
化
、
奮
道
徳
、
奮
習
慣
を
打
倒
す
る
な
か
で
、

な
に
を
打
ち
立
て
る
の
か
。
人
び
と
は
明
日
の
中
園
の
あ
り
ょ
う
を
模
索
し
つ
つ
、
ま
ず
繍
皮
革
の
主
韓
と
し
て
の
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
か
ら

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
サ
イ
エ
ン
ス
、

寅
践
を
開
始
す
る
。
理
想
の
中
園
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、

そ
の
建
設
は
道
徳
的
影
響
の
擦
大
を
逼
じ
て
し
か
達
成
で
き
な
い
、
と
い
う
の

が
共
通
の
確
信
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
新
文
化
運
動
の
二
本
の
柱
、

倫
理
革
命
と
文
皐
革
命
と
で
は
、

前
者
へ
の
共
鳴
者
は
後
者
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
贋
範
で
あ
っ

た
。
長
沙
の
新
民
墨
禽
を
は
じ
め
各
地
に
出
現
し
た
禁
欲
主
義
的
な
グ
ル
ー
プ
は
、
ほ
と
ん
ど
が
倫
理
革
命
の
寅
践
を
め
ざ
す
も
の
で
「
文
準

改
良
」
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
ま
ず
、
グ
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
相
互
扶
助
論
と
ト
ル
ス
ト
イ
の
汎
労
働
主
義
が
青
年
た
ち

の
魂
を
捉
え
た
。
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社
合閏
護
展
の
原
理
が
相
互
扶
助
に
あ
る
と
す
る
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
主
張
は
、
人
び
と
を
競
争
の
原
理
に
も
と
ず
く
社
合同
進
化
論
の
重
匪
か
ら

解
放
し
た
。
徹
頭
徹
尾
資
本
主
義
的
な
弱
肉
強
食
の
世
界
観
を
、
祉
舎
主
義
の
世
界
観
で
代
置
す
る
こ
と
で
、
中
園
民
族
の
滅
亡
の
必
然
論
、

宿
命
論
を
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
前
途
に
光
明
が
見
出
さ
れ
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
は
、
知
識
青
年
が
、

そ
の
出
身
家
庭
の
堕
落
退

暖
か
ら
自
己
を
隔
絶
し
、

ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
活
の
寅
践
に
身
を
投
ず
る
跳
躍
板
と
し
て
は
た
ら
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
運
動
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
。
だ
が
、
人
び
と
の
多
く
は
嘗
時
と
し
て
は
も
っ
と
も
科

事
的
・
進
歩
的

・
未
来
的
綱
領
で
あ
っ
た
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
(
ス
カ
ラ
ピ
l
ノ
)
の
武
器
庫
か
ら
嘗
座
の
得
物
を
借
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
全
面
的

に
こ
れ
に
蹄
依
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
園
家
、
民
族
を
度
外
に
視
る
そ
の
立
場
は
、
中
園
の
境
遇
か
ら
し
て
あ
ま
り
に
も
非
現
質
的
で
あ

っ
た
。も

ち
ろ
ん
中
園
は
永
遠
に
、
世
界
の
主
人
公
に
な
る
な
ど
と
い
う
妄
想
を
抱
い
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
他
園
や
他
民
族
の
主
人
公
に
な
ろ
う

- 2 ー

な
ど
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
こ
れ
と
同
様
の
理
由
で
、

わ
れ
わ
れ
は
中
園
が
他
園
や
他
民
族
の
奴
隷
と
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を

知
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
中
園
を
亡
園
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
中
園
人
を
資
本
家
の
略
奪
に
任
せ
て
な
ら
ぬ
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
ま

し
て
今
日
で
は
亡
園
と
責
本
家
の
略
奪
と
は
卒
行
し
た
現
象
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
人
道
を
説
く
の
は
人
類
卒
等
の
孝
一
帽
を
希
求
し
て
で
あ

る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
他
人
が
略
奪
を
受
け
る
の
を
草
ま
な
い
し
、

ま
た
自
分
が
略
奪
を
受
け
る
の
も
墓
ま
な
い
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
日
々

略
奪
を
受
け
る
道
を
歩
み
な
が
ら
、

無
政
府
主
義
と
や
ら
を
論
ず
る
な
ら
、

そ
れ
は
割
肉
飼
虎
の
左
道
、

従
井
救
人
(
共
倒
れ
)
の
一融
読
に

す
ぎ
な
い
。
(
「
忽
様
創
造
少
年
中
園
?
」

『少
年
中
園
』
二
巻
一
期
)

こ
れ
は
本
篇
の
主
人
公
・
僚
代
英
の
文
章
の
一
節
で
あ
る
が
、

五
四
時
期
の
青
年
の
多
く
が
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
主
張
に
共
鳴
し
つ
つ
、

し
台、

も
完
全
に
は
同
調
し
え
な
か
っ
た
理
由
の
核
心
を
衝
い
て
い
る
。

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
中
園
へ
迭
り
こ
ま
れ
た
。
そ
れ
は
「
群
衆
」
を
革

命
の
主
鎧
に
据
え
る
ま
っ
た
く
新
し
い
現
野
を
人
び
と
に
聞
き
、

五
四
運
動
で
貫
際
に
眼
の
あ
た
り
に
し
た
民
衆
運
動
の
力
、
罷
市
罷
工
の
威



カ
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の
権
威
を
い
っ
そ
う
高
め
た
。
だ
が
、
人
び
と
は
直
線
的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
接
近
せ
ず
、
工
護
互
助
運
動
な
ど
理

想
主
義
的
責
験
に
祉
舎
主
義
へ
の
濁
自
の
道
の
可
能
性
を
探
る
の
で
あ
る
。
同
学
生
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
決
起
が
、
全
園
的
な
共
鳴
と
康
範
な
各

界
各
層
の
呼
躍
を
引
き
だ
し
、
意
想
外
の
成
功
を
か
ち
と
っ
た
五
四
の
韓
験
が
、
先
進
的
事
例
の
道
徳
的
影
響
力
に
つ
い
て
の
確
信
を
強
め

さ
せ
、
理
想
主
義
的
気
風
を
助
長
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
頂
貼
に
少
年
中
園
皐
舎
が
あ
っ
た
。

工
譲
互
助
運
動
の
失
敗
と
五
四
後
の
大
衆
闘
争
の
鐙
験
と
は
、
人
び
と
を
小
市
民
的
幻
想
か
ら
解
放
し
、
諸
経
験
の
総
括
を
通
じ
て

「
ロ
シ
ア
人
の
道
を
あ
ゆ
む
こ
と
」
を
か
れ
ら
の
「
結
論
」
と
さ
せ
た
。
そ
の
な
か
で
李
大
剣
や
陳
濁
秀
を
先
達
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の

理
解
を
深
め
た
青
年
・
準
生
た
ち
は
、

z
-e
、‘、

争

れ

カ

一
九
一
一
一
年
、
中
園
共
産
糞
の
創
設
に
向
っ
て
結
集
す
る
こ
と
に
な
る
。

通
じ
て
、

こ
こ
に
た
ど
ろ
う
と
す
る
の
は
、
小
市
民
的
理
想
主
義
者
と
し
て
五
四
運
動
に
参
加
し
、
み
ず
か
ら
の
執
劫
な
寅
践
の
挫
折
と
そ
の
組
括
を

や
や
遅
れ
て
中
園
共
産
薫
に
参
加
し
、
革
命
的
理
想
主
義
者
と
し
て
南
京
雨
花
蓋
で
偉
大
な
生
を
移
え
た
惇
代
英
の
、
五
四
時
期
の

- 3 ー

軌
跡
で
あ
る
。

(ー〉

俸
代
英
(
う
ん
だ
い
え
い
)
ペ

E
U
3
1
Z
一
八
九
五
・
六
・
二
二

|
l
一
九
一
三
・
四
・
二
九
湖
北
武
昌
の
人
、
字
は
子
毅
、
筆
名
代

英
、
但
一
。
中
園
共
産
禁
初
期
の
著
名
な
宣
停
家
、
組
織
者
で
、
中
園
社
舎
主
義
青
年
圏
(
の
ち
に
共
産
主
義
青
年
園
M

の
機
関
誌
『
中
園
青
年
』

(
週
刊
一
九
二
三
年
一

O
月
創
刊
〉
の
編
集
長
と
し
て
、
と
く
に
青
年
の
あ
い
だ
に
威
信
が
高
か
っ
た
。

一
九
二
三
年
八
月
、
南
京
で
聞
か
れ
た

祉
舎
主
義
青
年
圏
第
二
回
大
舎
で
中
央
委
員
粂
宣
停
部
長
に
選
出
さ
れ
、
上
海
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
が
、
五
・
三

O
運
動
後
、
慶
州
に
移

り
、
二
六
年
一
月
、
圏
共
合
作
下
の
園
民
黛
二
全
大
曾
で
中
央
委
員
に
選
出
さ
れ
た
。
中
山
艦
事
件
後
、
責
埼
箪
官
皐
校
の
政
治
総
数
官
と
な

り
、
二
七
年
一
月
、
園
民
政
府
の
武
漢
移
轄
後
は
中
央
軍
事
政
治
皐
校
の
校
務
常
務
委
員
と
政
治
総
数
官
を
粂
ね
た
。
武
漢
で
は
そ
の
ほ
か
に

園
民
業
中
央
の
常
務
委
員
、
湖
北
省
政
府
委
員
な
ど
多
く
の
要
務
を
捨
嘗
し
、
五
月
の
中
園
共
産
集
五
全
大
舎
で
は
中
央
委
員
に
選
ば
れ
た
。
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七
月
の
園
共
分
裂
後
は
南
昌
蜂
起
、
庚
東
コ
ミ
ュ
l
ン
に
指
導
的
立
場
で
参
加
し
、
二
八
年
に
は
上
海
へ
蹄
っ
て
地
下
の
中
共
中
央
の
宣
博
部

秘
書
長
を
つ
と
め
、
非
合
法
出
版
の
中
共
機
関
誌
な
ど
に
健
筆
を
ふ
る
っ
た
。

一
九
三

O
年
、
中
共
の
貫
力
者

・
宣
博
部
長
李
立
三
は
、
そ
の

極
「
左
」
路
線
、

い
わ
ゆ
る
李
立
三
路
線
を
推
進
し
た
が
、
彼
は
こ
れ
に
正
面
か
ら
反
射
、

た
め
に
宣
俸
部
か
ら
追
わ
れ
、

中
央
委
員
と
し
て

は
異
例
に
上
海
濯
東
区
委
員
舎
の
書
記
に
輔
出
さ
せ
ら
れ
た
。
も
っ

と
も
危
険
な
第

一
線
の
業
活
動
に
従
事
す
る
な
か
で
、

四
月
、
閣
民
黛
特

務
に
捕
え
ら
れ
、
三

一
年
四
月
、
南
京
で
銃
殺
さ
れ
た
。
享
年
三
五
。

さ
て
、
伺
租
基
(
カ
ウ
ツ
キ
l
)
著

『
階
級
争
開
』

(
エ
ル
フ

ル
ト
綱
領
解
説
)
は
、

毛
津
東
が
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
信
念
を
固
め
る
上
で
決
定

的
な
影
響
を
も
っ
た
三
加
の
本
の
う
ち
の
一
筋
で
あ
る

(
A
・
ス
ノ
l

『
中
園
の
赤
い
星
』
)
が
、
俸
代
英
は
そ
の
翻
謀
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
お

①
 

そ
ら
く
英
語
本
か
ら
重
詳
し
て
、

新
青
年
祉
の
新
青
年
叢
書
第
八
種
と
し
て
公
刊
し
た
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
ろ
、
か
れ
は
ま
た
エ
ン
ゲ
ル
ス

品
ン
グ

ル

『家
族
・
私
有
財
産

・
園
家
の
起
源
』
に
擦
っ

て
「
英
哲
爾
士
論
家
庭
的
起
源
」
を

『東
方
雑
誌
』
一

七
巻

一
九
競

・二

O
蹴

(
一九
二
O
年
一

O
月一

O
目
、
同
二
五
日
)
に
連
載
し
て
も
お
り
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
た
い
す
る
理
解
の
系
統
性
に
お
い
て
は、

首
時
け
っ
し
て
人
後
に
落
ち
な

- 4 ー

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

か
れ
の
親
し
い
友
人
に
は
、
陳
濁
秀
の
片
腕
と
し
て
活
躍
し
、
中
共
一
全
大
舎
に
参
加
し
た
、
同
じ
湖
北
出
身
の
劉
仁
静
、
李
大
剣
の
指
導

下
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
成
長
し
た
郵
中
夏
な
ど
が
お
り
、
中
園
共
産
黛
結
成
に

あ
た
っ
て
参
加
を
勘
誘
さ
れ
て
も
よ
い
立
場
に
あ

っ

②
 

か
れ
は
中
園
共
産
黛
の
結
成
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
中
園
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
俸
代
英
の
略
惇
類
で
は
、

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
ず
れ

も
中
共
創
立
の
直
後
に
入
黛
し
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
期
は

一
九
二
二
年
春
以
降
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
六

O
年
に
近
い
中
共
の
歴
史

か
ら
す
れ
ば
、

な
る
ほ
ど
直
後
と
し
て
も
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
が
、

一
年
に
近
い
そ
の
ず
れ
|
|
共
産
主
義
小
組
の
成
立
か
ら
す
れ
ば
二
年

ー
ー
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

そ
れ
は
「
階
級
革
命
」
〈
マ

ル
ク
ス
主
義
)
に
よ
る
杜
曾
主
義
を
「
争
存
」
〈
生
存
競
争
)
の
域
を
脱
せ

「
共
存
互
助
」
の
祉
曾
主
義
を
求
め
て
苦
闘
し
て
い
た
か
れ
が
、

貫
践
の
教
訓
を
通
じ
て
自
己
の
認
識
を
空
想
か
ら
科
摩
へ
護

展
さ
せ
る
上
で
、
な
お
必
要
だ
っ
た
時
聞
な
の
で
あ
る
。

ぬ
も
の
と
し
、



惇
代
英
は
原
籍
は
江
蘇
武
進
(
常
州
〉
、
世
家
の
後
奮
で
あ
っ
た
。
父
親
に
つ
い
て
は
不
分
明
で
あ
る
が
、

か
れ
は
武
昌
で
生
れ
、
育
っ
た
。

十
除
歳
に
し
て
家
庭
は
浪
落
し
|
|
辛
亥
革
命
に
と
も
な
う
繁
動
の
た
め
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
|
|
、
中
開
門
干
在
皐
中
か
ら
買
文
自
活
し
て
い

@
 

た
と
い
う
。
卒
業
が
一
九
一
八
年
夏
と
い
う
か
ら
、
お
そ
ら
く
一
五
年
の
秋
に
武
昌
の
中
華
大
皐
文
科
に
入
寮
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
同
じ

年
に
か
れ
の
投
稿
が
嘗
時
一
流
の
『
東
方
雑
誌
』
に
採
用
・
掲
載
さ
れ
て
い
る
(
箸
作
繋
年
目
録
初
稿
を
参
照
〉
。

四
本
、
『
新
青
年
』
に
二
本
の
論
設
を
寄
せ
て
お
り
、
ま
た
『
皐
生
雑
誌
』

一
七
年
に
は
『
東
方
雑
誌
』
に

(
商
務
印
書
館
夜
行
〉
の
常
連
の
寄
稿
家
で
も
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
、

文
名
は
皐
生
時
代
か
ら
す
で
に
高
か
っ
た
。

か
れ
は
ま
た
倫
理
革
命
の
員
撃
な
寅
践
者
で
も
あ
っ
た
。
中
華
大
皐
在
皐
中
、
か
れ
は
「
み
ん
な
で
考
え
力
を
合
せ
、
み
ず
か
ら
を
尉
け
人

@
 

を
も
助
け
る
」
こ
と
を
主
旨
に
互
助
祉
を
結
成
し
、
六
不
主
義
を
信
道
し
た
。
す
な
わ
ち
賭
博
を
し
な
い
、
女
を
買
わ
な
い
、
煙
草
を
吸
わ
な

い
、
酒
を
飲
ま
な
い
、

嘘
を
つ
か
な
い
、

カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
な
い
〔
不
帯
。
夫
世
〕
の
六
項
|
|
の
ち
に
封
日
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
の
な
か
で
人

力
車
〔
貰
包
車
〕
に
乗
ら
ぬ
、

日
貨
〔
仇
貨
〕
を
買
わ
ぬ
の
二
項
を
追
加
し
た
ー
ー
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
そ
の
ま
ま
嘗
時
の
類
麗
し

-5-

た
事
生
の
賓
態
が
浮
び
あ
が
る
。

察
元
培
に
よ
る
改
革
(
一
九
一
七
年
)
以
前
の
北
京
大
皐
で
校
風
が
腐
敗
し
、
「
拳
生
は
役
に
も
た
た
ぬ
書
物
を
讃
む
ほ
か
に
、
蹴
雀
を
や
り

⑤
 

芝
居
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
、
八
大
胡
同
(
有
名
な
花
街
〉
で
遊
ぶ
の
が
気
風
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
が
、
事
情
は
武
漢
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。

「
皐
生
た
る
も
の
私
娼
を
買
わ
ず
、
賭
け
ご
と
を
や
ら
ず
、
紙
巻
煙
草
|
|
は
て
は
ア
へ
ン
ま
で
ー
ー
を
ふ
か
さ
な
け
れ
ば
、
自
分
の
豪
気
さ

を
見
せ
ら
れ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
り
、
教
員
た
る
も
の
、
漢
口
に
放
館
を
聞
い
て
。
姑
娘
。
を
置
き
〔
開
放
館
叫
。
姑
娘
。
〕
、
部
屋
を
貸
し
切
り

@
 

に
し
て
賭
窟
に
し
た
り
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
威
風
を
示
せ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

こ
う
し
た
情
況
と
劉
決
し
て
倫
理
革
命
の
運
動
は
準
め
ら
れ
た
。

『
中
園
青
年
』
九
六
期
、

偉
代
英
は
の
ち
に
回
顧
し
て
こ
う
書
い
て
い
る

(
「
態
該
窓
様
開
歩
走
?
」

一
九
二
五
年
九
月
)
。
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武
昌
は
首
時
、
他
の
何
慮
よ
り
も
格
別
に
死
気
沈
々
た
る
と
こ
ろ
で
、
教
職
員
は
大
字
が
前
清
い
ら
い
の
老
朽
と
軽
薄
で
不
勉
強
な
日
本



164 

旬
開
学
生
あ
が
り
、

皐
生
の
大
半
は
凡
庸
欄
惰
な
個
人
主
義
者
で
、
園
鰻
活
動
の
な
ん
た
る
か
を
解
し
な
か
っ
た
。
ま
れ
に
俗
衆
と
異
な
る
者

も
い
た
が
、

そ
の
少
数
の
人
間
も
課
外
の
自
分
の
勉
強
や
も
の
書
き
に
は
げ
む
だ
け
で
、
彼
此
連
合
し
て
い
ろ
い
ろ
と
貰
際
の
杜
舎
運
動
を

や
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
も
た
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
多
数
の
皐
生
を
軽
蔑
し
、

か
れ
ら
相
互
で
も
相
手
を
見
下
げ
て、

そ
れ
ぞ
れ
に

《自
分
を
除
い
て
天
下
に
人
物
な
し
》
式
の
嘆
を
か
こ
っ
て
い
た
。
私
自
身
も
そ
の
こ
ろ
は
そ
う
し
た
眼
の
昏
ん
だ
設
想
の
持
ち
主
の

一
人

だ
ア
た
。

や
が
て
俸
代
英
は

『新
青
年
』
の
「
隣
組
叛
這
」
思
想
の
影
響
を
受
け
、
熱
心
に
新
思
想
の
宣
俸
を
始
め
る
。
か
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
青
年
舎

Y
M
C
A
の
活
動
に
啓
設
さ
れ
、
宗
教
臭
を
抜
い
て
そ
の
長
所
を
採
り
い
れ
た
「
皐
生
曾
」
の
結
成
を
呼
び
か
け
、
思
い
が
け
ず
大
勢
の
皐
生

の
賛
同
を
え
た
が
、
舎
長
に
納
ま
り
た
く
て
こ
の
舎
を
護
起
し
た
の
だ
ろ
う
と
か
れ
の
意
圃
を
邪
推
す
る
者
や
組
織
の
必
要
性
を
も
と
も
と
感

じ
て
い
な
い
附
和
者
な
ど
が
多
く
て
、
同
学
生
舎
は
設
足
に
い
た
ら
ず
瓦
解
し
て
し
ま
っ
た
。
武
昌
の
畢
生
が
、
ひ
い
て
は
中
園
人
が
こ
ん
な
に

「多
人
数
の
圏
佳
を
組
織
で
き
な
い
の
な
ら
、

ま
ず
組
織
で
き
る
小
人
数
を
即
刻
組
織
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
」
「
私
と
か
れ
と
は
す
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ダ
メ
な
は
ず
は
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
途
方
に
く
れ
る
か
れ
に
、
あ
る
友
人
が
ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
た
。

ぐ
に
行
動
を
は
じ
め
、
二
日
の
う
ち
に

一
つ
の
小
圏
鐙
を
成
立
さ
せ
た
。
私
を
ふ
く
め
て
全
部
で
四
人
、
自
己
の
同
学
業
、
品
性
の
進
歩
を
促

が
す

一
方
、
友
人
を
援
助
し
、

な
に
か
社
禽
園
家
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
す
る
、

と
い
う
の
が
結
成
の
主
旨
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
わ
れ
わ

れ
は
正
し
い
主
義
の
信
念
を
も
た
ず
、
園
民
革
命
の
な
ん
た
る
か
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
ん
な
園
鎧
で
す
ら
武
昌
で
は
珍

ら
し
く
、

わ
れ
わ
れ
は
拳
友
た
ち
の
前
で
は
禽
合
を
す
る
勇
気
を
も
た
な
か
っ
た
。
私
た
ち
が
禽
合
を
聞
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
者
は
、
私

た
ち
が
キ
リ
ス
ト
数
に
な
っ
た
と
笑
っ
た
も
の
で
あ
る
。

」

「
こ
の
園
鐙
を
結
成
し
て
以
後
、
私
た
ち
は

一
心
に
そ
の
護
展
を
園
っ
た
。
-
J
i
-
-
私
は
い
つ
も
気
狂
い
の
よ
う
に
多
少
と
も
宣
停
し
が

い
の
あ
り
そ
う
な
人
に
宣
俸
し
た
。
・
:
:
:
:
経
験
の
不
足
と
態
度
の
不
適
切
さ
も
あ
っ
て
、
多
く
の
侮
辱
も
受
け
た
が
、
私
た
ち
の
活
動
は

つ
い
に
相
嘗
の
成
果
を
あ
げ
た
。
こ
の
圏
鐙
を
結
成
し
て
一
カ
月
た
た
ぬ
う
ち
に
、
他
民
平
年
の
面
識
の
な
い
皐
友
が
聴
き
つ
け
、
私
た
ち
の



曾
合
の
参
観
を
申
し
い
れ
、
参
観
後
は
非
常
な
誠
意
を
も
っ
て
加
入
を
求
め
て
き
た
。
数
日
な
ら
ず
し
て
、

か
れ
は
ま
た
自
分
の
ク
ラ
ス
の

仲
の
よ
い
闘
争
友
を
紹
介
し
て
入
舎
さ
せ
た
。
ま
も
な
く
、
こ
の
圏
韓
は
機
大
し
て
十
除
人
と
な
り
、
他
の
皐
校
の
進
歩
的
な
人
び
と
も
同
じ

よ
う
な
圏
鐙
を
組
織
し
は
じ
め
た
。
他
校
の
一
面
識
も
な
か
っ
た
人
が
、
だ
ん
だ
ん
交
際
を
求
め
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
な
ん
ら
か
の
活
動

で
私
た
ち
と
協
力
す
る
こ
と
を
希
草
し
た
。
武
昌
の
空
気
は
か
く
て
わ
ず
か
な
が
ら
も
動
き
は
じ
め
た
。

わ
れ
わ
れ
の
園
慢
の
禽
合
は
拳
友
た
ち
に
公
開
さ
れ
、
舎
員
は
毎
日
、

た
が
い
に
勘
ま
し
あ
い
な
が
ら
皐
友
に
た
い
し
各
種
の
寅
際
的
な

活
動
を
お
こ
な
っ
た
。

私
た
ち
は
ま
ず
一
つ
の
小
園
書
館
を
組
織
し
、

ま
た
皐
友
を
助
け
て
非
常
に
努
力
し
て
園
産
品
調
査
の
運
動
を
や

り
、
卒
素
、
皐
友
に
た
い
し
て
各
種
の
有
盆
な
話
し
合
い
を
し
た
の
で
、

一
般
の
皐
生
は
私
た
ち
に
相
嘗
の
好
感
を
寄
せ
て
く
れ
た
。
刻
薄

な
連
中
は
最
初
の
う
ち
い
ろ
い
ろ
と
中
傷
・
侮
辱
を
加
え
て
き
た
が
、
私
た
ち
が
た
が
い
に
戒
め
て
相
手
に
な
ら
ず
、

を
も
っ
て
劉
雁
し
た
の
で
、
時
聞
が
た
つ
と
、
か
れ
ら
も
中
傷
・
侮
一
障
に
捲
み
疲
れ
て
し
ま
っ
た
。
」

つ
ね
に
温
和
に
善
意

俸
代
英
は
一
九
一
五
年
、

『
東
方
雑
誌
』
に
投
稿
し
た
論
文
「
文
明
と
道
徳
」
に
お
い
て
、
道
徳
が
文
明
と
と
も
に
進
化
す
る
も
の
か
、
退
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化
す
る
も
の
か
、

そ
れ
と
も
本
質
的
に
不
襲
の
も
の
な
の
か
、
諸
家
の
読
を
紹
介
し
た
上
で
、
か
れ
自
身
の
見
解
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

徳
の
準
化
・
退
化
と
文
明
と
の
閥
係
は
固
定
し
て
移
易
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
人
の
力
に
よ
っ
て
準
化
・
退
化
さ
せ
う
る
も
の
で

あ
る
。
」
文
明
の
護
達
に
と
も
な
っ
て
善
事
・
悪
事
と
も
そ
の
種
類
を
増
す
が
、

ー寸

道

い
ず
れ
も
善
を
な
す
者
、

悪
を
な
す
者
が
そ
れ
を
瑳
見
す
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
の
中
に
善
を
な
す
人
を
多
く
し
、
悪
を
な
す
人
を
少
な
く
す
れ
ば
、
遁
徳
は
進
化
の
部
分
が
多
く
、
退
化
の
部
分
は

少
な
く
な
る
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
成
り
立
つ
。

「
さ
ら
に
い
え
ば
、
天
下
の
人
が
み
な
善
を
な
し
て
悪
を
な
さ
ぬ
よ
う
に
す
れ
ば
、
道
徳
は
進
化
す
る
だ
け
で
退
化
す
る
こ
と
は
な
く
、

み

な
悪
を
な
し
て
善
を
な
さ
ね
ば
退
化
の
み
あ
っ
て
準
化
は
な
い
。
」
「
だ
か
ら
将
来
の
世
界
が
、
道
徳
的
に
評
慣
し
て
、
哲
皐
者
の
い
う
よ
う
な

完
全
な
生
活
と
な
る
か
、
宗
数
家
の
説
く
末
日
の
世
界
と
な
る
か
は
、
す
べ
て
現
今
の
人
類
の
行
震
に
よ
司
て
判
定
さ
れ
る
の
だ
。
私
は
有
志

の
士
が
、
文
明
の
準
歩
に
よ
っ
て
得
た
智
力
を
善
用
し
て
善
の
一
途
に
集
中
さ
せ
、
道
徳
を
し
て
進
化
あ
る
も
退
化
な
か
ら
し
め
、
黄
金
世
界

165 
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の
質
現
を
促
が
し
早
め
る
こ
と
を
願
う
。
有
志
の
土
よ
、
起
て
/
」

中
華
大
皐
に
お
け
る
互
助
祉
の
活
動
が
、

か
れ
の
こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
る
貫
践
と
し
て
出
渡
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ

か
れ
は
互
助
祉
の
同
人
摩
換
星
(
外
園
語
専
門
皐
校
生
)
ら
が
、

誌
『
端
風
』

1
l
l風
俗
を
端
す
|
|
の
創
刊
披
(
一
九
一
八
年
三
一
月
設
行
)
に
「
向
上
」
と
題
す
る
一
文
を
寄
せ
た
。

の
論
文
か
ら
三
年
後
、

蹄
省
先
の
湖
南
衡
陽
で
結
成
し
た
新
城
端
風
圏
の
機
関

『
五
四
時
期
期
刊
介
紹
』

第
三
集
に
よ
れ
ば
、

か
れ
は
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

人
は
つ
ね
に
準
歩
・
向
上
を
自
費
的
に
追
求
す
べ
き
で
あ
り
、
自
己
の
「
徳
行
・
皐
問
・
才
幹
」
や
「
天
分
」
が
他
人
に
及
ば
ぬ
こ
と
を
口

寅

そ
れ
を
怠
る
の
は

「
自
暴
自
棄
、
造
物
主
が
君
に
輿
え
た
天
資
を
踏
み
に
じ
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
山
は
高
く
と
も
登
れ

な
い
山
は
な
い
し
、
道
は
遠
く
と
も
歩
き
と
お
せ
ぬ
道
は
な
い
。
」
問
題
は
貫
践
す
る
か
否
か
に
あ
る
。

あ
る
医
聞
の
道
程
の
よ
う
に
、

大
股

に
歩
け
る
人
な
ら
一
年
で
到
達
で
き
る
も
の
を
、
小
股
に
し
か
歩
け
ぬ
人
は
二
、
三
年
も
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
大
股
で
歩

け
ぬ
者
が
小
股
に
で
も
歩
く
こ
と
を
願
わ
ぬ
ば
あ
い
、
道
は
ど
ん
な
に
容
易
で
も
、

一
億
年
か
け
て
も
到
着
で
き
は
し
な
い
。

お
う
ま
で
は
、
誰
が
わ
れ
わ
れ
の
事
功
徳
業
(
向
上
を
め
ざ
す
賓
践
||
引
用
者
)
を
制
限
で
き
よ
う
か
。
脂
子
の
あ
る
者
は
前
準
し
よ
う
。
力
量

「
棺
の
蓋
を
お
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の
あ
る
者
は
前
進
し
よ
う
。
」

惇
代
英
の
立
場
が
こ
の
聞
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
一
請
し
て
明
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
道
皐
先
生
さ
な
が
ら
の
議
論
を
若

者
た
ち
は
ど
う
受
け
と
っ
た
の
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
文
章
が
準
歩
的
青
年
に
歓
迎
さ
れ
、

か
れ
ら
を
鼓
舞
・
激
勘
し
た
の
が
五

四
前
夜
の
特
長
で
あ
っ
た
。
李
大
創
の
有
名
な
論
文
「
青
春
」
を
は
じ
め
、
多
く
の
固
苦
し
い
人
生
論
、
修
養
論
、
道
徳
論
が
ほ
と
ん
ど
毎
競

の

『新
青
年
』
に
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
青
年
た
ち
を
『
新
青
年
』
に
惹
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
の
挫
折
と
軍
閥
政
権
の
暗
黒
支

配
の
も
と
で
、
人
び
と
は
出
路
を
見
出
せ
ぬ
ま
ま
、
高
悪
の
根
源
を
「
多
数
園
民
の
自
賓
の
不
足
」
に
求
め
、
園
民
性
の
改
造
と
い
う
気
の
遠

く
な
り
そ
う
な
大
事
業
に
取
り
く
む
た
め
に
、

ま
ず
措
皮
革
の
主
堕
と
し
て
の
自
己
の
確
立
か
ら
出
護
し
よ
う
と
し
た
。
倫
理
の
問
題
さ
え
解
決

す
れ
ば
そ
の
他
は
容
易
に
解
決
で
き
る
と
確
信
し
て
い
た
毛
津
東
た
ち
が
、

一
九
一
八
年
に
長
沙
で
「
皐
術
を
革
新
し
、
品
行
を
砥
碩
し
、
人



⑦
 

心
風
俗
を
改
良
す
る
」
を
宗
旨
と
し
て
有
名
な
新
民
皐
舎
を
結
成
し
た
の
も
、

樺
代
英
ら
と
基
本
的
に
共
通
す
る
立
場
か
ら
で
あ
っ
た
。

新
民
皐
舎
は
「
一
、
虚
偽
な
ら
ざ
る
こ
と
。
二
、
欄
惰
な
ら
ざ
る
こ
と
。
三
、
浪
費
せ
ざ
る
こ
と
。
四

賭
博
せ
ざ
る

と

五

妓
を
押~.

わ
ざ
る
こ
と
」
を
規
律
と
し
て
い
た
。
互
助
祉
の
前
述
の
六
不
主
義
と
同
じ
く
、
嘗
時
の
皐
生
一
般
の
風
潮
を
反
面
か
ら
活
篤
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
一
八
年
に
北
京
大
拳
で
も
察
元
培
が
準
徳
舎
の
設
立
を
提
倍
し
た
よ
う
に
、
品
性
の
向
上
、
道
徳
的
革
新
、
肉
韓
的
禁
欲
と
祉
曾
改
造

と
を
一
種
不
可
分
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
、
嘗
時
の
準
歩
的
知
識
人
に
共
通
し
た
志
向
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
直
接
・
間
接
に
中
園
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
劉
師
復
ら
の
心
祉
の
活
動
と
主
張
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
偉
代
英
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
一
五
年
か
ら
一
七
年
に
か
け
て
の
数
篇
の
論
文
か
ら
は
、
無
神

論
者
で
あ
り
経
験
論
者
で
あ
り
熱
心
な
男
女
卒
権
論
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
だ
け
で
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
直
接
的
影
響
を
看
取
す
る
こ
と

は
困
難
だ
が
、
一
九
一
八
年
に
は
か
れ
が
上
海
で
護
行
さ
れ
て
い
た
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
月
刊
雑
誌
『
献
労
働
』
四
競
(
五
競
ま
で
で
夜
行
禁
止
〉
に

手
紙
を
逢
っ
て
い
る
こ
と
が
、
『
五
四
時
期
期
刊
介
紹
』
第
二
集
所
載
の
同
誌
目
録
に
よ
っ
て
知
れ
る
。
書
簡
の
内
容
は
残
念
な
が
ら
紹
介
さ

ロ
シ
ア
革
命
を
熱
心
に
紹
介
し
、
社
曾
主
義
を
論
じ
、

つ
と
に
指

れ
て
い
な
い
が
、

『州労働
』
は
ア
ナ
ル

コ
・
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
な
が
ら
、

- 9ー

工
讃
主
義
を
宣
停
し
た
雑
誌
で
あ

っ
た
。
偉
代
英
は
そ
の
熱
心
な
讃
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
の
夏
、

か
れ
は
中
華
大
皐
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
、

た
だ
ち
に
母
校
の
附
属
中
撃
の
数
導
主
任
粂
英
語
措
嘗
数
員
と
し
て
採
用
さ

れ
た
。

か
れ
の
熱
心
な
提
信
と
敬
師
と
し
て
の
影
響
力
も
加
わ
っ
て
運
動
は
さ
ら
に
輸
を
披
げ
た
。
『
新
青
年
』
六
巻
三
競
(
一
九
一
九
年
三
月
〉

の
通
信
欄
に
武
昌
中
華
大
皐
中
翠
部
の
新
盤
吐
か
ら
の
来
画
が
載
り
、
胡
遁
が
「
出
僻
荒
謬
、
狂
惇
絶
倫
」
の
批
判
を
恐
れ
ず
に
衝
き
進
め
とめ

ざ

「
自
ら
費

激
闘
の
政
文
を
附
し
て
い
る
が
、
新
盤
社
同
人
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
暗
黒
に
さ
す
「
曙
光
」
の
ご
と
き
『
新
青
年
』
に
感
謝
し
、

め
ざ

め
、
人
を
費
ま
す
」
た
め
の
機
関
誌
『
新
盤
』
の
創
刊
競
を
添
え
て
手
紙
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
『
新
盤
』
は
の
ち
に
互
助
祉
の
社
刊
と
な
っ

@
 

て
い
る
の
で
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
俸
代
英
の
指
導
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
前
出
の
『
端
風
』
第
一
期
に
章
程
が
紹
介
さ
れ
て
い

@
 

る
武
昌
「
仁
社
」
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
。
五
四
前
夜
、
す
で
に
か
れ
は
武
昌
に
お
け
る
青
年
運
動
の
領
袖
で
あ
っ
た
。
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一
九
一
九
年
五
月
四
日
、
北
京
の
畢
生
た
ち
に
よ
る
曹
汝
森
邸
焼
打
ち
の
ニ
ュ
ー
ス
は
全
中
園
を
震
憾
さ
せ
、
空
前
の
愛
園
運
動
を
ま
き
お

こ
し
た
。
武
漢
の
何学生
も
呼
慮
し
て
決
起
し
、
集
舎
、
デ
モ
、
日
貨
不
買
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
。
悔
代
英
は
互
助
祉
な
ど
か
れ
の
影
響
下
に

あ
っ
た
同
学
生
た
ち
と
と
も
に
、
頭
初
か
ら
戦
列
に
加
わ
り
、
通
電
や
宣
言
の
起
草
、
停
車
の
作
製
な
ど
宣
俸
の
面
で
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
。

「
皐
生
寅
行
提
信
園
貨
園
」

を
護
起
し
、
武
漢
皐
生
連
合
舎
の
結
成
|
|
互
助
社
同
人
の
林
育
南
は
そ
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
後
に
全
園
畢
生

連
合
舎
の
武
漢
代
表
に
も
な
っ
た
|
|
と
活
動
に
有
力
な
指
導
と
助
言
を
も
あ
た
え
た
。

嘗
時
、

武
漢
は
軍
閥
王
占
元
(
湖
北
省
長
)
の
支
配

の
も
と
に
あ
り
、

運
動
に
た
い
す
る
取
締
は
こ
と
の
ほ
か
き
び
し
く
、
六
三
運
動
の
段
階
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
流
血
の
弾
匪
が
お
こ
な
わ

れ
た
。
し
か
し
、

事
生
の
不
屈
の
闘
い
と
市
民
の
呼
躍
は
、
六
月
一

一
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
武
昌
、

漢
口
の
罷
市
を
貫
現
さ
せ
、
全
圏
の

- 10ー

運
動
に
歩
調
を
あ
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
軍
警
の
監
硯
の
眼
を
く
ぐ
っ
て
罷
市
の
回
吠
を
商
匝
街
に
廻
す
た
め
「
紙
扇
惇
閲
」
の
奇
策

が
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
瑳
案
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
俸
代
英
だ
っ
た
と
い
%
。

も
ち
ろ
ん
か
れ
の
活
動
は
反
動
賞
局
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
中
華
大
皐
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
匪
力
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
。
中
華
大
皐

は
一
九
一
二
年
に
創
立
さ
れ
た
私
立
大
皐
で

創
立
者
で
あ
り
校
長
で
も
あ
る
陳
時
(
叔
澄
)
は
嘗
時
と
し
て
は
進
歩
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。

惇
代
英
は
累
を
母
校
に
及
ぼ
す
こ
と
を
恐
れ
、

一
九
年
七
月
に
は
準
、退
を
校
長
に

一
任
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
陳
時
も
い
っ
た
ん
は
外
か
ら
の

匪
力
を
挑
ね
の
け
た
よ
う
で
、

一
九
年
後
半
、
惇
代
英
ら
の
活
動
で
中
華
大
皐
は
武
漢
に
お
け
る
新
文
化
運
動
の
中
心
の
観
を
呈
す
る
に
い
た

る
が
、
そ
の
年
の
末
、
惇
代
英
は
中
皐
部
の
同
僚
の
陳
啓
天
、
余
家
菊
ら
と
と
も
に
中
華
大
暴
を
僻
任
し
て
し
ま
っ
た
。
陳
啓
天
は
そ
の
回
憶

録
の
な
か
で
、
中
間
学
部
の
経
理
濁
立
問
題
を
め
ぐ
る
校
長
と
の
封
立
が
原
因
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
保
守
反
動
涯
の
匪
迫
、
攻
撃
を
受
け

⑪
 

る
校
長
と
大
皐
の
苦
境
を
察
し
て
、
牢
ば
自
渡
的
に
身
を
退
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

定
職
を
離
れ
た
俸
代
英
は
、

し
か
し
理
想
に
燃
え
新
た
な
貧
践
の
課
題
を
に
な
っ
て
、

一
九
二
O
年
三
月
、
北
京
に
上
っ
た
。
少
年
中
園
皐



舎
の
活
動
に
参
加
し
、

か
っ
す
で
に
護
足
し
て
い
た
工
譲
互
助
運
動
の
寅
際
を
参
観
・
研
究
す
る
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、

一
八
年
五
月
、

日
本
留
皐
中
の
筆
生
た
ち
は
、

日
中
密
約
(
日
中
共
同
防
敵
軍
事
協
定
〉
に
抗
議
し
て

一
斉
鯖
園
と
い
う
非

常
手
段
に
訴
え
、
母
園
の
皐
生
お
よ
び
各
界
と
共
同
し
て
反
射
運
動
を
盛
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
が
、
運
動
自
慢
の
弱
黙
と
情
勢
の
未
成
熟
と
に

⑫
 

よ
っ
て
失
敗
し
た
。
こ
の
挫
折
を
深
刻
に
受
け
と
め
、
救
園
の
持
久
的
力
量
と
倫
理
的
主
穫
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
く
つ
か
の
小
組
織
が
生

れ
た
。
北
京
大
皐
々
生
王
光
新
ら
が
李
大
創
の
支
持
を
得
て
一
八
年
六
月
に
護
起
し
た
少
年
中
園
皐
舎
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

社
曾
事
業
を
瑳
展
さ
せ
、
末
世
の
風
気
を
轄
移
す
る
」
を
宗
旨
と
し
、

践
・
堅
忍
・
倹
撲
」
を
信
僚
と
し
て
掲
げ
た
こ
の
皐
舎
は
、
一
年
聞
の
準
備
期
聞
を
お
き
、
一
九
年
七
月
一
日
を
期
し
て
正
式
に
瑳
足
し
た
。

前
後
入
禽
し
た
皐
禽
員
は
わ
ず
か
に
一

O
八
名
だ
っ
た
が
、
成
員
の
ほ
と
ん
ど
が
五
四
運
動
、
新
文
化
運
動
の
中
央
・
地
方
の
指
導
者
で
あ

り
、
五
四
運
動
後
の
一
時
期
、
文
化
革
命
を
リ
ー
ド
す
る
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
。
俸
代
英
は
同
郷
の
友
人
で
北
京
大
拳
生
の
劉
仁
静
を

通
じ
て
、
す
で
に
準
備
段
階
か
ら
こ
れ
と
接
燭
し
、

一
九
年
一

O
月、

梁
空
〈
紹
文
)
と
と
も
に
正
式
に
加

⑬
 

入
し
た
の
で
あ
る
。

「
少
年
精
神
を
振
作
し
、

員
賓
の
皐
術
を
研
究
し
、

「
奮
闘
・
賞

中
華
大
皐
附
中
の
同
僚
余
家
菊
、

-11ー

少
年
中
園
皐
舎
は
護
足
直
後
か
ら
、

社
禽
事
業
と
し
て
工
讃
互
助
運
動
に
取
り
く
ん
だ
。

武
者
小
路
の
「
新
し
い
村
」
の
刺
激
も
あ
り
、

「
衣
食
住
三
先
生
の
牽
制
」
な
し
に
「
悪
祉
舎
」
と
戦
う
「
新
生
活
」
の
擦
黙
と
し
て
、

「
共
産
」
主
義
の
小
組
織
を
つ
く
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
た
王
光
新
ら
は
、
一
九
年
末
か
ら
二

O
年
初
に
か
け
て
、
北
京
に
四
組
の
工
讃
互
助
圏
を
護
足
さ
せ
た
。
封
建
的
家
庭
の
匪
迫
か
ら
股
出

A
7
y

プ
ル

す
る
青
年
を
援
助
し
、
濁
立
生
活
の
能
力
と
献
労
働
互
助
の
習
慣
を
養
わ
せ
、
勉
皐
の
繕
績
を
保
誼
し
、
新
社
舎
の
見
本
を
つ
く
る
こ
と
を
標
携

し
て
、
新
文
化
運
動
の
文
化
人
の
賛
同
と
責
助
を
え
た
の
で
あ
る
。
圏
員
は
共
産
主
義
的
共
同
生
活
に
入
り
、
互
助
圏
の
経
営
す
る
食
堂
や
洗

濯
屋
、
印
刷
所
で
働
い
て
生
活
費
を
稼
ぎ
な
が
ら
、
北
京
大
皐
な
ど
の
聴
講
生
と
し
て
勉
強
し
た
が
、
そ
れ
は
卒
業
費
書
め
あ
て
の
い
わ
ゆ
る

苦
皐
で
は
な
く
、
精
神
制
労
働
と
ム
瞳
州
労
働
の
結
合
・
統
一
を
め
ざ
し
た
都
市
版
の
「
新
し
い
村
」
の
旗
拳
げ
で
あ
っ
た
。

工
讃
互
肪
の
提
信
は
、
五
回
以
後
に
新
た
な
道
を
模
索
し
て
い
た
員
撃
な
青
年
た
ち
の
あ
い
だ
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
か
れ
ら
は
こ
れ
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を
社
曾
改
造
の
橋
頭
壁
づ
く
り
と
し
て
と
ら
え
、

⑬
 

全
園
開
学
生
連
合
舎
は
と
く
に
王
光
祈
ら
を
迎
え
て
鋒
備
舎
を
聞
い
た
。

上
海
、

天
津
、

南

京
、
揚
州
、
湖
南
、
新
江
、
庚
東
な
ど
各
地
で
工
讃
圏
鐙
が
組
織
さ
れ
、

工
謹
主
義
は
一
時
の
流
行
と
な
っ
た
。
湖
北
武
昌
で
は
俸
代
英
と
そ

の
グ
ル
ー
プ
が
員
剣
に
運
動
を
推
し
進
め
た
。

王
光
析
は
惇
代
英
の
少
年
中
園
皐
合
同
入
曾
直
後
の

一
九
年
一

O
月
二
七
日
、
中
華
大
拳
に
俸
代
英
ら
を
訪
ね
、
曾
務
に
つ
い
て
打
合
せ
た
。

⑮
 

工
讃
互
助
運
動
も
嘗
然
話
題
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
偉
代
英
は
そ
の
理
念
に
賛
同
し
、
武
昌
に
お
け
る
具
鐙
化
の
構
想
を
練
っ
た
。

⑮
 

か
れ
は
日
記
に
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

月
一
八
日
、

わ
れ
わ
れ
の
新
生
活
、

産
主
義
を
賀
行
し
、
能
力
に
麿
じ
て
働
き
必
要
に
雁
じ
て
取
る
〔
各
輩
所
能
、
各
取
所
需
〕
に
近
い
圏
睦
を
試
掛
し、

主
義
に
蓋
力
し
、
能
力
を
蓋
し
て
杜
禽
の
た
め
に
各
種
の
有
盆
な
事
業
を
お
こ
す
。
そ
の
開
法
は
、
ま
ず
共
同
生
活
を
や
り
つ
つ
書
報
の
販

買
を
や
る
。
共
同
生
活
は
害
報
販
買
の
利
盆
お
よ
び
圏
瞳
成
員
が
他
の
牧
入
か
ら
自
護
的
に
共
同
財
産
に
納
入
す
る
金
銭
と
で
も
っ
て
全
圏

」
れ
は
一
つ
の
濁
立
し
た
事
業
を
創
掛
し

生
産
〔
生
利
〕
の
場
に
身
を
投
ず
る
第
一
歩
で
あ
る
。

一
部
分
の
共

機
舎
を
見
て
工
讃
互
助

の
衣
食
住
を
維
持
す
る
経
費
に
あ
て
る
。
だ
が
、
最
初
は
ま
だ
食
・
住
お
よ
び
洗
濯
を
ま
か
な
う
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
衣
服
費
そ
の
他
の

雑
費
は
し
ば
ら
く
各
人
の
自
掛
と
す
る
。
こ
れ
は
貫
際
問
題
と
し
て
や
む
を
え
な
い
。
将
来
の
希
望
と
し
て
、
圏
員
各
人
が
ど
ん
な
牧
入
で

- 12ー

あ
ろ
う
と
す
べ

て
共
同
財
産
に
納
入
し

(
た
だ
し
自
設
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

い
さ
さ
か
の
強
制
も
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
)
、

正
賞
な
支
出

な
ら
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
雨
親
の
扶
養
、
葬
迭
、
子
供
の
敬
育
費
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
共
同
財
産
か
ら
支
出
す
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ

こ
ま
で
や
っ
て
こ
そ
純
粋
の
共
産
生
活
と
な
る
の
で
あ
る
。

僚
代
英
ら
は
す
で
に

一
九
年
の
後
牢
に
中
華
大
準
書
報
経
理
部
を
つ
く
り
、
準
歩
的
書
籍
・
雑
誌
を
取
扱
わ
せ
て
い
た
。
北
京
の
互
助
圏
の

事
業
項
目
で
は
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
書
報
版
買
に
着
目
し
た
の
は
、
そ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
こ
に

は
さ
ら
な
る
意
義
づ
け
が
あ
っ
た
。

害
報
販
買
の
営
業
項
目
は
た
と
え
ば
以
下
の
と
お
り
。
付
武
漢
で
購
入
し
に
く
い
新
書
、
雑
誌
の
代
理
販
頁
、
同
有
名
な
日
刊
新
聞
の
取



り
つ
ぎ
〔
代
渡
〕
、

同
何
種
類
か
の
園
産
品
の
取
り
扱
い
〔
粂
筈
〕
、
伺
洋
書
の
取
り
扱
い
、
伺
購
入
し
に
く
い
各
種
書
報
の
代
理
議
約
〔
代

訂〕。

こ
の
営
業
は
一
面
、

み
ん
な
の
生
活
を
維
持
す
る
手
段
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

文
化
の
俸
播
を
は
か
る
機
関
で
も

つ
ね
に
吐
舎
の
多
数
者
あ
る
い
は
少
数
者
の

他
面
、

あ
る
。
し
た
が
っ
て
良
書
で
あ
れ
ば
貰
れ
て
も
寅
れ
な
く
て
も
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

た
め
に
、
か
れ
ら
の
改
善
・
進
歩
の
事
業
に
必
要
な
書
物
を
そ
ろ
え
る
の
で
あ
る
。
買
わ
な
い
人
で
も
、
営
業
の
場
所
で
閲
覧
す
る
の
は

さ
し
っ
か
え
な
く
、
圃
書
館
を
粂
替
す
る
の
も
同
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
本
来
、
鍛
錬
を
計
較
す
る
商
人
で
は
な
く
、
商
人

に
な
る
の
は
他
に
目
的
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
終
始
、
博
愛
互
助
の
精
神
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

偉
代
英
は
互
助
組
織
の
前
途
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
展
墓
し
て
い
た
。

将
来
の
蹟
充
計
董
に
つ
い
て
は
、
毎
晩
、
圏
員
は
曾
議
を
も
ち
、
嘗
面
の
生
活
お
よ
び
業
務
改
善
の
各
事
を
計
章
一
的
に
準
め
る
。
こ
こ
に

い
う
横
充
に
は
四
つ
の
意
味
が
あ
る
。
村
本
圏
桂
内
に
圏
員
を
増
や
す
こ
と
、
∞
本
圏
桂
内
の
生
活
設
備
の
改
善
、
音
楽
・
陸
育
の
設
備
か

ら
農
村
生
活
の
設
備
ま
で
を
ふ
く
む
、
同
さ
ら
に
他
の
生
産
事
業
、
た
と
え
ば
印
刷
、
牧
畜
、
林
業
を
営
む
こ
と
、
同
さ
ら
に
他
の
有
盆
な

祉
曾
事
業
、
た
と
え
ば
皐
校
の
設
立
、
通
俗
園
書
館
・
新
聞
の
護
行
な
ど
を
や
る
こ
と
。
ま
と
め
て
い
え
ば
、
こ
の
圏
睦
の
メ
ム
パ

1
は
み

な
祉
曾
の
た
め
に
働
く
者
で
あ
り
、
こ
の
園
陸
の
財
産
は
す
べ
て
祉
舎
の
財
産
で
あ
る
。
こ
れ
は
み
ず
か
ら
利
し
、
か
つ
人
を
も
利
し
、
し

か
も
だ
ん
だ
ん
と
祉
舎
を
護
展
さ
せ
て
い
く
切
責
な
計
書
宅
あ
る
。

- 13一

か
れ
の
こ
の
構
想
は
さ
ら
に
練
り
あ
げ
ら
れ
、
一
九
二

O
年
一
月
、
偉
代
英
・
屡
燥
星
ら
一
二
人
連
名
の
「
共
同
生
活
的
批
曾
服
務
」
お
よ

び
陳
昭
彦
、
棟
時
、
梁
空
(
紹
文
〉
、
俸
代
英
四
人
蓮
名
の
「
武
昌
工
皐
互
助
圏
組
織
大
綱
」
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
上
海
の
『
時
事

⑫
 

新
報
』
副
刊
の
『
皐
燈
』
に
掲
載
さ
れ
、
全
園
の
工
讃
熱
を
い
っ
そ
う
高
め
る
役
割
を
は
た
し
た
。
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
資
金
調
達
を
ふ
く
め

た
準
備
期
聞
が
必
要
で
、
社
舎
に
貢
献
す
る
と
自
負
し
て
利
群
書
祉
と
命
名
さ
れ
た
書
庖
が
武
昌
横
街
頭
一
八
競
に
護
足
し
た
の
は
、
二

O
年

⑮
 

三
、
四
月
ご
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
偉
代
英
は
そ
の
こ
ろ
北
京
に
あ
っ
た
。

⑮
 

北
京
で
か
れ
は
工
讃
互
助
圏
を
訪
れ
た
が
、
↓
期
待
に
反
し
て
反
面
的
数
訓
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
北
京
で
の
運
動
は
護
足
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後
い
く
ら
も
た
た
な
い
の
に
、
財
政
的
破
綻
と
「
圏
員
の
個
人
主
義
、
自
由
主
義
と
集
圏
主
義
的
生
活
方
式
と
の
矛
盾
」
の
表
面
化
で
重
大
な

困
難
に
逢
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
期
待
外
れ
は
少
年
中
園
拳
曾
も
同
様
で
あ
っ
た
。
中
華
民
国
を
救
い
、

「少
年
世
界
に
適
臆
し
た
少
年
中

園
を
創
造
す
る
」
責
任
を
も
っ
そ
れ
は
、
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
王
光
析
が
執
行
部
主
任
を
僻
し
(
一
月
)
、

こ
と
に
よ
り
、

ド
イ
ツ
留
皐
に
出
護
(
四
月
)
し
た

一
種
の
換
散
情
況
に
あ
っ
た
。

互
助
の
、
祉
舎
活
動
の
園
艦
」
に
立
ち
も
ど
ら
し
む
べ
く
、

積
極

@
 

的
に
曾
務
に
参
加
し
、
設
言
す
る
。
か
れ
は
製
曾
の
叢
書
編
詳
部
の
専
員
を
引
き
受
け
(
四
月
一

O
日
)
、
「
全
健
同
士
と
へ
の
書
簡
(
四
月
一一
一一日

悔
代
英
は
接
舎
の
サ
ロ
ン
化
に
反
射
し
、

か
れ
の
期
待
す
る
「
健
全
な
、

附、

『少
年
中
園
』一

径
二
期
)
、
と
長
大
な
論
文
「
窓
様
創
造
少
年
中
園
」
上
下
(
同
前
二
巻
一
期
、

三
期
)
と
で
も
っ
て
曾
務
改
善
に
た
い
す
る

少
年
中
園
皐
曾
の
中
興
に
た
い
す
る
熱
意
は
そ
の
後
も
繁
ら
ず
、

意
見
を
開
陳
し
た
。

二
一
年
初
に
は
「
少
年
中
園
皐
曾
的
問
題
」
(
『少
年
中

七
月
に
少
中
南
京
大
舎
を
質
現
す
る
牽
引
車
と
な
っ
た
が
、

俸
代
英
と

- 14ー

図
』
二
径
七
期
)
を
問
う
て
い
く
つ
か
の
具
健
的
提
案
を
お
こ
な
い
、

少
年
中
園
事
舎
と
の
か
か
わ
り
は

い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
の
北
京
滞
在
中
、

か
れ
は
児
童
公
育
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
同
じ
少
中
舎
員
の
場
数
春
と
華
々
し
い
論
戦
を
ま
じ
え
た
。
三
月
か
ら
六
月

に
か
け
て
『
時
事
新
報
』

『皐
燈
』
を
賑
わ
し

さ
ら
に
雑
誌
『
解
放
興
改
造
』
に
沈
雁
氷
、

愈
頒
華
の
評
論
を
附
し
て
輔
載
さ
れ
た
こ
の
論

戦
で
、
偉
代
英
は
説
得
性
に
お
い
て
も
論
理
性
に
お
い
て
も
完
全
に
相
手
を
匪
倒
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
家
庭
の
改

@
 

良
を
主
張
す
る
楊
数
春
に
た
い
し
て
、
か
れ
は
児
童
公
育
な
く
し
て
婦
人
の
自
立
、
解
放
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
他
の
公
育
論
者
と
異
な
り
、
か
れ
に
と
っ
て
児
童
公
育
は
将
来
の
展
墓
で
は
な
く
、
現
下
の
寅
践
課
題
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
こ
う
述
べ

@
 

る
。

私
が
児
童
公
育
を
信
念
と
す
る
の
は
、

そ
れ
が
人
類
の
正
嘗
な
生
活
の
一
部
分
で
あ
り
、
人
類
が
正
賞
な
生
活
の
段
階
に
到
達
す
る
助
け

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
沈
粂
土
の
主
張
の
よ
う
に
公
育
機
関
に
寄
付
を
せ
よ
と
か
、

羅
家
倫
の
主
張
の
よ
う
に
産
婦
優
待
金
を
出
せ
と

か
い
う
の
で
は
な
い
。
私
は
こ
れ
を
一
種
の
祉
舎
政
策
あ
る
い
は
嘗
座
を
小
補
す
る
杜
舎
改
良
運
動
だ
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
能
力
に
鹿



じ
て
働
き
、
必
要
に
鷹
じ
て
取
る
時
代
に
お
い
て
貧
現
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
能
力
に
躍
じ
て
働
き
、
必
要
に
麿
じ
て
取
る
小
組
織
の
共

同
生
活
の
な
か
で
賓
現
さ
れ
る
と
信
ず
る
。
も
ち
ろ
ん
小
組
織
に
お
け
る
公
育
の
賓
現
は
、
大
い
に
小
組
織
の
完
成
と
護
展
を
う
な
が
し
、

ま
た
大
い
に
人
類
全
置
の
正
嘗
な
る
生
活
へ
の
進
化
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
。
:
:
:
・
:
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
共
同
生
活
を
も
ち
、
共
同
生
活
の
な
か
で
公
育
を
寅
現
し
、
公
育
に
よ
っ
て
共
同
生
活
の
内
面
的
完
成
お
よ

び
劉
外
的
護
展
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

工
譲
互
助
の
共
同
生
活
に
家
族
を
包
含
す
る
こ
と
は
偉
代
英
の
最
初
か
ら
の
構
想
で
あ
っ
た
。
前
述
の
「
共
同
生
活
的
社
舎
服
務
」
で
は
、

ま
ず
第
一
歩
で
「
営
業
の
勝
利
」
を
か
ち
と
り
経
済
的
基
礎
を
確
立
し
、
第
二
歩
で
妻
た
ち
を
引
越
さ
せ
て
い
っ
し
ょ
に
住
み
|
|
嘗
時
の
中

園
で
は
拳
生
の
妻
帯
者
は
珍
ら
し
く
な
い
ー
ー
ー
婦
人
た
ち
を
「
た
が
い
に
交
際
さ
せ
、

を
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

た
が
い
に
数
盆
さ
せ
、
共
同
生
活
を
い
と
な
む
」
準
備

「
か
れ
ら
は
婦
人
が
濁
立
し
た
生
活
を
維
持
で
き
る
こ
と
を
切
買
に
希
望
す
る
と
同
時
に
、
婦
人
が

@
 

い
ま
の
自
分
た
ち
と
同
様
に
感
ず
る
日
の
く
る
こ
と
を
希
草
し
て
い
る
」
の
で
あ

- 15ー

不
断
に
準
歩
し
て
共
同
生
活
と
財
産
公
有
の
必
要
性
を
、

る
。
児
童
公
育
は
そ
の
さ
い
の
必
須
篠
件
で
あ
っ
た
。

共
同
生
活
の
小
組
織
に
家
族
を
包
含
す
る
こ
と
は
王
光
新
ら
の
そ
も
そ
も
の
構
想
で
あ
り
、
こ
れ
に
加
わ
る
の
も
か
れ
ら
自
身
の
は
ず
で
あ

@
 

っ
た
。
そ
れ
が
失
皐
青
年
救
済
の
工
讃
互
助
圏
に
す
り
か
わ
り
、
王
光
析
は
危
機
に
陥
っ
た
互
助
圏
を
あ
と
に
海
外
留
皐
に
出
護
す
る
。
俸
代

英
は
工
讃
互
助
運
動
の
こ
う
し
た
あ
り
か
た
を
き
び
し
く
批
剣
し
た
。

工
譲
運
動
は
も
と
よ
り
大
い
に
債
値
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
現
在
盛
ん
に
工
讃
を
論
ず
る
人
に
三
種
あ
る
。

こ
の
種
の
人
は
何
箇
僚
か
の
非
現
質
的
な
〔
不
切
事
寅
〕

も
っ
と
も
下
等
な
の
は
流
行
の
運
動
に
参
加
し
て
自
分
を
貰
り
出
す
だ
け
で
あ
る
。

章
程
を
抄
襲
し
て

一
般
の
思
慮
の
浅
い
少
年
を
愚
弄
し
、
か
れ
を
陥
穿
に
は
め
る
こ
と
し
か
知
ら
な
い
。
中
等
の
者
は
身
の
ほ
ど
も
知
ら
ず

祉
舎
の
紋
況
も
願
り
み
ず
、
た
ま
た
ま
工
讃
の
美
名
に
限
が
肢
ん
で
す
ぐ
に
提
倍
す
る
。
そ
の
結
果
、

一工
讃
事
業
は
失
敗
し
、
多
く
の
少
年

は
そ
の
た
め
に
さ
ら
に
苦
痛
を
増
す
の
で
あ
る
が
、
御
本
人
は
冒
味
提
信
の
犯
罪
性
に
い
つ
こ
う
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。
最
上
の
者
は
、
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本
気
で
祉
舎
の
一
隅
利
に
な
る
よ
う
に

員
剣
に
工
讃
主
義
の
も
と
で
少
年
た
ち
を
指
導
援
助
〔
提
按
〕
し
よ
う
と
す
る
。

だ
が
自
分
の
力
不

足
と
藻
想
外
に
複
雑
な
祉
舎
の
情
況
の
た
め
に
失
敗
に
移
っ
た
と
き
、

か
れ
は
蔦
一
の
挽
救
を
求
め
て
全
力
を
蓋
す
が
、
多
く
の
不
幸
な
少

年
の
苦
痛
を
減
少
す
る
こ
と
は
つ
い
に
で
き
な
い
。

数
日
前
、

北
京
工
譲
互
助
国
の
孟
雄
君
〈
何
孟
雄
、
の
ち
に
中
共
幹
部
〉
が
一
文
を
護
表

「
私
は
こ
こ
で
青
年
諸
君
に
慎
重
で
あ
れ
と
忠
告
す
る
。
社
舎
の
暗
黒
は
家
庭

〆

伺
-

A
V

ミ

ー
し
ゅ
h
ふ

μ

そ
の
な
か
に
非
常
に
沈
痛
な
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。

に
比
し
て
さ
ら
に
暗
黒
で
あ
る
。

文
化
運
動
の
功
臣
た
ち
の
陸
裁
の
よ
い
こ
と
ば
〔
門
前
話
〕
を
聴
い
て
は
な
ら
な
い
。

自
分
に
力
量
〔
本

領〕

が
な
け
れ
ば
ひ
た
す
ら
力
量
を
蓄
え
る
の
み
、

由
民
に
か
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」
わ
が
血
気
盛
ん
な
少
年
よ

聴
き
た
ま
え
、

」
れ
は

身
を
も
っ
て
そ
の
害
を
受
け
た
人
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

工
誼
は
良
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
生
活
能
力
が
充
貸
し
て
い
な
い
者

に
は
容
易
に
や
れ
る
こ
と
で
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
軽
々
に
盲
従
妄
動
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
(
『宏
様
創
造
少
年
中
園
』
下)。

一
方
で
憧
代
英
は
畢
生
た
ち
に
も
遠
慮
の
な
い
苦
言
を
呈
す
る
。
五
四
運
動
を
契
機
と
し
た
新
文
化
の
急
速
な
媛
大
の
な
か
で
、

封
建
的
匪
迫
に
反
抗
し
て
飛
出
す
男
女
青
年
が
多
く
、
工
讃
互
助
運
動
は
そ
う
し
た
青
年
の
救
済
を
も
重
要
な
動
機
の
一
つ
と
し
て
始
ま
ア
た

「家
」
の
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の
で
あ
る
が

か
れ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

私
は
い
ま
家
庭
に
不
満
を
も
っ
人
に
も
麓
碇
を
下
し
て
お
き
た
い
。
:
:
:
:
・
一
般
の
少
年
は
自
由
解
放
と
い
っ
た
名
詞
を
聞
き
か
じ
り
、

祉
舎
の
暗
黒
の
部
分
を
見
る
だ
け
で
、
そ
の
光
明
の
部
分
を
ま
っ
た
く
見
な
い
。
ま
た
他
人
を
責
備
す
る
だ
け
で
自
分
を
責
備
す
る
こ
と
を

ま
る
で
知
ら
な
い
。

か
く
て
、
家
庭
で
ま
だ
過
分
の
抑
監
は
な
い
の
に
自
分
は
と
っ
ペ
に
過
分
の
怨
恨
を
い
だ
い
て
い
る
。
こ
う
い
う
人
は

悪
家
庭
に
反
抗
す
る
と
い
う
名
分
に
偲
借
し
て
父
母
に
だ
だ
を
こ
ね
る
若
様
・
お
坊
ち
ゃ
ま
に
ほ
か
な
ら
な
い
〔
向
父
母
関
少
爺
公
子
的
関
汲
〕
。

私
が
い
つ
も
い
う
こ
と
だ
が
、

新
思
潮
を
論
ず
る
少
年
の
十

八
人
は
不
員
面
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
人
は
常
々
政
府
を
罵
り
、
資
本
家
を
罵
り
、
父
兄
を
罵
り
、
今
日
は
他
人
が
い

か
に
彼
を
匪
制
す
る
を
語
り
、
明
日
は
他
人
が
い
か
に
彼
を
拘
束
す
る
か
を
語
る
だ
け
で
、
自
分
を
反
省
し
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
の
者
か
自

私
は
新
文
化
を
信
用
し
て
い
る
が
、

無
政
府
主
義
を
語
る
少
年
の
十
人
に
九
人
は
不
員
面
白
〔
不
切
貧
〕
で
あ
り
、

人
に
七
、

閉
す
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
し
な
い
。

こ
ん
な
に
低
劣
〔
不
堪
〕
な
新
文
化
運
動
は
願
い
下
げ
で
あ
る
。



-
:
一
部
の
少
年
は
卒
等
を
主
張
し
博
愛
を
主
張
す
る
者
を
も
っ
て
自
任
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
(
い
た
ず
ら
に
血
気
に
は
や
り
、
こ

と
さ
ら
に
障
慮
で
反
感
を
買
う
無
意
義
不
合
理
な
態
度
で
)
父
兄
に
封
醸
し
、
家
庭
が
暗
黒
だ
の
、
父
兄
が
頑
迷
だ
の
罵
る
の
で
あ
る
。
と

ど
の
つ
ま
り
家
庭
を
脆
離
す
る
が
、
な
ん
ど
か
生
活
の
恐
慌
を
経
る
と
、
や
は
り
野
心
的
な
政
客
・
資
本
家
に
尾
を
振
っ
て
憐
み
を
乞
う
は

め
に
な
る
の
だ
。
あ
あ
、
ま
こ
と
に
見
る
に
忍
び
ぬ
連
中
で
は
な
い
か
(
同
前
)
。

俸
代
英
は
お
そ
ら
く
六
月
ご
ろ
ま
で
北
京
に
滞
在
し
た
あ
と
、
武
昌
へ
鯖
っ
た
。
定
牧
入
は
な
か
っ
た
が
著
作
目
録
の
一
九
二

O
年
の
項
が

示
す
よ
う
に
、
稿
料
の
入
る
原
稿
を
多
く
書
き、

ま
た

『階
級
争
開
』
の
醗
誇
も
お
そ
ら
く
こ
の
期
聞
に
お
こ
な
っ
て
四

O
O
元
も
の
稿
料
を

手
に
し
た
。
か
れ
は
生
卒
き
わ
め
て
倹
撲
で
、
老
父
と
未
成
年
の
弟
妹
を
養
う
最
低
の
費
用
を
除
き
、
す
べ
て
利
群
書
祉
な
ど
互
助
祉
の
工
費

葦
来
に
供
出
し
向
。
北
京
で
は
す
で
に
工
讃
互
助
圏
の
失
敗
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
か
れ
も
そ
の
事
情
は
熟
悉
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
武

昌
の
運
動
は
か
え
っ
て
抜
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

皐
生
と
と
も
に
工
韻
事
業
を
開
始
し
た
指
導
者
と
し
て
の
責
任
と
、

北
京
の
失
敗
の
原
因
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を
、
嘗
時
は
「
人
の
問
題
」
と
見
て
い
た
か
れ
の
、
自
己
の
路
線
へ
の
確
信
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
。

(三〉

@
 

一
九
二

O
年
の
夏
、
武
漢
で
フ
リ
ー
の
新
聞
記
者
を
し
て
い
た
包
恵
借
が
利
群
書
祉
を
探
訪
し
た
こ
と
が
あ
る
。
包
恵
借
は
中
園
共
産
黛
の

創
立
に
参
加
し
、
一
全
大
舎
に
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
し
た
経
歴
を
も
っ
1

1
後
に
離
黛
ー
ー
が
、
そ
の
と
き
の
様
子
を
棲
梧
老
人

『
二
七
回
憶
録
』
(
一
九
五
七
年
)
に
書
い
て
い
る
。
利
群
書
祉
は
揮
代
英
の
構
想
ど
お
り
、
閲
覧
蓋
を
設
け
て
座
り
讃
み
自
由
で
、
人
の
出
入

り
の
多
い
わ
り
に
本
は
さ
っ
ぱ
り
貰
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

嘗
時
、
利
群
書
祉
の
成
員
は
全
部
で
十
数
人
か
ら
二
十
数
人
ぐ
ら
い
、

中
皐
、
第
一
中
皐
、
外
園
語
皐
校
の
皐
生
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
た
い
て
い
み
な
木
綿
の
衣
服
を
着
、
木
綿
の
靴
〔
布
鮭
〕
、
木
綿
の
靴
下
を

一
群
の
清
数
徒
の
ご
と
く
、
冷
然
と
し
て
近
よ
り
が
た
い
雰
圏
気
を
か
も
し
て
い
た
。

(
湖
北
経
桑
講
習
所
出
身
の
)
粛
楚
女
以
外
は
み
な
中
華
大
皐
附
属

175 

は
会
¥
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包
恵
倫
は
憶
代
英
に
は
直
接
禽
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、

か
れ
が
聞
き
こ
ん
だ
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
た
。

俸
代
英
は
中
華
大
島
?
を
卒
業
す
る
と
、
母
校
の
中
皐
部
の
主
任
と
な
っ
た
。

か
れ
は
自
分
の
家
庭
に
不
満
で
あ
り
、
自
分
の
皐
校
に
不
満
で
あ
り
、
社
舎
と
園
家
に
は
も
っ
と
不
満
で
あ
っ
た
。

か
れ
は
無
政
府
主
義
を
信
奉
し
、
想
像
力
に
富
ん
だ
人
で
あ

か
れ
は
二
十
歳

載
せ
て
い
た
。

過
ぎ
た
ぐ
ら
い
で
、
す
で
に
皐
問
の
面
で
は
相
嘗
の
造
詣
が
あ
り
、
文
名
も
高
く
、
い
つ
も
『
東
方
雑
誌
』
や
『
大
中
華
』
雑
誌
に
文
章
を

か
れ
は
ま
た
鼎
舌
が
さ
わ
や
か
で
、
数
室
に
お
い
て
も
集
舎
に
お
い
て
も
、
講
演
に
は
非
常
な
熱
が
あ
り
、
聴
衆
を
惹
き
つ

け
た
。

か
れ
は
現
献
に
不
満
で
あ
る
た
め
に
、
無
政
府
主
義
の
思
想
鐙
系
の
な
か
で
現
寅
に
迫
る
〔
接
近
〕
新
し
い
人
生
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
。

か
れ
は
四
大
戒
律
|
|
酒
を
飲
ま
ず
、
煙
草
を
吸
わ
ず
、
絹
物
を
着
ず
、
官
吏
と
な
ら
ず
、
を
守
り
、
四
大
願
望
1

1
自
己
改
造
、
家
庭
改

造
、
社
曾
改
造
、
園
家
改
造
を
抱
き
、
四
大
工
作
段
階
〔
歩
駿
〕

1

1
個
人
自
修
、
朋
友
互
助
、
郷
村
教
育
か
ら
新
し
い
村
運
動
へ
の
護
展
、

文
化
運
動
か
ら
政
治
改
革
運
動
の
震
動
へ
、
を
立
て
て
い
た
。
共
存
祉
の
綱
領
は
、
ほ
と
ん
ど
か
れ
の
四
大
戒
律
、

段
階
を
演
縛
し
た
も
の
で
、

利
群
書
祉
は
共
存
祉
の
最
初
の
事
業
機
構
で
あ
っ
た
。

四
大
願
草
、

四
大
工
作
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こ
こ
で
包
恵
借
が
共
存
枇
と
い
っ
て
い
る
の
は
互
助
祉
の
誤
ま
り
で
あ
る
〈
共
存
枇
に
つ
い
て
は
後
述

γが、
そ
れ
が
朋
友
互
助
を
宗
旨
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
互
助
祉
は
利
群
書
祉
の
ほ
か
に
、
一
九
一
二
年
春
に
は
同
じ
く
工
讃
互
助
の
利
群
毛
巾
廠
を
開

設
し
た
。
タ
オ
ル
製
造
の
小
工
場
で
あ
る
。
同
じ
時
期
に
郷
村
数
育
の
寅
践
と
し
て
、
互
助
社
々
員
の
李
求
賓
が
責
波
鯨
に
正
誼
小
島
平
を
聞
き

@

@
 

(
一
九
二

O
年
秋
)
、
唐
際
盛
が
黄
岡
鯨
に
溶
新
小
皐
を
聞
い
た
。
互
助
社
同
人
の
縁
故
で
地
元
に
多
少
の
雁
援
は
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
赤
手
空

拳
、
非
常
な
経
済
困
難
と
闘
い
な
が
ら
の
出
震
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
俸
代
英
の
苦
第
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
っ
た
。
集
園
生
活
の
訓
練
の
な
い
青
年
を
ま
と
め
て
い
く
苦
心
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
運
動
の
経
済
的
破
綻
を
と
り
繕
ろ
う
奔
命
に
疲
れ
た
。

商
工
業
を
や
れ
ば
不
可
避
的
に
経
済
的
匪
迫
を
受
け
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。 「

私
は
一
年
来
の
利
群
書
祉
の
生
活
を
通
じ
て
、
都
市
で
小
さ
な

能
力
の
な
い
少
年
が
共
同
し
て
第
働
自
活
し
よ
う
と
す
れ



ば
、
勉
強
を
犠
牲
に
し
た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
生
活
の
恐
慌
を
受
け
な
い
で
お
れ
る
か
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
友
人
た
ち
が
武
昌
で
各
種

の
小
工
業
運
動
を
や
っ
て
い
る
が
、
あ
る
者
は
失
敗
し
、
あ
る
者
は
極
め
て
慎
重
に
ご
く
少
数
の
人
聞
を
養
う
だ
け
に
し
て
、
や
っ
と
維
持
で

@
 

わ
れ
わ
れ
は
経
済
的
藍
迫
の
滋
味
〔
況
味
〕
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
わ
さ
れ
た
」
と
、
の
ち
に
か
れ
が
述
懐
す
る
と

き
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

お
り
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
情
況
の
な
か
で
、
惇
代
英
は
共
同
生
活
の
本
援
を
農
村
に
移
し
、

「
郷
村
教
育
」
か
ら
「
郷
村
貫
業
」
へ
と
護
展
さ
せ
、
力
量
を

蓄
積
し
て
都
市
へ
再
準
出
を
園
る
と
い
う
路
線
を
真
剣
に
追
求
し
始
め
た
。
か
れ
か
ら
そ
の
構
想
を
知
ら
さ
れ
た
北
京
の
劉
仁
静
は
、
一
九
二

@
 

O
年

一
二
月
二
日
附
の
書
簡
で
「
郷
村
運
動
」
の
非
現
貫
性
を
批
判
し
て
そ
の
翻
意
を
促
し
た
。
劉
仁
静
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
小
生

産
者
た
る
農
民
の
階
級
的
限
界
を
読
き
、
共
産
主
義
運
動
が
都
市
に
お
い
て
の
み
放
果
を
期
待
し
得
る
こ
と
、
中
園
の
祉
曾
革
命
が
必
ず
「
流

血
革
命
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
論
じ
、
務
多
く
し
て
功
少
な
き
郷
村
教
育
に
奔
走
す
る
よ
り
は
、
同
じ
努
力
を
都
市
で
用
い
て
有
志
の

青
年
の
勉
皐
を
援
助
し
、
樺
代
英
自
身
も
皐
術
の
研
究
を
い
っ
そ
う
深
め
た
ら
ど
う
か
と
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。

倖
代
英
は
そ
の
返
信
(
一

@
 

一
一
月
一
二
日
附
)
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
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君
は
郷
村
教
育
が
数
果
を
あ
げ
に
く
い
と
い
う
が
、
私
も
そ
う
思
っ
て
い
る
。
私
が
郷
村
数
育
に
意
を
注
ぐ
わ
け
は
、
寅
は
そ
れ
に
よ
っ

て
郷
村
買
業
を
営
み
、
同
志
の
た
め
に
生
活
の
係
累
の
減
菟
、
生
活
の
恐
慌
の
回
避
を
園
り
、

み
ん
な
が
専
念
し
て
社
禽
主
義
の
た
め
に
奮

闘
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
重
黙
が
あ
る
。
私
の
気
持
ち
と
し
て
は
、

な
お
将
来
の
都
市
大
工
業
の
運
動
に
重
き
を
置
い
て
お
り
、

般

の
「
農
村
へ
」

〔
到
回
開
去
〕
主
義
者
の
思
想
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
O
i
-
-
:
:
私
が
農
村
に
行
く
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
、
友
人
の
た
め
に

生
活
の
安
定
を
園
る
以
外
に
、

み
な
に
ま
だ
残
っ
て
い
る
虚
柴
心
を
打
破
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
る
。
多
く
の
友
人
は
向
上
を
志
し
て
い
る

が
、
多
少
は
ま
だ
都
市
の
生
活
、
同
学
者
の
生
活
を
羨
墓
す
る
気
持
ち
が
残
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
種
の
虚
築
心
を
打
破
し
な
け
れ
ば
、
附
柑
来

た
や
す
く
誘
惑
に
負
け
、
藍
迫
に
屈
す
る
だ
ろ
う
。
私
が
幾
人
も
の
友
人
に
暫
く
み
な
下
郷
し
、

し
か
も
農
村
で
何
銭
の
稼
ぎ
も
な
い
よ
う

177 

な
貧
し
い
小
拳
校
を
や
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
志
あ
る
友
人
に
も
つ
ね
に
ま
だ
十
分
に
員
剣
で
な
く
十
分
に
犠
牲
を
肯
ん
ぜ
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ぬ
嫌
い
が
あ
る
。
皐
業
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
地
位
も
良
く
な
り
、
生
活
は
ぜ
い
た
く
に
な
り
、

慾
墓
は
多
く
な
る
。
そ
の
結
果
は
上
等

の
レ
ス
ト
ラ
ン

〔大
餐
閲
〕

に
出
入
り
し
、
自
動
車
〔
閥
単
托
車
〕
に
乗
る
金
持
ち
数
授
、

金
持
ち
摩
者
に
な
り
あ
が
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
と

き
に
は
唯
物
史
観
、

M

勿岨
民
主
義
は
み
な
文
章
や
談
話
の
資
料
と
な
り
う
る
だ
け
で
、
ど
う
し
て
本
嘗
に
第
働
者
の
た
め
に
革
命
を
固
れ
る
だ

ろ
う
。
私
は
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
志
あ
る
中
厚
生
は
準
拳
し
て
は
い
け
な
い
し
、
高
等
拳
生
は
留
皐
し
て
は
い
け
な
い
、

そ
う
す
れ
ば
多

く
の
虚
栄
心
の
誘
惑
を
克
が
れ
、
堕
落
の
危
機
を
減
少
さ
せ
ら
れ
る
と
固
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
革
命
に
つ
い
て
も
、
私
は
こ
の
よ
う
な

鍛
錬
を
経
た
人
な
ら
わ
り
に
信
頼
で
き
る
と
思
う
の
だ
。
・
:
:
:
・
私
は
多
く
の
社
曾
主
義
を
論
ず
る
人
び
と
が
、
自
分
は
度
の
過
ぎ
た
ぜ
い

た
く
を
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
間
接
に
第
働
者
か
ら
剥
ぎ
取
っ
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
私
に
云
わ
せ
れ

ば
、
革
命
す
る
も
よ
し
、
革
命
せ
ざ
る
も
よ
し
、
こ
の
名
士
生
活
の
志
土
は
六
、
七

O
元
も
す
る
衣
服
を
着
、

一
回
の
食
事
に

二、

三
元
も

費
し

や
る
こ
と
が
な
い
と
〔
復
有
事
情
了
〕
第
働
運
動
、
新
し
い
村
運
動
を
談
論
す
る
。
な
ん
の
役
に
も
立
ち
は
し
な
い
。
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怪
代
英
は
郷
村
に
お
け
る
「
質
業
運
動
」
と
し
て
「
養
鶏
、
養
魚
、
養
輩
、
牧
畜
、
森
林
、
い
ず
れ
は
紡
織
業
」
ま
で
を
想
定
し
て
い
た
よ

@
 

う
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
現
貫
性
の
あ
る
こ
と
か
、
本
人
に
も
薄
う
す
剣
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
昌
で
の
工
誼

互
助
H
共
同
生
活
の
指
導
者
と
し
て
の
か
れ
は
、
運
動
の
行
き
づ
ま
り
の
な
か
で
、
青
年
た
ち
の
品
性
を
都
市
の
腐
蝕
的
影
響
か
ら
守
り
、

tJ' 

れ
ら
(
慨
代
英
自
身
も
ふ
く
め
て
)
が
墓
め
ば
墓
め
な
い
で
も
な
い
特
権
的
知
識
人
へ
の
道
を
断
ち
切
っ
て
祉
曾
改
造
の
初
心
を
貫
か
せ
る
た
め

に
、
新
た
な
展
望
を
興
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
切
端
つ
ま
っ
た
か
れ
の
苦
悩
が
、
左
翼
文
化
人
へ
の
挑
戦
的
批
判
と
は
裏
腹
に
行
聞
か
ら
渉

み
出
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
れ
は
自
分
の
構
想
に
具
程
的
な
説
明
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
動
機
の
正
嘗
性
を
力
説
す
る
こ
と
で
み
ず
か

ら
を
鼓
舞
す
る
。

わ
れ
わ
れ
が
今
日
云
っ
て
い
る
の
は
、
武
者
小
路
の
新
し
い
村
で
も
な
い
し
、

フ
ー
リ
エ
の
大
合
居
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
主
旨
は

自
分
た
ち
の
た
め
に
合
理
的
な
生
活
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
生
活
を
安
定
さ
せ
て
大
脂
に
祉
曾
の
た
め
に
働
け
る
よ
う
に
す
る
こ

と
に
あ
る
。
新
し
い
村
の
失
敗
は
そ
れ
が
悪
社
舎
を
征
服
す
る
こ
と
に
限
を
向
け
ず
、
自
己
の
孝
一
帽
な
生
活
を
求
め
る
こ
と
で
満
足
し
た
か



ら
で
あ
る
。
祉
舎
は
連
関
し
た
も
の
な
の
で
、
そ
れ
は
逆
に
悪
祉
舎
か
ら
征
服
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
人
類
が
す
べ
て
立
涯
な
〔
合
理
的
〕

生
活
を
い
と
な
め
る
ま
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
立
汲
な
生
活
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
多
く

辛
抱
〔
刻
苦
〕
し
て
、
自
分
で
よ
り
多
く
の
武
器
を
造
り
、
よ
り
多
く
の
糧
鮪
を
蓄
え
、
各
部
分
の
悪
社
禽
を
征
伐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
私
は
人
び
と
が
必
ず
わ
れ
わ
れ
の
共
同
生
活
を
ま
ね
て
く
れ
る
と
は
期
待
し
な
い
(
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
成
功
す
れ
ば
、
加
入
し

た
り
、

ま
ね
た
り
す
る
人
が
い
な
い
と
は
思
わ
な
い
)
。

私
は
わ
れ
わ
れ
が
何
時
の
日
か
工
場
を
経
営
す
る
力
量
を
そ
な
え
、

務
働
者
と
同

じ
務
働
の
時
間
、
衣
食
住
の
生
活
を
過
し
、
漸
次
聴
明
な
方
法
で
工
場
を
共
同
管
理
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
今

日
い
い
か
げ
ん
〔
胡
飢
〕
に
工
場
を
一
般
の
愚
昧
な
第
働
者
に
引
き
渡
し
て
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
比
べ
、

社
舎
に
と
っ
て
よ
り
穏
や
聞
で
は
な

か
ろ
う
か
。

惇
代
英
に
と
っ
て
郷
村
で
の
共
同
生
活
は
、
社
曾
改
造
の
根
接
地
さ
つ
く
り
で
あ
り
、
出
撃
基
地
の
設
営
で
あ
っ
た
。
共
同
生
活
の
な
か
で
、

か
れ
ら
自
身
の
剰
歓
労
働
〔
徐
利
〕
を
蓄
積
し

い
ず
れ
は
都
市
に
「
長
駆
直
入
し
て
資
本
家
階
級
を
打
破
」
す
る
の
だ
、

現
在
の
力
量
か
ら
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す
れ
ば
夢
物
語
と
一
笑
に
附
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

「
事
は
人
震
に
在
り
」
と
そ
の
信
念
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
愚

味
な
拙
労
働
者
」
な
ど
と
、

か
れ
は
不
必
要
に
挑
護
的
で
あ
る
。
そ
し
て
寅
は
、
こ
の
往
復
書
簡
の
『
少
年
中
園
』
誌
上
に
お
け
る
公
開
も
、
劉

@
 

仁
静
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
惇
代
英
の
一
方
的
意
向
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
中
園
共
産
黛
の
創
立
準
備
の
活
動
と
惇
代
英
の
そ
れ
に
た
い
す
る
反
援
と
に
関
連
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

年
五
月
、
陳
濁
秀
、
李
大
剣
ら
に
よ
っ
て
中
園
共
産
禁
の
結
成
が
護
起
さ
れ
、
上
海
、
北
京
、
済
南
、
長
沙
、
贋
州
、
東
京
に
共
産
主
義
小
組

が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
生
れ
た
。
武
漢
で
も
俸
代
英
ら
の
グ
ル
ー
プ
と
は
別
個
に
活
動
し
て
い
た
董
必
武
、
陳
浬
秋
、
包
恵
借
ら
が
小
組
を
結
成
し
て

一
九
二

O

こ
れ
に
呼
鷹
し
た
。
長
沙
の
毛
調停
東
を
は
じ
め
少
年
中
園
皐
舎
の
舎
員
も
少
な
か
ら
ず
こ
れ
に
参
加
し
、
工
讃
互
助
運
動
で
挫
折
し
た
青
年
た

ち
も
、
前
出
の
何
孟
雄
を
は
じ
め
多
く
が
、
小
組
の
外
郭
組
織
・
祉
禽
主
義
青
年
固
に
加
入
し
、
革
命
の
遁
へ
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

九
月
に
は
新
文
化
運
動
の
シ
ム
ボ
ル
で
あ
っ
た
雑
誌
『
新
青
年
』
が
共
産
主
義
小
組
の
準
機
関
誌
に
饗
り
、
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マ
ル
ク
ス
主
義
の
宣
停
、
普
及
、
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ソ
連
事
情
の
紹
介
に
つ
と
め
、

か
つ
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
系
統
的
批
判
に
力
を
注
い
だ
。
し
か
し
、
小
組
の
構
成
は
か
な
り
複
雑
で
、

誠
買
な
革

命
家
ば
か
り
で
は
な
く
、
一

部
、
投
機
的
政
客
や
サ
ロ
ン

・マ

ル
キ
ス
ト
、
ば
て
は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
。
小
組
の
結
成
と

活
動
は
非
公
然
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、

俸
代
英
は
お
そ
ら
く
北
京
小
組
の
中
心
メ

ム
バ
ー
で
あ
っ
た
劉
仁
静
か
ら
加
入
を
働
き
か
け
ら
れ
、
内

と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

情
に
つ
い
て
も
薄
う
す
察
知
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、

一
九
二
O
年
一
一
月
護
行
の
『
少
年
中
園
』
二
巻
五
期
に
惇
代
英
は
「
論
社
曾
主
義
」
と
題
す
る
論
文
を
寄
せ
た
。
そ
の
執
筆
は
共
産
主
義

小
組
の
活
動
が
本
格
化
し
た
の
と
、
お
そ
ら
く
時
期
を
一
に
す
る
が
、
「
高
き
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
・
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
、
低
き
は
安
一踊
系
の

王
揖
唐
ま
で
」
も
が
吐
曾
主
義
を
稀
道
す
る
な
か
で
、
員
の
祉
曾
主
義
と
は
な
に
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
通
行
の
杜
舎
主
義
を
園

家
主
義
的
祉
曾
主
義
、
個
人
主
義
的
社
曾
主
義
、
吐
曾
主
義
的
批
禽
主
義
の
三
つ
に
分
類
し
、
前
二
者
を
祉
曾
主
義
の
名
に
値
い
せ
ぬ
も
の
と

「
共
存
互
助
」
の
原
理
に
立
つ
後
者
こ
そ
員
に
求
む
べ
き
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
れ
は
個
人
主
義
的
社
曾
主
義
に
つ
い
て

し
て
斥
け
、

現
在
通
行
し
て
い
る
個
人
主
義
的
社
曾
主
義
に
は
二
種
類
あ
る
。

一
つ
は
新
し
い
村
運
動
、

一つ
は
階
級
革
命
運
動
で
あ
る
。
新
し
い
村
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次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

運
動
は
純
然
と
し
て
個
人
の
幸
福
を
追
求
す
る
と
い
う
動
機
に
渡
し
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

利
己
的
本
能
が
恰
好
の
繁
殖
の
場
を

得
、
利
他
的
本
能
が
遁
嘗
な
刺
激
を
受
け
ら
れ
ず
、

つ
い
に
適
首
な
生
長
を
建
げ
ら
れ
な
か
ア
た
た
め
に
、
精
神
は
つ
ね
に
封
内
的
完
成
に

傾
き
や
す
く
、
劉
外
的
設
展
を
は
な
は
だ
軽
視
し
た
。
そ
の
結
果
、

一
部
で
成
功
し
て
も
全
世
界
の
改
造
に
は
役
に
立
た
ず
、

し
か
も
こ
の

一
部
分
の
生
機
も
つ
ね
に
他
の
部
分
の
悪
勢
力
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
、
縫
績
し
て
存
在
で
き
な
か

っ
た
。

多
く
の
個
人
主
義
的
新
し
い
村
運
動
に
反
射
す
る
人
は
、

い
ず
れ
も
個
人
主
義
的
階
級
革
命
を
主
張
す
る
人
で
あ
る
。
ど
う
し
て
階
級
革

命
が
個
人
主
義
的
だ
と
い
う
の
か
。

な
ぜ
な
ら
現
在
通
行
し
て
い
る
階
級
革
命
皐
読
は
、

た
だ
努
働
階
級
の
資
本
階
級
へ
の
憎
悪
を
喚
起

し
、
第
働
階
級
を
か
れ
個
人
〔
他
個
鐙
〕
の
利
盆
の
た
め
に
連
合
さ
せ

抵
抗
さ
せ
、

奮
闘
さ
せ
る
こ
と
に
注
意
す
る
だ
け
で
あ
る
。
私
が

階
級
革
命
の
必
要
を
信
ず
る
の
は
新
し
い
村
の
必
要
を
信
ず
る
の
と
同
じ
く
員
賞
で
あ
る
。
た
だ
私
は
こ
の
よ
う
な
一
隅
音
は
祉
曾
主
義
の
上



か
ら
の
み
宣
俸
す
べ
き
で
個
人
主
義
の
上
か
ら
宣
惇
し
て
は
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
。
私
は
人
類
の
共
存
，
祉
舎
の
連
帯
こ
そ
無
上
の
員
寅
だ
と

信
じ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
闘
争
〔
争
存
〕
の
道
理
を
提
信
す
る
よ
り
は
互
助
の
道
理
を
提
信
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
類
は
人
群
の

員
の
意
義
を
知
つ
て
の
み
、
は
じ
め
て
祉
舎
の
一
幅
利
の
た
め
に
枇
舎
の
改
造
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
:
・
:
:
:
《
個
人
の
利
盆

を
人
類
全
健
の
利
盆
よ
り
も
重
し
と
す
る
よ
う
で
は
矛
盾
は
絶
え
な
い
の
で
》
世
界
の
長
治
久
安
を
園
ろ
う
と
す
れ
ば
、
各
人
に
祉
舎
一
晴
利

の
重
要
性
を
理
解
さ
せ
、
各
人
が
祉
舎
主
義
の
精
神
を
も
っ
て
祉
曾
主
義
の
運
動
を
や
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
く
ば
、

資
本
家
を
打
倒
し
て
も
人
類
の
各
部
分
の
利
盆
は
依
然
と
し
て
卒
衡
を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
別
の
衝
突
が
生
れ
て
く
る
だ
ろ
う
c

:
:
:
:
・
今
日
、
階
級
戦
争
の
煽
動

〔激
動
〕
に
よ
っ
て
資
本
家
は
き
っ
と
打
倒
で
き
、
私
有
財
産
制
も
き
っ
と
打
破
で
き
る
に
ち
が
い
な

ぃ
。
し
か
し
、
こ
の
祉
舎
意
識
が
し
か
る
べ
く
啓
設
さ
れ
て
い
な
い
人
類
は
、
ま
た
わ
ず
か
な
恐
慌
、
わ
ず
か
な
便
宜
の
た
め
に
(
共
産
群

居
か
ら
私
有
財
産
制
と
個
人
主
義
に
陥
っ
た
)
数
千
年
前
の
人
類
祖
宗
の
覆
轍
に
堕
ち
入
ら
な
い
か
ど
う
か
、
誰
が
保
護
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
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個
人
主
義
的
社
曾
主
義
と
し
て

「新
し
い
村
運
動
」
と
「
階
級
革
命
運
動
」
と
一
見
劃
照
的
な
存
在
を

一
括
す
る
偉
代
英
は
、
こ
の
論
文
を

「
研
究
に
よ
る
結
論
〔
讃
書
的
心
得
〕
で
は
な
く
、
経
験
と
思
考
に
よ
っ
て
得
た
教
訓
に
す
ぎ
な
い
」
と
断
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
「
新
し
い
村
」

マ
ル
ク
ス
主
義
が
急
速
に
撞
頭
し
て
き
で
い
た
嘗
時
と
し
て
、
こ
の
論
文
は
的
を
見
て
放
た
れ
た
矢
で
は
な
か

が
す
で
に
流
行
運
れ
と
な
り
、

っ
た
の
か
。

そ
の
性
格
は
劉
仁
静
へ
の
返
信
に
お
い
て
よ
り
明
確
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

か
れ
は
そ
の
な
か
で

こ
う
も
述
べ
て
い

る。

以
前
、
君
は
ロ
シ
ア
は
民
衆
革
命
で
あ
っ
て
英
雄
革
命
で
は
な
い
と
断
言
し
た
。
:
:
・
:
:
私
に
云
わ
せ
れ
ば
、

ロ
シ
ア
の
革
命
は
明
ら
か

に
第
働
階
級
の
自
先
に
よ
っ
て
起
っ
た
の
で
は
な
く
、

レ
l
ニ
ン
等
が
革
命
を
利
用
し
て
、

そ
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ

l
キ
の
主
張
を
貫
徹
せ
ん

と
し
て
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
は
結
局
レ

l
ニ
ン
等
の
お
か
げ
を
蒙
っ
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
ぬ
わ
け
だ
が
、
中
園
に
は
本
嘗
に
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こ
う
し
た
人
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

は
っ
き
り

L
て
い
る
の
は
、
中
園
で
も
し
社
舎
革
命
が
お
こ
る
と
す
れ
ば
、
必
ず
非
努
働
階
級
の
人
が
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指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
種
の
非
M

労
働
階
級
の
人
は
、
自
分
自
身
は
同
労
働
者
の
生
活
を
し
た
こ
と
が
な
い
。
何
人
か

祉合国
主
義
の
白
先
に
も
と
‘つ
い
て
努
働
者
と
な
っ
て
働
く
人
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
か
、

惑
〔
飲
惑
〕
を
受
け
た
者
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
別
に
思
惑
の
あ
る
者
だ
っ
た
り
、

そ
の
他
の
者
は
、
あ
る
い
は
外
界
の
一
時
的
な
誘

こ
う
し
た
こ
と
も
絶
叫
到
に
兎
が
れ
ら
れ
ぬ
病
弊
で
あ
ろ

ぅ
。
多
く
の
立
汲
な
こ
と
が
ら
も
一
た
び
中
園
人
の
手
に
か
か
れ
ば
た
ち
ま
ち
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
。
:
:
・
:
中
園
の
い
わ
ゆ
る
社
曾
革

ム叩
は
恐
ら
く
君
の
よ
う
に
楽
観
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

い
わ
ゆ
る
民
衆
革
命
の
買
態
に
疑
問
を
呈
し
、

不
純
な
指
導
者
に
よ
る
革
命
の
歪
曲
、
破
壊
を
懸
念
す
る
。
根
本
的
な
大
衆
不
信
の
表
明
で

あ
る
が
、
同
時
に
俸
代
英
の
直
接
間
接
に
知
る
「
名
士
生
活
の
志
士
」
や
「
金
持
ち
数
授
、
同
筆
者」

H
サ
ロ
ン

・
マ
ル
キ
ス
ト
へ
の
不
信
が
二

重
篤
し
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
二

O
年
の
晩
秋
、
悔
代
英
は
安
徽
省
宣
城
の
省
立
第
四
師
範
皐
校
の
数
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
校
長
や
皐
生
が
埠
頭
ま
で
出
迎
え
た
が

て
ん
び
ん
ぼ
う

行
違
い
に
な
り
、
悔
代
英
は
武
昌
か
ら
連
れ
て
き
た
二
人
の
撃
生
と
と
も
に
、
扇
捨
で
荷
物
を
捨
い
で
直
接
皐
校
に
や
っ
て
き
た
。
こ
の
高
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名
な
数
育
家
が
一
位
一寸
船
客
以
外
で
あ
る
は
ず
は
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
人
び
と
は
、
最
下
等
の
船
室
か
ら
下
り
て
き
た
惇
代
英
ら
に
気
が
つ

@
 

か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
か
れ
の
勤
倹
質
撲
な
生
活
ぶ
り
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

郭
埋
中
「
悔
代
英
同
志
在
安
徽
」
(
『五
回
運
動
回
憶
録
』
下
)
に
よ
れ
ば
、

か
れ
を
迎
え
て
宣
城
地
匿
の
進
歩
的
青
年
は
に
わ
か
に
活
気
づ
い

た
。
求
我
祉
、

互
助
祉
、

究
社
、
愛
智
社
、
新
群
祉
な
ど
の
組
織
が
生
れ
、

か
れ
の
懇
切
な
指
導
の
下
に
『
共
産
禁
宣
言
』
な
ど
マ
ル
ク
ス
・

レ
l
ニ
ン
主
義
の
著
作
や
そ
の
他
の
進
歩
的
な
書
籍
、
雑
誌
を
準
習
し
、
青
年
た
ち
の
理
論
水
準
、
革
命
的
品
格
は
め
ざ
ま
し
く
向
上
し
た
と

「
代
英
同
志
は
宣
城
に
い
た
あ
い
だ
紀
念
日
や
大
衆
的
な
集
舎
で
は
、
い
つ
も
燦
慨
激
昂
の
演
説
を
護
表
し
た
。
あ
る
と
き
は
、
朝

鮮
の
流
亡
中
の
革
命
人
士
を
招
き
、
宣
城
師
範
で
日
本
帝
園
主
義
の
朝
鮮
に
お
け
る
罪
行
を
報
告
し
て
も
ら
い
、
聴
衆
に
朝
鮮
人
民
の
闘
争
を

、

。

L
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支
援
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
、

的
に
反
劃
す
る
よ
う
訴
え
た
。

ま
た
人
び
と
に
朝
鮮
を
鏡
と
し
て
警
戒
心
を
高
め
、
帝
園
主
義
の
侵
略
と
軍
閥
政
府
の
反
民
族
的
行
震
に
積
極

か
れ
の
獲
涙
と
も
に
下
る
講
演
に
全
聴
衆
は
感
動
し
、
痛
央
流
沸
、
参
を
握
り
し
め
て
貰
園
政
府
を
罵
っ
た
も



の
で
あ
る
。
」

郭
煙
中
氏
の
記
述
は
、
ま
ち
が
い
な
く
事
賓
の
裏
附
け
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
嘗
の
本
人
の
俸
代
英
が
、

一
黙
の
迷
い
も
な

し
に
使
命
感
に
燃
え
て
宣
城
師
範
の
数
壌
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
前
出
の
劉
仁
静
と
の
書
簡
の
往
復
は
宣
城
に
着

任
し
て
以
後
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
な
か
で
か
れ
は
こ
う
苦
衰
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

君
は
私
が
な
ぜ
都
市
で
青
年
有
志
の
皐
生
の
勉
皐
を
援
助
し
、

か
つ
自
分
で
も
高
度
の
拳
術
研
究
を
し
な
い
の
か
と
問
う
。
あ
あ
、
私
が

ど
う
し
て
そ
れ
を
願
わ
な
か
ア
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
す
で
に
私
に
多
く
の
苦
痛
と
屈
厚
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
安
ん
ず
ベ
か

ら
ざ
る
生
活
だ
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
自
分
が
勉
強
す
る
に
は
書
物
を
買
う
金
が
い
る
。
金
が
い
れ
ば
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
や

れ
よ
う
と
や
れ
ま
い
と
、
や
り
た
く
て
も
や
り
た
く
な
く
て
も
、
何
枚
か
の
金
の
た
め
に
や
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
も
し
青
年
有
志
の
皐

生
を
援
助
す
る
と
な
る
と
、
も
っ
と
多
く
の
金
が
い
り
、
も
っ
と
多
く
の
仕
事
が
必
要
だ
。
私
の
良
心
は
常
に
そ
の
た
め
に
苦
し
む
が
、
ど

う
に
も
し
ょ
う
が
な
い
。
現
在
い
わ
ゆ
る
青
年
有
志
の
拳
生
に
徹
底
し
た
援
助
を
興
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
ん
に
英
語
を
教
え
た
り
、
哲
閉
学

か
れ
を
正
し
い
生
活
に
み
ち
び
き
、
正
し
い
思
想
習
慣
を
養
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て

を
語
っ
た
り
す
る
だ
け
で
は
す
ま
な
い
。
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い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
金
が
い
る
か
、
考
え
て
も
み
て
く
れ
た
ま
え
。
私
は
牢
年
来
、

そ
の
た
め
に
自
分
の
良
心
の
主
張
に
違
背
し
て
醜
語

を
や
り
数
員
を
し
て
き
た
。
友
人
は
も
と
よ
り
叱
責
す
る
が
、
自
分
で
も
ど
う
し
て
苦
痛
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
も
し
良
心
を
ご
ま
か
す

一
加
の
本
を
詳
し
て
数
百
元
も
ら
い
(『
階
級
争
開
』
を
指
す
||
引
用
者
)
、
十
数
時
間
の
授
業
を
し
て
月
百
元
に
近
い
給
料

の
で
な
け
れ
ば
、

を
取
る
こ
と
な
ど
断
じ
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

@
 

俸
代
英
は
そ
の
牧
入
の
う
ち
、
武
昌
に
住
む
老
父
と
弟
妹
の
生
活
の
た
め
に
毎
月
必
要
な
二

O
J四
O
元
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
運
動
の

た
め
に
つ
ぎ
こ
ん
で
き
た
。
宣
城
に
同
行
し
た
二
人
の
畢
生
の
皐
費
も
む
ろ
ん
か
れ
の
負
措
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
し
か
も
嘗
時
の
中
園
社
倉
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で
生
活
の
た
め
に
は
既
存
の
職
業
界
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
数
育
界
を
も
ふ
く
め
て
、
そ
こ
で
理
想
と
職
業
を

一
致
さ
せ
る
な
ど
と
い
う
の

は
幻
想
に
す
ぎ
ず
、
既
存
の
職
業
界
で
稼
い
だ
金
で
別
に
理
想
の
事
業
を
準
め
る
ほ
か
は
な
い
と
割
り
き
る
の
が
、
か
れ
の
持
論
で
す
ら
あ
っ
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骨
叫た

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
れ
が
良
心
の
苦
悩
を
禁
じ
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
か
れ
が
祉
曾
主
義
的
社
舎
主
義
賓
現
の
た

③
 

め
に
構
想
し
た
郷
村
教
育
運
動
(
郷
村
貸
業
運
動
)
の
先
頭
に
、
み
.
す
か
ら
が
立
っ

て
い
な
い
こ
と
へ
の
阿
責
だ
?
た
に
ち
が
い
な
い
。

私
は
い
ま
中
等
畢
生
の
志
向
の
あ
り
、
能
力
の
あ
る
者
を
集
め
、
小
祭
校
を
経
営
す
る
こ
と
で
一
種
の
工
讃
事
業
を
や
ろ
う
と
考
え
て
い

る
。
二
、
三
人
で
数
師
一
人
分
の
こ
と
を
や
る
。

一
人
の
給
料
を
二
、
三
人
の
生
活
費
と
す
れ
ば
生
活
の
不
安
は
な
く
、
勉
強
の
時
聞
も
と

れ
る
。
こ
の
仕
事
は
こ
う
し
た
皐
生
に
や
は
り
ふ
さ
わ
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
で
小
皐
校
を
や
る
と
は
数
育
を
軽
蔑
し
す
ぎ
て
い

そ
の
賞
、
現
在
、
圏
内
で
は
良
い
小
翠
数
師
が
ま
さ
に
依
乏
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
中
皐
生

る
と
い
う
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

は
あ
の
く
だ
ら
ぬ
〔
無
柳
〕
塾
師
に
比
べ
て
百
倍
も
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
種
の
運
動
は
今
年
や
っ
と
開
始
す
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
一
九
一
二
年
春
に
出
し
た
王
光
祈
宛
の
書
簡
(
『
少
年
中
園
』

二
巻
二
一
期
)
の
末
尾
の
一
節
で
あ
る
。
同
じ
こ
ろ
少
中
曾
員

の
沈
津
民
、
古
向
語
翠
|
|
い
ず
れ
も
の
ち
に
中
共
黛
員

l
lに
宛
て
た
書
簡
が
『
蕪
湖
』
第

一
一
統
(
一
九
一
二
年
五
月
)

に
掲
載
さ
れ
た
が
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『
五
四
時
期
期
刊
介
紹
』
第
二
集
に
紹
介
さ
れ
た
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

手
紙
の
な
か
で
(
惇
代
英
は
)
「
教
育
問
題
は
す
べ
て
の
問
題
と
同
様
に
全
部
の
枇
曾
問
題
を
立
波
に
改
造
す
る
の
で
な
け
れ
ば
解
決
し
え

な
い
こ
と
だ
」
と
い
う
沈
津
民
の
主
張
に
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
。
僚
代
英
同
志
は
「
私
は
現
在
の
数
育
に
た
い
し
て
員
に
語
り
つ
く
せ
ぬ

不
満
〔
牢
騒
〕
が
あ
り
」
、
今
年
後
牢
に
二
つ
の
方
法
を
採
る
こ
と
を
決
め
た
と
述
べ
て
い
る
。

ち
の
皐
校
を
経
営
す
る
、
内
w

も
し
う
ま
く
い
け
ば
同
志
と
自
分
た

自
分
た
ち
の
皐
校
が
で
き
ね
ば
、
ど
こ
か
農
村
で
新
蓄
の
同
志
と
自
修
舎
を
組
織
す
る
」
。
手
紙
で
は
武
昌
の

付

進
歩
的
青
年
が
護
行
し
て
い
る
『
我
制
的
』
(
我
例
的
話
?
|
引
用
者
)
に
言
及
し
、

寓
員
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
れ
ら
の
同
志
は
い
ま
一
つ
の
皐
校
を
準
備
し
つ
つ
あ
る
が
「
こ
の
皐
校
の
数
師
に
は
す
べ
て
こ
こ
数
年
来
、
理

想
を
語
っ
て
も
っ
と
も
投
合
し
た
〔
交
納
理
想
最
相
同
的
〕
友
人
を
用
い
、
懸
命
に
試
行
し
て
い
く
。

「
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
武
昌
に
お
け
る
必
死
の
運
動
の

み
ん
な
は
均
し
く
各
人
の
必
要
に
鷹
じ

て
取
り
、

で
き
る
か
ぎ
り
節
倹
す
る
よ
う
に
す
る
。

そ
こ
で
人
類
の
た
め
に
員
賞
に
役
に
立
つ
こ
と
を
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
(
四
八
二

ー
四
八
三
ペ
ー
ジ
〉
。



か
れ
が
師
範
数
員
の
職
を
棄
て
郷
村
敬
育
運
動
に
混
頭
す
る
決
意
を
固
め
て
い
た
こ
と
が
剣
る
。
だ
が
、
間
も
な
く
か
れ
は
否
躍
な
し
に
皐

校
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
年
、
宣
城
の
五
四
記
念
大
舎
で
お
こ
な
っ
た
演
説
を
口
賞
に
、
地
方
の
反
動
涯
か
ら
「
黛
羽
を
組
織
し
、
皐

生
を
煽
動
す
る
」
と
告
設
さ
れ
、
逮
捕
令
が
出
た
の
だ
と
い
句
。
お
そ
ら
く
六
月
中
旬
、

宣
城
を
離
れ
た
俸
代
英
は
七
月
一
日
か
ら
四
日
ま

で
、
自
分
の
提
信
で
賓
現
し
た
少
年
中
園
象
舎
の
南
京
大
舎
に
出
席
し
た
。
参
加
者
二
三
人
、
劉
仁
静
、
郵
仲
夏
を
は
じ
め
中
共
創
立
に
関
係

し
て
い
る
曾
員
も
幾
人
か
お
り
、
公
式
日
程
の
合
聞
に
は
か
れ
に
た
い
す
る
熱
心
な
説
得
も
試
み
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
〈
劉
仁
静
は
そ
の
あ
と

@
 

上
海
で
開
か
れ
た
中
共
一
全
大
曾
に
出
席
し
た
)
。

南
京
大
舎
の
前
後
い
ず
れ
か
不
分
明
だ
が
、
夏
季
休
暇
を
利
用
し
、
惇
代
英
は
互
助
祉
の
同
人
や
利
群
書
祉
・
毛
巾
廠
の
関
係
者
を
招
集
し

て
自
分
た
ち
の
大
曾
を
聞
い
た
y

責
岡
鯨
林
家
庄
の
溶
新
小
皐
に
集
ま
っ
た
二
、

し
、
組
織
を
再
編
し
て
新
た
に
共
存
祉
を
結
成
し
旬
。

O
人
の
若
達
た
ち
は
泊
り
こ
み
で
数
日
開
熱
心
に
討
議

「
大
舎
は
代
英
同
志
の
領
導
の
下
に
、
断
固
と
し
て
利
群
祉
中
の
少
数
の
園
家
主
義
涯
に
傾
い
た
分
子
に
反
射
し
、
共
存
祉
を
組
織
す
る
こ

と
を
決
議
し
、
規
約
〔
社
章
〕
を
制
定
し
た
。
規
約
中
に
は
無
産
階
級
濁
裁
に
賛
成
し
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
を
擁
護
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト
ロ
シ
ア

を
擁
護
す
る
こ
と
が
明
白
に
規
定
さ
れ
た
」
、
と
伯
林
「
紀
念
僚
代
英
同
志
」
(
『
中
園
共
産
業
烈
士
侍
』
一
九
四
九
年
)
は
述
ベ
、

共
存
祉
の
評
債
は
、
そ
の
後
す
べ
て
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
の
だ
が
、
多
少
割
引
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
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中
園
に
お
け
る

表
現
ど
お
り
が
事
賓
と
す
れ
ば
、
俸
代
英
は
完
全
に
従
前
の
主
張
を
放
棄
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
回
心
し
た
こ
と
に
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
伯

林
も
「
し
か
し
、
ま
も
な
く
中
園
共
産
黛
が
上
海
で
成
立
し
た
の
で
、
代
英
同
志
は
た
だ
ち
に
加
入
を
呼
び
か
け
、
共
存
祉
を
解
消
し
た
」
と

績
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
最
初
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
そ
れ
が
現
賓
と
な
る
の
は
半
年
以
上
先
の
こ
と
で
、
惇
代
英
た
ち
も
ま
だ
し
ば
ら
く

@
 

は
従
来
の
路
線
を
推
準
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
「
共
存
祉
」
と
い
う
名
稽
自
穫
が
「
互
助
」
と
封
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
階
扱

闘
争
の
路
線
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
俸
代
英
の
計
重
し
た
工
讃
式
の
小
皐
校
も
農
村
で
の
自
修
舎
も
、

つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
河
南
信
陽
の
柳
林
間
学
校
(
中
皐
)
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を
か
れ
に
任
せ
る
と
い
う
話
も
あ
っ
て
、
宣
城
師
範
を
去
る
こ
ろ
に
は
確
定
的
な
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
向
、
そ
れ
も
潰
れ
て

し
ま

っ
た
ら
し
い
。

数
員
と
し
て
赴
任
す
る
だ
け
で
な
く
皐
生
を
も
連
れ
て
い
く
と
い
う
要
求
を
受

比
較
的
後
件
の
よ
か
っ
た
四
川
省
櫨
州
の
川
南
師
範
を
選
び
、
粛
楚
女
、
李
求
寅
を
は
じ
め
何
人
か
の

一
九
二
一
年
一

O
月
、
武
昌
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
宣
城
師
範
へ
の
就
職
と
基
本
的
に
は
愛
ら
ぬ
形
で
あ
っ
た
。

結
局、

か
れ
は
自
分
の
「
幣
人
附
皐
」、

け
入
れ
て
く
れ
た
皐
校
の
う
ち
か
ら
、

思
ナ
生
を
連
れ
て
、

か
れ
は
突
然
、
論
文
「
篤
少
年
中
園
拳
曾
同
人
謹

一
解」

を
設
表
し
て
人
び
と
を
驚
か
せ
た
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
回
心
宣
言
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、

翌
二
二
年
夏
、

一
週
州
に
赴
任
し
て
か
ら
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
最
初
は
川
南
師
範
の
教
務
長
、
の
ち
に
校
長
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
具
鐙
的
な
情
況
は
は

@
 

『
少
年
中
園
』
誌
(
三
巻
二
期
〉
に
、

有
力
メ
ム
パ
l
林
育
南
に
働
き
か
け
、

モ
ス
ク
ワ
で
極
東
民
族
大
舎
を
主
催
し
た
と
き
、
武
漢
の
中
共
黛
組
織
は
共
存
祉
の

@
 

か
れ
を
拳
生
代
表
と
し
て
迭
っ
た
。
お
そ
ら
く
三
月
ご
ろ
館開
園
し
た
林
育
南
は
、
従
来
の
路
線
の
誤
ま

り
と
マ
ル
ク
ス

・
レ
l
ニ
ン
主
義
の
正
し
さ
を
力
説
し
、
共
存
祉
を
解
散
し
て
中
園
共
産
禁
に
加
入
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
俸
代
英
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こ
れ
よ
り
先
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
一
九
二
二
年
一
月
、

各
被
匪
迫
民
族

l
l日
本
代
表
も
参
加
し
た
が

l
!の
各
階
層
の
代
表
(
中
園
代
表
に
は
園
民
篤
員
か
ら
ア
ナ
ー
キ
ス

ト
ま
で
含
ま
れ
た
)
が
一
堂
に
禽
し
て
熱
っ
ぽ
く
世
界
革
命
を
語
り
合
う
情
景
、
革
命
後
の
朝
気
勃
々
た
る
ソ
連
の
貧
情
、
さ
ら
に

一
全
大
曾
で

サ
ロ
ン
的
偏
向
を
排
し
、

全
力
を
第
働
運
動
に
投
入
し
て
い
る
中
園
共
産
黛
の
近
況
な
ど
は
、
郷
村
数
育
、
共
同
生
活
の
貫
践
が
い
た
る
と
こ

ら
が
同
意
し
た
の
で
あ
る
。

ろ
で
壁
に
ぶ
ち
あ
た
り
、
疲
第
困
懲
し
た
共
存
祉
の
同
人
た
ち
に
と
っ
て
新
た
な
希
望
の
地
卒
を
聞
く
も
の
だ
?
に
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て

批
判
で
あ
っ
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
に
回
心
し
た
悔
代
英
に
と
っ
て
、
第
一
の
任
務
は
『
少
年
中
園
』
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
主
張
の
自
己

い
さ
さ
か
長
文
に
す
ぎ
る
が
関
連
の
部
分
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
力
で
自
分
の
事
業
を
創
造
す
る
し
か
な
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
結
果
は

た
だ
挫
折
と
失
敗
の
み
で
あ
っ
た
。
生
産
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
云
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
小
資
本
で
経
営
し
て
い
く
と
、
一
方
で
は
結

局
の
と
こ
ろ
多
少
と
も
資
本
家
の
伎
伺
を
籍
取
し
て
そ
の
ち
っ
ぽ
け
な
根
基
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
ず
、
し
か
も

一
方
で
は
つ
ぶ
さ
に
資
本
主

私
は
以
前
、
誤
ま
っ
た
見
解
を
も
ち
、



つ
い
に
そ
の
ち
っ
ぽ
け
な
根
基
さ
え
も
維
持
で
き
な
か
っ
た
(
わ
れ
わ
れ
が
生
産
事
業
を
営
む
の
は
、
も
と
よ
り
そ
れ

が
他
の
改
造
運
動
を
経
済
的
に
援
助
で
き
る
の
を
期
待
し
て
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ま
っ
た
く
意
味
は
な
い
。
)
敬
育
事
業
に
つ
い
て

わ
れ
わ
れ
が
経
費
と
設
備
を
理
想
的
に
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
多
く
の
不
自
然
な
援
助
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し

品
ネ
ル
ギ

1

必
要
と
す
る
敷
街
安
協
の
力
量
は
他
の
皐
校
に
比
し
て
ど
れ
ほ
ど
も

義
の
鹿
迫
を
受
け
、

一
玄
》
え

J

ば、

た
援
助
を
利
用
し
て
も
、
普
通
の
同
学
校
よ
り
は
護
展
が
難
し
い
の
に
、

少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
祉
曾
運
動
に
つ
い
て
云
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
少
数
の
人
間
と
少
額
の
資
金
と
で
は
数
果
的
な
運
動
を
す
る
こ

と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
い
わ
ん
や
わ
れ
わ
れ
の
す
ぐ
傍
に
本
来
利
用
で
き
る

E
大
な
力
量
が
あ
る
の
に
、
こ
う
し
た
陸
路
や
袋
小
路
を
謹

む
こ
と
し
か
知
ら
な
い
の
で
は
、
な
ん
と
馬
鹿
げ
た
話
で
は
な
い
か
。

:
・わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
奮
社
舎
を
改
造
す
べ
き
か
。
わ
れ
わ
れ
は

一
つ
の
力
量
を
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
:
:
・:
:
そ
れ
は
群

衆
の
力
量
に
他
な
ら
な
い
。
群
衆
の
結
集
〔
集
合
〕
し
た
力
量
に
は
全
世
界
に
敵
封
で
き
る
も
の
は
な
い
。
無
抵
抗
の
民
衆
が
結
集
す
れ
ば
、
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強
権
の
園
家
も
譲
歩
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
が
朝
鮮
に
譲
歩
し
、
英
園
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
譲
歩
し
た
が
如
き
、
み
な
そ
の
先
例
〔
己
例
〕

で
あ
る
。
無
抵
抗
の
第
働
者
が
結
集
す
れ
ば
、
優
勢
を
占
め
る
資
本
家
も
屈
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
各
園
の
罷
工
の
勝
利
、
赤
露
革
命
の
成

功
の
ご
と
き
、
こ
れ
ま
た
か
く
れ
も
な
い
事
責
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
純
粋
の
血
と
汗
に
頼
っ
て
は
成
功
で
き
な
い
。
他

の
信
頼
で
き
ぬ
勢
力
を
頼
つ
て
は
弊
害
が
多
く
あ
て
に
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
必
ず
群
衆
の
結
集
し
た
力
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、。
群
衆
は
い
か
に
す
れ
ば
結
集
す
る
か
、
い
か
に
す
れ
ば
そ
の
力
量
を
護
揮
す
る
か
。
そ
れ
は
な
に
か
の
理
論
で
勧
告
激
勘
し
た
か
ら
と
い

っ
て
成
功
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
群
衆
の
行
動
は
常
に
本
能
的
衝
動
に
護
源
す
る
。

・:
:
:
:
か
れ
ら
が
自
己
あ
る
い
は
他
人
が
経
済
的
匪

迫
を
受
け
て
生
ず
る
反
援
の
力
量
、
こ
れ
が
唯
物
史
観
が
明
ら
か
に
し
た
準
化
の
原
理
で
あ
る

0

・
:
:
:
:
群
衆
が
連
合
し
て
略
奪
階
級
に
反

抗
す
る
の
は
経
済
の
準
化
の
な
か
で
必
然
的
に
護
生
す
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
煽
動
す
る
ま
で
も
な
く
、

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
い
か
な
る
人
も
制
止

187 

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
群
衆
の
圏
結
〔
聯
合
〕
は
一
つ
の
力
量
で
あ
る
が
、
こ
の
力
量
は
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本
能
的
衝
動
に
震
源
し
た
も
の
で
、

そ
の
装
展
は
つ
ね
に
盲
目
で
応
り
、
必
ず
し
も
あ
る
べ
き
道
に
合
致
し
な
い
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
理

性
と
知
恵
の
指
導
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
深
く
群
衆
の
心
理
を
理
解
し
、
巧
み
に
そ
れ
を
蓮
用
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
群
衆

わ
れ
わ
れ
は
力
を
用
い
る
人
で
あ
る
。
群
衆
は
熱
烈
で
あ
る
が
わ
れ
わ
れ
は
冷
静
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
群
衆
は

は
一
種
の
力
で
あ
り
、

単
純
で
あ
る
が

わ
れ
わ
れ
は
周
到
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

:
:
:
・
わ
れ
わ
れ
は
巧
み
に
群
衆
を
利
用
し
、
群
衆
を
指
導
し
て
も
っ
と
も
数
力
あ
る
破
援
の
運
動
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
巧

み
に
群
衆
を
指
導
し
て
も
っ
と
も
数
力
あ
る
建
設
の
運
動
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
一
切
の
努
力
は
、
こ
の
目
標
に
合
致

し
て
こ
そ
意
義
が
あ
り
、
債
値
が
あ
る
。
-
j
i
-
-
出
来
得
る
か
ぎ
り
機
舎
を
利
用
し
て
群
衆
を
も
り
た
て

〔
扶
植
〕、
群
衆
を
喚
び
醒
し
、
群

衆
を
指
導
し
て
各
種
の
放
力
あ
る
反
抗
運
動
を
準
備
し
、
貧
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

共
存
祉
の
同
人
は
個
別
に
中
園
共
産
築
、
中
国
社
曾
主
義
青
年
固
に
加
入
を
申
請
し
た
。
努
働
運
動
を
急
務
と
す
る
中
共
の
方
針
に
従
い
、

郷

村

教

育

は

う

ち

切

ら

れ

、

項

徳

隆

(

項

英

|

|
引
用
者
)
は
江
岸
に
、

「
唐
際
盛
は
毎
漠
鍛
道
の
徐
家
棚
に
、

許
白
回
天
は
漢
陽
製
鍛
所
に
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行
き
、
私
(
林
育
英
)
は
利
群
毛
巾
廠
か
ら
武
漢
模
範
大
工
廠
に
行
き
、
湘
浦
(
林
育
南
〉
は
施
洋
と

『
員
報
』

を
や
り
、
(
李
〉
求
買
は
『
日
々

@
 

新
報
』
を
や
り
、
張
心
余
は
『
湖
底
風
新
聞
』
を
や
っ
た
」
。
粛
楚
女
は
重
慶
で
『
新
萄
報
』
の
主
筆
と
な
り
革
命
宣
俸
に
従
事
し
た
の
で
あ
る

が
、
た
だ
悔
代
英
の
み
は
引
き
績
き
川
南
師
範
の
激
職
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

俸
代
英
に
は
都
中
夏
が
数
育
界
を
離
れ
、
革
命
運
動
に
専
念
す
る
よ
う
、

な
ん
ど
か
勤
め
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が

「
私
は
数
育
生
活
が
比
較

的
に
寛
裕
で
安
定
し
て
い
る
の
で
、
終
始
治
議
し
て
決
断
で
き
な
か
っ
た
。
後
に
ま
た
一
年
間
、

つ
ぶ
さ
に
生
活
不
安
定
の
苦
痛
を
嘗
め
、

@
 

と
の
ち
に
回
顧
し
て
い
る
が
、

よ

う
や
く
こ
の
穫
の
鶏
肋
生
活
は
懸
々
す
る
に
足
ら
ぬ
こ
と
を
先
っ
た
」
の
だ
、

」
れ
は
客
気
話
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
天
成
の
数
育
家
だ
っ
た
か
れ
に
は
政
治
の
修
羅
場
は
で
き
れ
ば
敬
し
て
遠
ざ
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
宇
封
建
牢
植
民
地
の
中
闘
で
は
政
治
の
側
か
ら
人
を
把
え
に
く
る
。

一
九
二
二
年
の
夏
、
悔
代
英
は
温
州
で
四
川
軍
閥
に
逮
捕
拘

留
さ
れ
た
。
時
日
も
理
由
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
年
六
月
、
成
都

一
帯
を
押
え
て
い
た
軍
閥
が
数
育
経
費
を
覇
占
し
て
支
給
せ
ず
、
議
曾
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へ
請
願
に
押
し
か
け
た
皐
生
、
教
員
を
弾
匪
し
て
三
人
を
殺
し
、
多
数
を
負
傷
さ
せ
、
皐
界
全
瞳
の
罷
課
に
設
展
し
た
、
と
い
う
事
件
に
関
係

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
お
り
か
ら
成
都
高
師
の
校
長
で
あ
っ
た
呉
玉
章
の
霊
力
で
俸
代
英
は
保
穫
さ
れ
、
さ
ら
に
成
都
高
師
に
数
師
と
し
て

@
 

招
か
れ
、
約
一
年
、
数
鞭
を
執
っ
た
が
、
「
一
年
間
、
つ
ぶ
さ
に
生
活
不
安
定
の
苦
痛
を
嘗
め
た
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
期
の
こ
と
に
ち
が

、
:
、
0

3
u
w
ゆ

ι
‘uw

一

九

二

三

年

二

月

、

二

O

年
の
安
直
戦
争
以
後
、
世
論
に
押
さ
れ
て
取
っ
て
き
た
開
明
的
ポ
l
ズ
を
、
直
隷
汲
は
か
な
ぐ
り
棄
て
た
の
で
あ
る
。
工
誼
互
尉
と
い
い
、

郷

直
隷
軍
閥
の
京
漢
鍛
道
罷
業
の
大
弾
座
公
一
・
七
惨
案
〉
を
競
砲
に
、

全
中
園
で
反
動
の
嵐
が
吹
き
す
さ
ん
だ
。

村
教
育
と
い
い
、
中
園
で
祉
舎
主
義
が
空
想
の
翼
を
展
げ
る
こ
と
の
で
き
た
束
の
聞
の
晴
れ
聞
は
、

支
配
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
た
。

ふ
た
た
び
軍
閥
と
帝
園
主
義
と
の
暗
黒
の

@
 

惇
代
英
は
四
川
の
青
年
運
動
に
大
き
な
足
跡
を
残
し

、

か

れ

は

南

京

で
聞
か
れ

た
社
曾
主
義
青
年
圏
第
二
次
全
園
大
舎
に
出
席
し
、
郵
中
夏
、
林
育
南
ら
と
と
も
に
六
人
の
中
央
委
員
の
一
人
に
選
出
さ
れ
、
宣
俸
部
長
を
捲

一
O
月
二

O
目
、
か
れ
が
主
編
す
る
青
年
圏
機
関
誌
『
中
園
青
年
』
(
週
刊
)
が
創
刊
さ
れ
、
革
命
的
青
年
運
動
の
指
導
者
と
し
て
の

一
九
二
三
年
六
月
を
も
っ
て
成
都
高
師
を
僻
し
た
。
八
月
、
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賞
し
た
。

卓
越
し
た
力
量
が
設
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
永
年
の
豊
富
な
、
正
反
雨
面
の
桂
験
が
そ
の
一
実
附
け
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
誠
貫
な

一
個
の
理
想
主
義
者
は
、
半
封
建
牢
植
民
地
の
現
賓
の
な
か
で
の
賞
践
と
模
索
の
す
え
に
、
革
命
の
新
た
な
地
卒
に
立
っ
た
の
で

あ
る
。

む

す

び

理
想
主
義
と
は
現
貫
主
義
と
封
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
人
の
生
活
態
度
と
か
人
生
観
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
む
し
ろ
倫
理
皐
上
の

用
語
と
し
て
慣
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
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北
洋
軍
閥
の
支
配
下
の
中
園
は
、
人
民
に
と
っ
て
ま
さ
に
出
路
の
な
い
閉
塞
の
時
代
で
あ
っ
た
。
軍
閥
の
割
援
と
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
勢
力
の
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分
裂
と
停
迷
、
増
大
す
る
民
族
的
危
機
、
し
か
も
帝
園
主
義
反
射
闘
争
す
ら
反
動
勢
力
に
利
用
、

吸
牧
さ
れ
て
い
く
情
況。

泥
沼
の
よ
う
な
情

況
の
な
か
で
は
現
貫
主
義
は
庭
世
術
以
外
の
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
。
民
族
性
の
根
本
改
造
を
め
ざ
し
た

『
新
青
年
』
が
、
あ
え
て
「
時
政
を

批
評
す
る
は
宗
旨
に
非
ず
」
と
標
携
し
て
登
場
し
た
所
以
で
あ
る
。

時
代
閉
塞
の
朕
況
を
打
破
し
、
現
質
の
「
網
羅
を
衝
決
」
し
た
の
は
理
想
主
義
で
あ

っ
た
。
新
文
化
運
動
の
な
か
で
、
そ
れ
は
「
民
主
」
と

「科
皐
」
と
を
雨
翼
と
し
、
倫
理
革
命
を
推
進
力
と
し
、
「
共
存
互
助
」
の
世
界
を
め
ざ
し
て
飛
朔
す
る
。
そ
れ
は
五
四
運
動
を
牽
引
し
、
文

化
革
命
を
起
動
す
る
歴
史
的
役
割
を
は
た
し
終
え
た
あ
と
は
急
激
に
推
力
を
失
な
う
の
で
あ
る
。
政
治
と
絶
縁
し
、
既
存
の
祉
禽
と
一
線
を
劃

し
、
理
想
祉
舎
の
雛
を
生
み
、
育
て
よ
う
と
し
た
路
線
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
政
治
と
杜
舎
の
現
寅
に
よ
っ
て
醍
醐
さ
れ
た
。
揮
代
英
ら
は
か
れ
の

の
運
動
に
「
悪
吐
曾
征
服
」
の
戦
闘
的
任
務
を
間
興
し
て
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
の
抵
抗
を
績
け
た
が
、

つ
い
に
五
四
時
期
理
想
主
義
の
破
産
を
救

う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

を
雨
極
と
し
て
。
そ
し
て
理
想
と
し
て
の
共
産
主
義
を
堅
持
す
る
人
び
と
は
、

み
ず
か
ら
の
貫
践
を
通
じ
て
破
綻
を
確
認
し
た
「
相
互
扶
助
」
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新
支
化
運
動
は
分
化
し
た

ご

滴

一
貼
」
の
改
良
を
い
う
現
貫
主
義
の
近
代
主
義
と
、
革
命
的
理
想
主
義
と
も
い
う
べ
き
マ
ル
ク
ス
主
義

の
路
線
を
放
棄
し
、

主
位
的
に
「
階
級
闘
争
」
の
路
線
を
選
捧
し
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
に
よ
れ
ば
、

中
十
封
建
・
牟
植
民
地
の
中
園
で

は
、
共
産
主
義
の
前
提
で
あ
る
祉
曾
主
義
革
命
の
、

そ
の
ま
た
前
提
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
が
現
貧
の
課
題
で
あ
り
、
祉
曾
主
義

革
命
の
携
い
手
で
あ
る
向
自
的
な
務
働
者
階
級
は
闘
争
の
過
程
で
目
的
意
識
的
に
創
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う

な
彼
方
に
あ
る
理
想
の
質
現
に
向
い
、
足
も
と
の
現
寅
か
ら
出
渡
し
て

一
歩

一
歩
客
観
世
界
、
主
観
世
界
を
改
造
し
て
い
く
任
務
が
中
園
の
共

産
主
義
者
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

中
園
共
産
禁
内
に
お
い
て
俸
代
英
は
そ
の
政
治
的
識
見
、
理
論
的
能
力
に
お
い
て
重
き
を
な
し
た
だ
け
で
な
く
、

@
 

性
、
薫
性
の
吉
岡
さ
に
よ
っ
て
「
無
産
階
級
聖
人
」
の
稿
が
あ
っ
た
と
い
う
。
あ
る
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
像
に
則
っ
て
自
己
を
改
造
し
、

共
産
黛
員
と
し
て
の
品

理
想
中

の
共
産
主
義
逼
徳
を
完
成
す
べ
く
、

不
断
の
努
力
を
績
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

" 



「
わ
れ
わ
れ
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
の
祉
舎
主
義
、
共
産
主
義
が
貫
現
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
こ
の
世
界
は
す
ば
ら
し
い
も
の
に
な
る
/

そ
の
と
き
の
若
者
に
は
わ
れ
わ
れ
が
た
ど
っ
た
、
想
像
に
絶
す
る
巌
し
い
道
を
理
解
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
:
:
:
:
・
わ
れ
わ
れ
は
苦
し
み

を
嘗
め
つ
く
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
次
の
世
界
は
大
き
な
幸
一
帽
を
享
受
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
と
も
気
高
い
理
想
で
あ
る
共

産
主
義
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
代
債
を
も
支
梯
う
こ
と
を
惜
し
ま
な
い
。
」

示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

南
京
雨
花
蓋
の
烈
士
陵
園
陳
列
室
に
は
、
惇
代
英
の
遺
影
と
と
も
に
、
右
の
遺
言
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
革
命
的
理
想
主
義
者
の
員
面
白
を
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註①
張
静
虚
は
『
中
園
現
代
出
版
史
料
』
(
一
九
五
四
)
甲
編
七
五
ペ
ー
ジ
で

「
本
書
是
一
九
二

O
年
俸
代
英
誇
。
原
告
周
向
志
皐
曾
叢
室
田
之
一
。
得
稿
酬

四
百
元
、
充
作
他
在
武
昌
所
手
創
的
利
群
報
社
和
利
群
織
布
廠
的
基
金
」

と
注
記
し
て
い
る
。
向
志
皐
禽
叢
書
を
笈
行
し
て
い
た
の
は
商
務
印
書
館

で
あ
る
が
、
都
合
で
出
版
を
取
り
や
め
た
の
を
新
青
年
祉
が
肩
代
り
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
『
階
級
争
開
』
の
夜
行
は
、
『
新
青
年
』
八

巻
五
続
、
六
時
抗
の
新
青
年
叢
書
の
慶
告
か
ら
推
し
て
早
く
と
も
一
九
一
一
一

年
第
一
四
牢
期
で
あ
ろ
う
。

②
伯
林
「
紀
念
俸
代
英
同
志
」
(
『中
園
共
産
熊
烈
土
停
』
一
九
四
九〉、

沈
夜
英

「
同
代
美
生
活
在
一
起
的
日
子
」
(
『
烈
士
親
属
的
四
億
』
一

九
五

八
〉
、
「
中
園
青
年
的
措
模
|
|
惇
代
英
烈
士
的
故
事
」
(
『
篤
有
犠
牲
多
枇

士
山』

一
九
七
七
)
、
張
貴
強

「
鼓
舞
青
年
前
進
的
傍
様
|
1
惇
代
英
烈
土

的
故
事
」
(
『
死
難
烈
士
高
裁
』
一
九
七
八
)
な
ど
。

③
武
漢
大
間
学
歴
史
系
張
光
字
先
生
の
教
示
に
よ
る
。

④

劉

光

求
他
「
五
四
時
期
武
漢
人
民
的
反
帝
反
封
建
闘
争
」
(
『
理
論
戦
線
』

一
九
五
九
年
五
期
)
は
一
九
一
六
年
夏
互
助
祉
を
結
成
し
た
と
す
る
が
、

董
鋤
卒
「
五
四
四
億
散
記
」
(
同
前
)
は
曾
名
を
「
讃
書
舎
」
と
し
て
結

成
の
時
期
に
は
ふ
れ
な
い
。
い
つ
ご
ろ
定
名
し
た
の
か
明
か
で
は
な
い
が

一
九
年
に
互
助
祉
の
存
在
し
た
こ
と
は
張
豊
之
「
惇
代
英
在
五
四
運
動
期

間
的
日
記
」
(
『
歴
史
研
究
』
一
九
五
八
年
一
一
期
)
に
よ
っ
て
確
認
で
き

る
。

⑤

許
徳
桁

「
五
四
前
的
北
大
」
(
『
五
四
運
動
回
憶
録
』

上
一
九
七
九
〉
。

⑤

董
勧
卒
、
前
出
。

⑦
李
維
漢
「
回
憶
新
民
皐
合
間
」
(
『
歴
史
研
究
』

一
九
七
九
年
第
三
期
)
。

③
『
五
四
時
期
期
刊
介
紹
』
第
三
集
一
九
五
九
一
五
一
ペ
ー
ジ
所
引
の

日
記
、
一
九
一
九
年
一
二
月
一
二
日
附
を
参
照
。

⑨

他
に
「
輔
仁
社
」
な
る
園
陸
が
か
れ
の
指
導
下
に
あ
っ
た
こ
と
、

劉
光

求
前
掲
論
文
に
見
え
る
。

⑬

「
俸
代
英
在
五
四
運
動
期
開
的
日
記
」
(
『
歴
史
研
究
』
一
九
五
八
年
一

一
期
)
、
沈
藻
英
「
重
譲
惇
代
英
一
九
一
九
年
的
日
記
」
(
『
革
命
文
物
』
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一
九
七
九
年
三
〉。

⑪

陳

啓

天

『
寄
国
回
憶
録
』

一
九
六
九
。
前
註
所
掲
の
資
料
は
惇
代
英
の

一
九

一
九
年
の
日
記
を
抄
録
し
た
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
も
中
華
大
暴
附

中
僻
任
の
こ
と
は
抄
出
さ
れ
て
い
な
い
。
動
附
職
は
あ
る
い
は
一
九
二

O
年

初
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
後
述
の
よ
う
に
こ
の
後
、
陳
時
ら
と
連
名
で

「
武
田
田
工
間
半
互
助
幽
組
織
大
綱
」
を
口
氏
表
し
て
い
る
事
貧
か
ら
見
て
、
僻

任
は
際
時
に
桝
到
す
る
人
関
的
不
信
に
は
連
な
っ
て
い
な
い
。

⑫
拙
稿
「
五
四
運
動
と
民
族
革
命
運
動
」
(
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
一一

五
)
参
照
。

⑬
『
少
年
中
閤
』
第
一
谷
第
六
期
「
曾
務
紀
聞
」
。
悔
代
英
「
少
年
中
園

鼠
午
曾
的
問
題
」
(
『少
年
中
園
』
第
二
巻
第
二
期
)
。

⑬

上
海

『時
報
』
民
園
九
年
二
月
一
一
一
日
続
、
同
二
月
二
九
日
放
な
ど
参

照
。
な
お
、
工
譲
互
助
運
動
に
つ
い
て
は
専
論
を
務
定
し
て
い
る
。

⑬

玉
光
新
致
太
玄
等
、
一
一
月
二
四
日
附
(『少
年
中
園
』
一
径
六
期

曾

員
通
訊
)
。
な
お
、
少
中
曾
員
で
王
光一
肋
と
な
ら
ぶ
工
識
の
提
信
者
は
南

京
の
左
舜
生
で
あ
っ
た
が
、

悔
代
英
が
左
と
も
さ
か
ん
に
書
簡
の
や
り
と

り
を
し
て
い
た
こ
と
は
左
皐
訓
の
曾
埼
等
宛
書
簡
、
一
一
月
一
一
一
一
日
附

(
同
前
一
径
七
期
)
参
照
。

⑬

郭

短

中

「輝
代
英
同
志
創
緋
利
群
書
祉
的
動
機
、
目
的
和
時
間
」
(
『光

明
日
報
』

一
九
五
九
年
一

O
月
一
五
日
)
よ
り
鶴
引
。

⑫

『

五
四
時
期
期
刊
介
紹
』
第
三
集
の
『
皐
燈
』
分
類
目
録
に
よ
れ
ば
、

前
者
は
一
月
二
二
日
続
に
、
後
者
は
二
月
二
日
践
に
〈
来
件
〉
と
し
て
掲

載
さ
れ
た
。
前
者
は

『端
風
』
第
二
期
に
も
載
り
、
内
容
の
あ
ら
ま
し
が

同
前
書
第
三
集
に
紹
介
さ
れ
て
い
る。

な
お
『
端
風
』
第
二
期
は
一

九
年

一
二
月
夜
行
と
な

っ
て
い
る
が
、
同
時
に
掲
敏
さ
れ
て
い
る
悔
代
芙
の
小

設

「
枕
上
的
感
想
」
の
脱
稿
は
一
一
一
月
一
一一一一
日
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
寅

際
の
夜
行
は
一
月
以
降
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

⑬
郭
短
中
前
掲
論
文
は
一
九
二

O
年
第
一
四
半
期
だ
と
推
定

し
て

い
る

が
、
首
時
の
進
歩
的
雑
誌
各
械
の
分
笹
慮
、
代
波
庭
一
党
に
利
群
お
祉
の

名
が
も
っ
と
も
早
く
出
る
の
は
調
べ
得
た
か
ぎ
り
で
は

『
新
中
園
』
(北

京
新
中
園
雑
誌
社
〉
二
巻
四
鋭

(
民
闘
九
年
四
月

一
五
日
附
)
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
「
本
一一一郎分管
蕗
一
一
党
」
が
い
っ
た
ん
組
上
っ
た
後
で
追

加
し
た
形
跡
が
歴
然
と
し
て
い
る
。
首
時
、
雑
誌
の
夜
行
は
遅
れ
る
の
が

普
通
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
四
月
を
さ
ら
に
下
る
か
も
知
れ
な

⑬

待

彬

然

「
五
四
前
後
」
(
『
五
四
運
動
回
憶
録
』

下
)
。

③

丁

守

和

・
殿
絞
葬
『
従
五
四
啓
蒙
運
動
到
馬
克
思
主
義
的
停
播
』
一
九

六
三

一
八
五
ペ
ー
ジ
。

@

「

舎
務
報
告
」

(『少
年
中
園
』
第
一
径
二
期
)
、
悌
代
英
は
「
血
中
合
同

同
人
公
盤
」
(
四
月
一
一
一
一
日
附
、
同
前
)
で
彼
の
叢
書
編
誇
の
方
針
を
述

べ
、
彼
個
人
の
期
待
す
る
テ
l
マ
と
し
て
「
馬
克
恩
及
其
皐
説
、
克
魯
泡

特
金
及
廿
持
率
説
、
羅
素
及
其
田
町
ナ
説
、
太
義
見
及
其
接
説
、
社
威
及
其
皐
説
、

哲
郷
土
及
其
謬
説
、
迷
爾
文
及
其
飢
一ナ説
、
尼
采
及
其
皐
説
、
蒲
魯
東
及
其

皐
説
、
康
徳
及
其
皐
説
、
唯
物
史
観
、
質
験
主
義
、
道
徳
的
起
源
、
生
物

進
化
論
、
優
種
論
、
徳
談
克
位
西
、
布
繭
塞
紙
克
、
新
村
運
動
、
努
動
問

題
、
女
子
問
題
、

郷
村
教
育
問
題
、
中
摩
校
数
育
研
究
、
安
那
其
、
日

本
、
園
際
運
動
、
群
衆
心
理
L

を
あ
げ
て
い
る
。
関
心
の
所
在
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。

②

『解
放
輿
改
造
』
一
一容

一
五
、

一
六
践
に
締
載
さ
れ
た
も
の
で
そ
の
一門

容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
悔
代
英
が
一
六
年
に
結
婚
し、

一
八
年
二

- 34ー
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月
に
難
産
で
死
別
し
た
妻
沈
藻
秀
|
|
一
九
二
七
年
、
か
れ
は
そ
の
妹
沈

穫
英
と
再
婚
す
る
|
|
の
例
を
引
き
、
男
女
卒
等
論
者
の
か
れ
自
身
も
畢

寛
「
女
界
的
罪
人
」
た
る
を
莞
れ
な
か
っ
た
事
情
を
誠
一
ベ
る
あ
た
り
、
非

常
に
感
動
的
な
文
章
で
も
あ
る
。

③

『

解
放
輿
改
造
』
二
巻
一
五
続
。

@
『
五
四
時
期
期
刊
介
紹
』
第
一
一
一
集
一
四
九
ペ
ー
ジ
。

③
「
討
論
小
組
織
問
題
」
(
『
少
年
中
園
』
一
各
二
期
)
。

⑧
後
述
。
な
お
『
階
級
争
開
』
翻
誇
料
に
つ

い
て
は
註
①
参
照
。

@
『
二
七
四
億
録
』
一
九
五
七
は
一
九
一
九
年
夏
の
こ
と
と
し
て
い
る
が

記
憶
の
誤
り
で
あ
る
。

⑧
李
求
寅
す
な
わ
ち
李
偉
森
、
左
聯
五
烈
士
の
一
人
と
し
て
一
九
一
一
一
一
年

殉
難
し
た
。
陳
農
葬
「
憶
念
李
偉
森
同
士
山
」
(
『
左
聯
五
烈
士
研
究
資
料
編

目
』
一
九
六
一
)
。

③
唐
際
盛
、

の
ち
に
園
民
革
命
軍
第
六
軍
政
治
部
在
任
中
に
病
死
。
溶
新

小
摩
は
一
九
一
九
年
に
互
助
社
社
員
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
が
、
い
っ
た

ん
挫
折
し
、
唐
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
張
浩
「
五
四
時
期

武
漢
地
区
的
工
人
運
動
」
(
『
五
四
運
動
回
憶
録
』
下
)
、
林
根
「
策
岡
的

郷
村
教
育
運
動
」
(
『
中
園
青
年
』
二

O
期
〉
、
育
南
「
悼
唐
際
盛
岡
志
」

(『
中
園
青
年
』
一
一
一
六
期
)
。

③

「代
英
致
光
新
」
(『少
年
中
園
』
二
容
一
二
期
「
倉
員
通
訊
」
)
。

@
「
仁
静
致
代
英
L
Q少
年
中
園
』
二
巻
九
期
「
曾
員
通
訊
」
)
。

②

「代
英
致
仁
静
」
ハ
同
前
〉
。

@
劉
仁
静
の
書
簡
(
同
註
⑧
)
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

@

「
我
第
一
件
事
道
歌
於
の
的
、
便
是
不
曾
得
着
郎
的
允
許
、
便
把
係
給

我
的
信
公
布
了
」
と
書
簡
(
註
@
)
の
冒
頭
で
述
べ
、
劉
の
書
簡
が
公
布

の
債
値
の
あ
る
こ
と
、
し
か
し
事
前
に
同
意
を
求
め
れ
ば
劉
の
人
が
ら
と

し
て
断
わ
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
あ
え
て
濁
断
で
や
っ
た
こ
と
を
稼
明
し

て
い
る
。

③
南
京
市
文
化
局
創
作
組
『
死
難
烈
士
高
裁
』
(
一
九
七
八
年
)
、
張
重
光
、

折
才
良

『
畳
間
有
犠
牲
多
壮士山
』
(
一
九
七
七
年
)
。

⑧
我
在
最
近
雨
三
年
、
第
敷
街
老
父
、
亦
求
家
庭
最
後
安
置
起
見
、
毎
月

毎
月
便
霊
祭
家
庭
繁
一
一
一
十
元
是
好
最
四
十
一
元
。
:
・
:
:
我
肪
整
能
這
様

緋
下
去
雨
三
年
、
家
庭
使
再
無
我
的
負
鎖
、
可
以
所
有
的
供
献
枇
禽
了

(
同
註
⑨
)
。

@

我
例
隠
該
把
生
活
除
銭
輿
倣
事
分
成
雨
板
。
倣
一
種
的
事
謀
生
活
隊

銭
、
而
就
-
一
一
泡
所
嫌
的
銭
、
去
創
緋
自
己
的
事
。
・
・
:
:
我
判
所
以
入
那
種

職
業
界
、
是
担
問
謀
生
活
除
銭
、
不
是
潟
倣
甚
底
理
想
事
業
。
那
便
我
何
態

該
提
醒
我
相
自
己
(
「
宏
様
創
造
少
年
中
園
」

『
少
年
中
園
』

二
各
三
期
)
。

③

惇

代
英
は
工
譲
互
助
運
動
に
つ
い
て
王
光
析
を
「
我
到
了
今
天
不
明
白

的
、
保
護
起
了
這
件
事
、
自
己
使
不
加
入
、
亦
不
願
侭
朋
友
加
入
。
:
:
:

保
俄
然
是
局
外
人
。
要
組
織
工
譲
互
助
圏
、
要
自
己
加
入
、
不
可
只
倣
個

夜
起
人
。
」
と
批
剣
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
れ
自
身
に
は
ね
か
え
る
問

題
で
あ
っ
た
(
同
註
⑨
〉
。

③
郭
短
中
「
俸
代
英
同
志
在
安
徽
」
(
『五
四
運
動
回
憶
録
』
下
〉
。

こ
れ

を
一
九
二
二
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
誤
り
。

@

郭

正

昭
「
王
光
新
興
少
年
中
園
皐
曾
」
(
『
中
央
研
究
院
『
近
代
史
研
究

所
集
刊
』
第
二
期
一
九
七
一
〉
は
『
少
年
中
園
』
三
宅
二
期
「
南
京
大
舎

紀
略
」
に
よ
っ
て
二
三
名
の
名
を
暴
げ
て
い
る
。

@

張
浩

「
五
四
時
期
武
漢
地
区
的
工
人
運
動
」
(
『
五
四
運
動
四
億
録
』

下
)
。
な
お
長
沙
文
化
書
祉
の
代
表
も
こ
れ
に
参
加
し
た
と
い
う
。
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⑫
共
存
社
員
の
張
浩
(
林
育
英
〉
は
指
名
さ
れ
て
上
海
の
日
商
×
×
染
織

工
廠
に
工
人
と
し
て
入
り
、
や
が
て
利
群
毛
巾
廠
に
錆
っ
た
が
、
お
そ
ら

く
技
術
習
得
の
た
め
で
あ
っ
た
。
都
市
小
工
業
を
設
展
さ
せ
る
計
重
だ
っ

た
の
で
あ
る
(
同
註
@)。

。
河
南
信
陽
的
地
方
、
有
一

筆
款
子
、
可
以
議
我
何
創
緋
中
準
。
我
想
同

一
般
理
想
相
同
而
向
上
了
解
的
朋
友
、
下
半
年
起
餅
着
去
幹
(
同
註
③
)
。

我
要
我
理
想
相
同
的
朋
友
到
柳
林
後
、
柑
情
主
ハ
歩
駿
、
成
横
除
的
関
歩
走

(
代
英
致
放
春
、
一
九
一
二
年
六
月
九
日
附

『少
年
中
園
』
三
巻
五
期

「
舎
員
通
訊
」
)
。

⑬
夜
行
日
附
は
六
月
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
『
少
年
中
園
』
の
夜
行
は

て

二
カ
月
遅
れ
気
味
だ
っ
た
。

⑮
穣
梧
老
人
『
二
七
回
憶
録
』
一
九
五
七
。

⑬

向
註
⑥。

⑫

代
英
「
答
醒
御
週
報
三
十
二
期
的
質
難
」
(
『
中
園
青
年
』
八
二
期
、
民

園
一
四
年
七
月
一
八
日
)
。

⑬
『
東
方
雑
誌
』
一
九
谷
一
四
競
「
時
事
日
誌
」
民
圏
一
一
年
六
月
一
一一一

自
候
。

⑫

奥
玉
章

「
四
億
五
四
前
後
我
的
思
想
純
愛
」
(
『
五
四
運
動
回
憶
録
』

上
)
。

③
秦
徳
君
「
回
憶
李
大
剣
郵
中
夏
悔
代
英
」
(
同
前
書
上
)
、
新
崇
素
「
回

憶
五
四
時
期
四
川
的
幾
個
革
命
先
烈
」
(
同
前
書
下〉
。

@
李
昂
『
紅
色
舞
肇
』
(
嘗
代
史
料
)
一
九
四
一
。
俸
代
英
が
一
九
二
七

年
、
武
漢
政
府
時
代
、
多
く
の
要
職
を
粂
ね
、
六

O
O元
以
上
の
収
入
が

あ
っ
た
が
、

三

O
元
を
生
活
費
と
し
て
残
し
(
中
共
の
規
定
で
は
一
五

O

元
ま
で
)
、
他
は
全
額
中
共
に
上
納
し
た
と
い
う
。
刻
苦
節
倹
の
作
風
は

一
貫
し
て
愛
ら
な
か
っ
た
。
王
唯
廉
「
武
漢
時
代
的
共
黛
人
物
」
(『現
代

史
料
』
第
一
集
一
九
三
四
)
、
楊
新
華
「
惇
代
英
底
生
涯
」
(
向
上
書
第
四

集
)
な
ど
。

〔附
記
〕

稿
を
起
し
て
か
ら
秋
吉
久
紀
夫
「
悔
代
英
の
思
想
」
(
九
州
大
皐

『中
園

哲
皐
論
集
』
四
)
を
見
る
を
得
た
。
取
扱
う
問
題
は
ほ
と
ん
ど
重
な
ら
な
い

の
で
、
併
せ
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
、
北
京
圏
書
館
か
ら

は
『
少
年
中
園
』
二
巻
以
降
の
惇
代
英
の
論
文
、
書
簡
な
ど
の
マ
イ
ク
ロ

・

フ
ィ
ル
ム
を
い
た
だ
き
、
武
漢
大
間
学
歴
史
系
の
張
光
字
先
生
に
は
種
々
貴
重

な
御
教
示
を
得
た
。
誌
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

な
お
、
本
稿
の
大
綱
は
、
同
一
の
題
自
の
も
と
に
一
九
七
六
年
五
月
、
弘

前
大
撃
で
開
か
れ
た
東
北
中
園
皐
舎
で
愛
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
成
稿
が
遅

れ
た
こ
と
を
関
係
の
方
々
に
お
詑
び
し
た
い
。
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〔
追
記
〕

七
月
末
、
王
宗
華
・
張
光
{予

・
欧
陽
植
梁
「
五
四
時
期
俸
代
英
同
志
的
思

想
設
展
和
革
命
寅
践
」
(
『
武
漢
大
皐
皐
報
〈
哲
皐
祉
舎
科
皐
版
〉』

一
九
七
九

年
第
三
期
)
、
張
允
候
・
股
絞
舜
・
洪
清
群

・
王
雲
開

『
五
四
時
期
社
副
』

一
J
四
(
一
一
一
聯
書
広

一
九
七
九
年
四
月
〉
を
入
手
し
た
。
共
存
社
結
成
の
犬

舎
が
一

二

年
七
月
一
五
日
J
二
O
目
だ
っ
た
こ
と
、
そ
の
宗
旨
が
「
以
積
極

切
質
的
環
備
、
企
求
階
級
争
閥
、
努
農
政
治
的
寅
現
、
以
遠
到
園
滅
的
人
類

共
存
信
用
目
的
」
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
は
じ
め
、
補
足
し
-
訂
正
す
べ
き
こ
と

が
ら
は
少
く
な
い
が
、
幸
い
小
論
の
基
本
的
な
論
黙
に
は
蝿
変
更
の
必
要
は
な

か
っ
た
。
た
だ
私
の
惇
代
英
へ
の
関
心
は
い
や
増
す
ば
か
り
な
の
で
、
よ
り

充
貧
さ
せ
た
論
考
を
他
日
に
期
し
た
い
。



195 

附
録

惜
代
英
著
作
繋
年
目
録
二
九
一
五

i
一
九
二
三
〉
初
稿

各
掲
載
雑
誌
、
『
五
四
時
期
期
刊
介
紹
』
一
一
二
集
、
各
種
雑
誌
の

出
版
賢
告
文
な
ど
に
よ
っ
て
作
製
。
※
印
を
附
し
た
も
の
以
外
は
未

見
。
な
お
、
五
四
前
後
、
商
務
印
書
館
夜
行
の
『
皐
生
雑
誌
』
に
よ
く

投
稿
し
た
と
い
う
が
、
確
か
め
る
す
べ
が
な
か
っ
た
。

雑

誌

名

巻

競

・

年

月

日

一
九
一
五
年

※
「
文
明
輿
道
徳
」

東

方

雑

誌

一ロ
巻
ロ
競

一
九
一
六
年

※
「
家
庭
教
育
論
」

婦

女

雑

誌

一
九
一
七
年

※※※※※※  
---， r --， ---， ---，究「
経結論美和一物
験婚信園卒ど質
奥問仰元損 貧
知題」老失 在
識之院輿論
」研議戟(
客員争哲

之損 皐
健失 問
康」 題
」之
(誇n 研

東 東新東東 新

青

年
一3
巻
1
続

方

雑

誌

一弘
巻
4
抜

方

雑

誌

一M
巻
6
披

青

年

一3
巻
5
続

方

雑

誌

一比
巻
7
競

方

雑

誌

一比
巻
叩
競

一
九
一
八
年

12 
月

20 

11 
月

3 
月

10 7 7 6 4 
月 月月月月

「
武
昌
工
皐
互
助
園
組
織
大
綱
」

一皐
燈
(
時
事
新
一

(
陳
昭
彦
、
陳
時
、
梁
空
と
連
名
)
一
報
副
刊
)
一

※
「
懐
疑
論
」

一少

年

中

圏

一1
巻
目
競

「
敬
告
高
等
師
範
数
職
員
及
皐
一少

年

世

界

一1
巻
4
競

生
」

※
「
駁
楊
放
春
非
児
童
公
育
L
T

「
金
銭
輿
工
作
」

「
武
昌
来
画
日

寅
現
生
活
」

「
向
上
」

「
民
男
子
」

(小
説
)

一
九
一
九
年

※ 
一寸 ー寸 ー寸 ---， 

共枕駁街
向上不 生
生的孝之
活感有嬰
的想三児
祉」無町官
舎(後字L
服小魚法
務設大」
L '-" L (誇)

一
九
ニ

O
年

※
「
致
皐
曾
同
人
」
(
舎
員
逼
訊
)
一少

年

※
「
致
全
健
同
志
」
(
曾
員
通
訊
〉

一少

年

※
「
致
夏
敬
隆
」
(
曾
員
通
訊
)

一少

年

※
「
再
駁
楊
数
春
非
児
童
公
育
」

T
一皐

「
中
間
学
英
文
数
授
桐
明
議
」

端端努

風風(動

端端端東

方

雑

誌

一時
巻
3
続

風
一

2
続

風
一

2
競

風
一

2
披

塁手塁手

燈燈

4
月
四
日

4
月
幻
日

幻
日

中
圏
一
1
谷
口
競

5
月

中

圏

一1
巻
U
競

5
月

中

園

一1
各
ロ
競

6
月

燈

十

6
月
6
日

一

日

l
M
日

一

p
o
i
l
-
可

i

コ」

一

T
ム

n
L
E
E
F

教

育

一
ω巻
1
競

7
月

中

華

114  
続続競

- 37ー

12 12 6 
月月月

12 12 12 3 
月月月月

2
月
2
日

4 4 
月月



一少

年

中

園

一2
を
1
競

7
月

一健
悟
(
民
園
日

8
月
川
口
日

一報
副
刊
)

一

※
「
美
園
人
封
於
早
婚
之
意
見
」

一東

方

雑

誌

一門u
t
宮
崎
放

8
月

「婦

女

之

弱

」

少

年

世

界

一1
巻
8
競

8
月

※
「
美
園
人
針
於
早
婚
之
意
見
」

慌

東

方

雑

誌

一口
谷
げ
競

9
月

※
「
窓
様
創
造
少
年
中
薗
'一

下

一少

年

中

園

-2
巻
3
競

9
月

「
編
輯
中
皐
教
科
書
的
先
決
問
一中
華
教
育
界
一日
巻
3
競

9
月

題
L

一

一

円?
v

「
革
命
的
慣
値
」

一同

学

熔

↑

凶
月
刊
日

※
「
英
哲
溺
士
論
家
庭
的
起
源
」

一東

方

雑

誌

一口
谷
悶
放

m月

※

3
4
5
宮
前
士
論
家
庭
的
起
源一
」
抱
一東

方

雑

誌

一げ
取を
初
放

m
月

※
「
論
社
舎
主
義
」

一少

年

中

図

一2
巻
5
時抗

日
月

「
見
送
公
育
教
育
上
的
債
値
」

一中
華
数
育
界
一
ω巻
6
競

伊
寸

一少

年

中

園

一2
各
7
競

1
月

一少

年

中

圏

一2
各
8
放

2

月

一少

年

中

園

一2
巻
9
競

3
月

一廷

…

湖

↑

1
披

5
月

一少

年

中

薗

一2
巻
ロ
鋭

6
月

一少

年

中

圏

一3
谷
5
腕

ロ

月

一線

一

悟

一

ロ
月
幻

-m日

一少

年

中

園

喜
一

196 

※
「
忽
様
創
溢
少
年
中
園
」

上

「大
家
魚
児
童
公
脊
努
力
」

一
九
一
一
一
年

※
「
少
年
中
園
祭
曾
的
問
題
」

※
「
我
的
宗
教
槻
」

※
「
致
仁
静
」
(
禽
員
通
訊
)

「
致
津
民

・
語
何
十
」
(
書
館
)

※
「
致
光
-
析
」
(
曾
員
通
訊
)

※
「
致
数
春
」
(
禽
員
通
訊
)

「
投
法
格
論
古
代
共
産
制
」

一
九
二
二
年

「
致
鐙
健
」

期

5 
月

※※※※ 九 ※※
--， --，響「員-， ... -， --， ニ 「解 「
時;'&L..婦逼致致牧育 三 民L..i言
論様 女訊演存拾年 年 治 少
的才解)存統時 輿 運 年
謀是放 、」局偶 動 中
黒占好 運 守 的像 」 園
」人動常一」 怠

」 的、個五

I 白仲提 亘
来稔議 ロ1
和L.. L..人

其，.... ;1隼
影舎 一

東中事婦 少先少策 東 少舎少曾
新女 員年員

方園報週年年 方年通中 ji
雑青副報中中 雑中 iE国iE

干1]" 啄宇深
誌年〉時園駆園 悟 誌園舎

20 4 4 19 3 
~ 巻巻 f住宅
22 1 7 23 3 18 11 
続続 10 続放競 2 続 放

月 月
10 9 7 5 
日月月日

「
致
放
春
」

水
準
燈
却
年
1
月
幻
放
が
梼
載
。

日
続
が
穂
載
。

ー

中

園

青

年

説
、
譲
者
通
信
な
ど
に
執
筆
。

T

解
放
輿
改
造
2
巻
目

・

(
週
刊
)
に
は
以
後
、
-
得
税
論

1 
期

- 38ー

5 
月

6 
月

9 
月

11 10 
月月



Idealism in the May Fourth Period: the Case of

　　　　

Yun Tai-ying 憚代英(1895-1931)

　　　　　　　　　

ＯｎｏＳhiｎii

　　

The guiding spirit of the New Culture Movement was idealism.

ぺA^iththis as their source　of　inspiration, the　Chinese　intelligentsia not

only could break away from the closed situation following the Hsin-hai

Revolution

　

but

　

also

　

came

　

to

　

relate

　

the resurgence　of　China to　the

remaking of the world.

　　

Under the influence of the New Culture Movement, ａ number of

groups professing to　carry out an　ethical revolution　with the　aim　of

restructuring the national　character sprang　up　in　various　parts of the

country. 0f them, the Mutual Preservation Society 互助註of Wu-ch'ang

武昌had the importance often compared with that of the New People's

Study Society 新民學會, founded by Mao Tse-tung in Ch'ang･sha 長沙.

The

　

central

　

figure

　

of this group was Yun Tai-ying, whose blend of

anarchism and patriotism enjoyed wide in丑uence among the　students of

Wu-ch'ang.

　　

The success of the May Fourth Movement further deepened the

idealists' conviction. Inspired by the New Village Movement in Japan,

they set up in both cities and the countryside communes based on comm-

unistic principles, hoping them to serve as models for the new society･

The extremely idealistic nature of this movement, which came to be called

the Work-Study 工讃互助Movement, however, soon forced it to collapse.

And this in turn enabled the Ｍａｒχists'assertion that no partial improve-

ment could be achieved without the total restructuring of the　society to

make easier headway among the revolutionary intelligentsia.

　　

Yiin Tai-ying, however, stubbornly clung to the ideals of the move-

ment. With the young people he taught, he　endeavoured strenuously to

maintain the communal life by operating ａ bookshop and ａ small factory

in Wu-ch'ang　and　managing　ａ　primary　school　in　the countryside of

Hu-pei湖北. To him, the communal life was more than ａ mere model

for the new society. It was the base from which the struggle for the new

society could start。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



　　

Yiin

　

was

　

convinced

　

that class struggle　could　not realise　thetrue

socialism, which he feltshould be based upon mutual help and selflessness.

For this reason, he opposed the forming of the Chinese Communist Party.

His endeavour, however, would not continue long. Facing with mounting

economic difficultiesand the suppression of reformed education by warlords,

he came to admit the unrealisticnature of his line.In the spring of 1922

he accepted the argument of Lin Yii-nan林育南, member of his group,

and dissolved the group. The members then joined individually the CCP

or the SocialistYouth League. Yun himself became a leading member of

the CCP and went on to play an important role　in directing the youth

movement and managing the cooperation with the Kuomimtang. He also

distinguished himself as a brilliantpropagandist｡

　　

In the half-feudal.half-colonialChina socialism was ａ task for tomo-

rrow, and communism nothing more than ａ remote ideal. In such circu-

mstances the revolutionary intelligentsiaof the May Fouth generation

broke away from the　ｐｅtit-hoｕｒｇｅｏｉｓieidealism and embarked on the

ｌｏｎｇｍａｒchto revolution. Yiin Tai-ying too was one of them.

The View on Scholar-Officials士人of the New Five

　　　　　　

Dynasties History 五代史記

　　　　　　　　

Ｋｏｂａ:ｙａｓｈｉＹｏｓhihiｒｏ

　　

This paper examines the view on scholar-officials seen　in the　ＮＣＴＯ

Ｆ沁ｅＤ-ｙ　ｎａｓtieｓHiｓtｏｒｙ，compiled by Ou-yang Hsiu 欧陽脩(1007-1072).

　　

The “Biographies of Those Died for Principles” 死節傅and “Biogra-

phies of Those Died Loyal” 死事傅are the two main places in the book

where its view on scholar-o伍cials is ｅχpressed. One can see from this

that the attitude towards death was the chief concern for the　author　in

considering scholar-officials.Nevertheless, since the conduct while　alive

very much determines also the attitude towards death, the question ｒｅａ!1ｙ

centers on the way of life. And as ａ way of befitting scholar-0伍cials,

ｒightｅｏｕｓｎｅｓｓ義was being pointed out. This was ａ concept evolved

around the same time ａｓloｙalり忠and filial pieり孝, and embodied the

belief that one's code of conduct should be based upon　independence｡
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