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川
喜
久
子
氏
の
書
評
に
答
え
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|
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史
と
思
想
』

に
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い
す
る
|
|
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本
誌
お
巻
4
践
に
拙
著
『
太
卒
天
国
革
命
の
歴
史
と
思
想
』
に
つ
い
て
、
西

川
喜
久
子
氏
の
紹
介
・
批
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
一
讃
し
て
始
め
か
ら
彩
い
ま

で
、
承
服
し
難
い
て
ん
が
お
び
た
だ
し
く
あ
る
の
で
、
こ
の
一
文
を
草
し
た
。

以
下
氏
の
行
文
に
則
し
つ
つ
、
思
う
所
を
の
べ
た
い
。
な
お
引
用
文
献
に
附

し
た
傍
黙
は
筆
者
(
小
島
〉
に
よ
る
。
ま
ず
冒
頭
、
氏
は
「
本
書
は
小
島
氏
が

過
去
二
十
年
開
に
裂
表
さ
れ
た
、
太
卒
天
国
を
中
心
と
す
る
諸
論
文
を
集
め
た

も
の
」
と
し
、
つ
づ
け
て
「
た
だ
し
、
既
設
表
の
論
文
の
す
べ
て
で
は
な
く
、

『
太
卒
天
国
の
思
想
』
(
『
講
座
近
代
ア
ジ
ア
思
想
史
』

I

弘
文
堂
、
一
九
六

O
年
)
及
び
『
太
卒
天
国
』
(
『
世
界
歴
史
』
日
筑
摩
書
房
、
一
九
六
一
年
)

は
本
書
に
校
録
さ
れ
て
い
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

だ
が
私
は
、
本
書
「
ま
え
が
き
」
の
最
初
の
部
分
に
、
は
っ
き
り
こ
う
書
い

て
い
る
。

「
こ
こ
十
二
、
三
年
の
聞
に
書
い
た
も
の
に
、
最
低
限
必
要
と
考
え
た
も
の

を
若
干
書
き
加
え
て
:
:
:
『
太
卒
天
国
革
命
の
歴
史
と
思
想
』
と
い
う
書
名
で

出
版
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
」
と
。
い
ず
れ
総
括
す
る
が
、
一
九
六

O
年
な
か

ぽ
以
前
に
書
い
た
も
の
、
と
く
に
「
太
卒
天
国
の
思
想
」
は
、
上
帝
数
と
地
上

の
革
命
と
の
結
び
つ
き
に
か
ん
し
、
史
料
上
、
ま
た
史
料
を
解
蝿
拝
す
る
上
で
の

重
大
な
制
約
下
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
「
十
二
、
三
年
聞
に
書
い
た
も
の
」
と

し
た
の
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
を
勝
手
に
「
過
去
二
十
年

聞
に
:
:
:
」
と
曲
解
し
、
二
十
年
前
に
書
い
た
も
の
と
、
こ
の
書
に
枚
め
た
も

の
と
の
ち
が
い
を
総
括
し
て
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
以
て
、
「
研
究
者
の
と

る
べ
き
態
度
」
を
う
ん
ぬ
ん
さ
れ
た
の
で
は
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た

だ
し
本
書
に
は
例
外
的
に
、
一
九
五
九
年
に
『
歴
史
評
論
』
に
書
い
た
、
省
時

の
中
闘
に
お
け
る
研
究
動
向
を
紹
介
し
た
文
章
一
篇
を
枚
め
て
い
る
。
こ
れ
は

中
園
で
の
太
卒
天
国
研
究
を
歴
史
的
に
ふ
り
か
え
る
の
に
有
数
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
が
、
氏
が
敢
で
し
た
よ
う
な
「
曲
解
」
を
許
さ
ぬ
た
め
に
は
、
こ
の
例

外
に
つ
い
て
一
言
ふ
れ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

つ
ぎ
に
第
一
部
「
農
民
革
命
の
思
想
」
に
つ
い
て
、
氏
が
呈
し
た
二
つ
の
疑

問
に
つ
い
て
答
え
た
い
。
氏
は
内
容
を
氏
な
り
に
要
約
し
て
紹
介
し
た
の
ち
、

ま
ず
次
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

「
ま
ず
一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
異
端
宗
数
結
社
が
『
下
積
み
の
民
衆
』
を

主
た
る
構
成
員
と
し
た
と
い
わ
れ
、
し
か
し
『
民
衆
を
主
た
る
構
成
員
と
し
た

こ
と
は
、
か
れ
ら
が
組
織
の
主
慢
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
』
と
し
て
い

る
が
、
一
方
で
ま
た
、
民
間
宗
数
結
祉
の
濁
自
性
が
『
結
祉
の
成
員
の
階
層
、

そ
の
生
活
様
式
や
感
情
の
ち
が
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
結

祉
の
濁
自
性
を
規
定
す
る
も
の
は
主
と
し
て
ま
ず
結
社
の
主
程
で
あ
り
、
主
慢

で
な
い
者
が
濁
自
性
を
規
定
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

こ
れ
は
ま
た
甚
だ
見
嘗
外
れ
な
疑
問
だ
。

ま
ず
、
「
結
祉
の
主
鐙
」
う
ん
ぬ
ん
に
か
か
わ
る
私
の
原
文
を
あ
げ
る
。
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「
『
下
積
み
の
民
衆
』
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
れ
ら
が
組

織
の
主
鐙
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
か
れ
ら
み
ず
か
ら
が
、
直
接
、
主
鐙

的
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
と
同
じ
で
は
な

い
。
一
般
的
に
非
日
常
的
な
『
異
兆
』
な
い
し
能
力
(
多
く
の
場
合
は
呪
術
に

よ
る
治
病
な
ど
〉
に
よ
っ
て
、
奇
蹟
的
な
権
能
を
、
天
・
上
帝
・
鴻
紡
併
な
ど

か
ら
賦
興
せ
ら
れ
た
(
と
信
じ
ら
れ
た
)
も
の
、
す
な
わ
ち
カ
リ
ス
マ
の
様
威

に
依
鎖
し
て
、
彼
を
頂
黙
と
し
て
形
成
さ
れ
た
」
(
四
三
頁
)
と
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
組
織
に
民
衆
の
生
活
に
根

ざ
し
た
願
望
が
さ
ま
ざ
ま
に
屈
折
し
つ
つ
投
影
さ
れ
る
の
は
蛍
然
だ
ろ
う
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
民
開
宗
数
結
社
が
存
績
、
時
に
繍
大
し
、
民
衆
反
鋭
の
組
織
に

帥
開
化
す
る
と
い
う
こ
と
自
慢
あ
り
得
な
い
。
ま
た
私
た
ち
が
中
園
の
民
間
宗
数

結
祉
の
研
究
を
、
民
衆
思
想
、
民
衆
運
動
の
研
究
と
し
て
行
う
意
味
が
な
い
だ

ろ
う
。西

川
氏
が

「結
祉
の
濁
自
性
を
規
定
す
る
も
の
は
、
主
と
し
て
ま
ず
結
祉
の

主
堕
で
あ
り
」
と
い
う
場
合
の

「主
鐙
」
と
は
、
私
の
こ
の
文
脈
で
の
そ
れ
と

同
じ
な
の
か
ど
う
か
、
そ
の
て
ん
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
が
「
結
社
の

濁
自
性
を
ま
ず
規
定
す
る
L

と
い
う
氏
自
身
の
主
張
を
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た

、。、
LV

つ
ぎ
に
「
結
祉
の
濁
自
性
」
に
か
ん
し
て
の
ベ
た
私
の
原
文
を
あ
げ
る
。

「
か
く
鐙
制
の
〈
額
数
〉
と
し
て
の
地
位
を
輿
え
ら
れ
た
(
元
代
の
)
白
蓮

数
と
、
四
澗
勅
数

・
明
数
と
融
合
し
つ
つ
元
の
苛
酷
な
呉
氏
族
支
配
に
苦
し
む
民

衆
の
中
に
ひ
ろ
が
り
、
や
が
て
韓
山
童

・
劉
一
崎
通
の
〈
紅
巾
の
税
〉
と
し
て
爆

裂
す
る
に
至
る
白
蓮
教
と
、
数
義
の
上
で
差
異
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
経
典
に
あ
ら
わ
れ
た
数
義
そ
の
も
の
の
ち

が
い
で
あ
る
よ
り
は
、
そ
の
組
織
の
成
員
の
階
層
の
ち
が
い
、
こ
れ
に
制
約
さ

れ
た
組
織
の
在
り
方
ゃ
、
現
貧
の
も
ろ
も
ろ
の
行
動
の
あ
り
方
の
ち
が
い
と
し

て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
(
二

O
頁
)
。
つ
づ
い
て
こ
れ
を

受
け
て
「
中
間
に
お
け
る
異
端
宗
数
の
特
質
」
を
要
約
し
た
部
分
の
第
二
項
に

こ
う
し
る
し
た
。

「
第
二
に
、
そ
れ
は
太
卒
天
国
に
お
け
る
奔
上
帝
数
を
例
外
と
し
て
、
合
法

的
地
位
を
み
と
め
ら
れ
た
宗
数
が
、
民
衆
の
中
に
ひ
ろ
が
る
に
つ
れ
、
そ
れ
と

は
こ
と
な
っ
た
色
合
い
を
も
っ
濁
自
の
民
間
宗
教
な
い
し
そ
の
数
固
と
し
て
形

成
さ
れ
た
(
明
数

・
菊
勤
数

・
白
蓮
教
な
ど
)
。
そ
の
濁
自
性
は
敬
義
そ
の
も

の
よ
り
も
、
結
社
の
成
員
の
階
層
、
そ
の
生
活
様
式
や
感
情
の
ち
が
い
に
も
と

つ
く
、
組
織
の
あ
り
方
や
、
現
賓
の
行
動
様
式
の
ち
が
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
逆
に
民
衆
の
開
で
邪
教
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
が
、
支

配
的
勢
力
に
う
け
い
れ
ら
れ
、
値
制
内
で
合
法
的
地
位
を
輿
え
ら
れ
、
さ
ら
に

は
支
配
的
地
位
を
占
め
る
に
至
る
場
合
も
み
ら
れ
た
〈
五
斗
米
道
↓
道
教
の
場

合
。
元
代
に
お
け
る
一
時
期
の
白
蓮
数
な
ど
)
。
そ
の
場
合
も
、
そ
の
宗
教
の

全
鐙
と
し
て
の
性
格
に

一
定
の
愛
化
が
あ
ら
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
数
義
自

佳
の
質
的
襲
化
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
」
(
二
O
|一
一
一
頁
)
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
一
に
民
間
宗
数
結
社

一
般
の
濁
自
性
を
の
べ
た
の
で

は
な
く
、
支
配
勢
力
に
受
け
い
れ
ら
れ
、
保
護
さ
れ
た
宗
教

(
A
〉
が
民
閲
に

流
布
し
て
異
端
化
す
る
形
で
存
在
し
た
宗
教
、
な
い
し
そ
の
数
圏
(
B

)

の
濁

自
性
を
の
べ
た
も
の
だ
。
第
二
に
し
か
も
B
の
濁
自
性
一
般
で
は
な
く
、
A
に

た
い
す
る

B
の
濁
自
性
〈
ち
が
い
と
い
っ
て
も
よ
い
〉
に
つ
い
て
の
べ
た
の

だ
。
こ
れ
は
普
通
の
讃
解
力
を
も
っ
人
な
ら
容
易
に
分
る
は
ず
だ
。
だ
が
西
川

氏
は
全
鎧
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
二
重
の

一
般
化
を
や
る
。
ま
ず
「
(
小
島

は
)

一
方
で
ま
た
民
間
宗
数
結
祉
の
濁
自
性
が
『
結
祉
の
成
員
の
階
層
、
そ
の

生
活
様
式
や
感
情
の
ち
が
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
』

と
の
べ
て
い
る
」
と
、
さ
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な
が
ら
私
が
民
間
宗
致
結
社
の
濁
自
性
一
般
に
つ
い
て
の
べ
た
か
の
よ
う
に
解

し
た
の
ち
、
さ
き
の
拙
文
中
の

「
そ
の
組
織
の
成
員
の
階
層
の
ち
が
い
、
こ
れ

に
制
約
さ
れ
た
組
織
の
在
り
方
や
:
:
:
」
の
部
分
を
、
断
章
取
義
的
に
取
り
出

し
て
、
「
(
結
社
の
〉
主
鐙
で
な
い
も
の
が
濁
自
性
を
規
定
す
る
と
い
う
の
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
甚
だ
見
嘗
は
ず
れ
な
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
と
も
、

氏
は
か
た
や
皇
族
、
貴
族
な
ど
を
成
員
と
す
る
十
四
世
紀
前
半
の
「
白
蓮
堂
」

と
、
や
が
て
〈
紅
巾
の
飢
〉
と
し
て
爆
裂
す
る
民
閲
に
ひ
ろ
が
っ
た
「
白
蓮

数
」
と
の
あ
い
だ
に
「
成
員
の
階
層
や
、
生
活
様
式
、
感
情
の
ち
が
い
」
に
も

と
づ
く
「
組
織
の
あ
り
方
や
現
賓
の
行
動
様
式
の
ち
が
い
」
な
ど
な
い
と
、
思

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
氏
は
、
私
が
上
帝
敬
、
上
帝
舎
を
ふ
く
む
民
間
宗
教
結
社
一
般
の
濁

自
性
に
つ
い
て
の
べ
た
と
解
し
た
の
か
、
「
こ
の
濁
自
性
は
上
帝
曾
の
成
員
|

小
島
氏
に
よ
れ
ば
『
寒
苦
』
の
『
客
家
』
な
ら
び
に
少
数
民
族
の
貧
農
|
の
階

層
、
そ
の
生
活
様
式
や
感
情
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

と
問
う
て
い
る
。
御
自
身
で
答
え
ら
れ
た
ら
い
か
が
か
、
と
言
う
ほ
か
な
い
。

こ
れ
に
つ
づ
け
て
氏
は
、
「
第
一

章
と
第
二
章
で
は
上
帝
曾
の
特
質
に
つ
い

て
の
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
黙
は
後
述
す
る
」
と
し
て
、
金
鍾
の

末
尾
に
近
い
部
分
で
、
二
十
年
前
に
私
が
書
い
た
「
太
卒
天
国
の
思
想
」
以
来

の
上
帝
禽
の
特
質
に
つ
い
て
の
私
の
把
握
の
愛
化
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
し
て

い
る
。「上

帝
倉
、

上
帝
教
の
特
質
と
し
て
、
禁
欲
主
義
の
指
摘
が

一
貫
し
て
い
る

ほ
か
は
、
『
受
命
』
の
意
義
の
強
調
↓
『
受
命
』
の
意
義
と
あ
わ
せ
て
統
一
性
、

集
中
性
、
原
理
と
し
て
の
開
放
性
の
意
義
の
強
調
と
、
そ
の
都
度
、
重
貼
の
お

き
ど
こ
ろ
が
祭
っ
て
き
て
い
る
。
と
く
に
最
後
の
偶
像
否
定
の
意
義
の
強
調

は
、
太
卒
天
国
の
思
想
に
つ
い
て
小
島
氏
が
従
来
書
い
て
こ
ら
れ
た
も
の
と
は

異
質
の
感
が
つ
よ
い
」
と
し
て
、
私
の
研
究
方
法
へ
の
批
剣
に
つ
な
げ
て
い

る
。
こ
の
部
分
を
含
む
末
段
全
鐙
に
つ
い
て
は
、
い
づ
れ
答
え
さ
せ
て
い
た
だ

く
。
ま
た
上
帝
敬
と
革
命
の
関
連
、
と
く
に
そ
の
偶
像
破
壕
運
動
の
意
義
に
つ

い
て
の
把
握
が
、
本
書
第
一
部
第
二
章
の
よ
う
な
内
容
に
到
達
す
る
に
は
、

曲
折
し
た
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
は
承
認
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
た
だ
、
第
一

部
第
一
章
で
は
、
上
帝
曾
の
特
質
一
般
で
は
な
く
、
そ
の
組
織
上
の
特
質
が
以

後
の
運
動
の
褒
展
に
も
っ
た
意
義
を
、
他
の
結
社
と
の
謝
比
に
お
い
て
、
い
わ

ば
卒
面
的
に
の
べ
た
の
に
た
い
し
、
第
二
章
で
は
運
動
の
初
期
の
展
開
過
程
に

則
し
つ
つ
、
上
帝
舎
を
し
て
上
帝
舎
た
ら
し
め
た
も
の
は
何
か
、
と
い
う
問
題

を
論
じ
た
も
の
で
、
位
相
を
こ
と
に
す
る
テ
l

マ
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
け

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

つ
ぎ
に
第
二
部
「
太
卒
天
国
史
の
諸
問
題
」
に
寄
せ
ら
れ
た
疑
問
、
批
削
刊
に

順
衣
答
え
た
い
。

(

1

)

第
一
章
「
十
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
農
民
闘
争
と
太
卒
天
国
」
に
か
ん

し
て
。ま

ず
湖
南
・
湖
北
雨
省
に
お
こ
っ
た
大
抗
糧
暴
動
に
共
通
す
る
僚
件
と
し
て

私
が
あ
げ
た
三
項
目
の
う
ち
の
第
一
項
に
か
ん
し
、
氏
は
「
土
地
の
生
産
性
が

低
い
山
閲
部
な
い
し
透
境
地
帯
で
あ
る
こ
と
」
と
私
の
論
旨
を
要
約
し
た
の

ち
、
「
山
間
部
、
透
境
地
智
と
い
う
地
理
的
篠
件
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
形
態
、

階
級
関
係
を
一
義
的
に
規
定
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
、

「
生
産
性
の
低
い
山
間
部
、
遺
境
地
僧
で
も
」
、
例
え
ば
桂
卒
師
燃
や
庚
東
省
従

化
豚
の
楢
域
豚
と
の
豚
境
地
帯
で
、
地
主
の
土
地
所
有
が
進
ん
で
い
た
り
、
あ

る
い
は
佃
戸
の
「
頑
梗
、
彪
租
遁
課
」
が
あ
る
こ
と
を
反
誼
と
し
て
あ
げ
、
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「
土
地
所
有
形
態
、
階
級
関
係
は
土
地
の
生
産
性
の
高
低
の
み
な
ら
ず
、
商
品

経
済
の
浸
透
度
、
こ
れ
と
関
連
し
て
俊
民
の
副
業
の
あ
り
方
に
規
制
さ
れ
る
」

と
書
い
て
い
る
。
だ
が
私
の
原
文
は
こ
う
だ
。

「
第
一
黙
は
い
づ
れ
も
山
地
が
多
く
て
、
田
が
少
な
く
、
も
し
く
は
土
地
の

生
産
性
が
低
く
て
米
の
自
給
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
山
開
部
な
い
し
透
境
に

愛
生
し
て
い
る
」
と
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
無
限
定
に
「
山
開
部
な
い
し
透
境
地
帯
」
と
い
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
一
で
す
で
に
示
し
、
ま
た
の
ち
に
も
し
ば
し
ば
そ
う
な
の
だ
が
、

西
川
氏
は
筆
者
が
必
要
不
可
依
と
考
え
て
付
興
し
て
い
る
限
定
候
件
を
、
い
と

も
あ
っ
さ
り
無
視
し
て
、

筆
者
の
含
意
と
は
こ
と
な
っ
た
内
容
に
襲
え
て
し
ま

う
。
こ
の
個
別
性
を
軽
視
な
い
し
無
視
し
て
、
短
絡
的
に
一
般
化
す
る
の
が
、

氏
の
思
考
方
法
の
特
徴
と
私
は
思
う
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
こ
の
限
定
の

有
無
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。
「
田
が
少
な
く
」
、
も
し
く

は
「
土
地
の
生
産
性
が
低
く
て
」
「
飯
米
が
自
給
で
き
な
い
」
か
ら
こ
そ
、
こ

れ
ら
の
地
域
の
直
接
生
産
者
H
自
作
、
自
小
作
、
小
作
、
そ
れ
に
恐
ら
く
は
郷

居
手
作
り
地
主
も
、
と
く
に
十
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
各
地
域
の
傑
件
に
臨
応

じ
た
商
品
生
産
、
例
え
ば
莱
陽
の
土
布
、
安
化
、
崇
陽
の
茶
な
ど
の
生
産
や
、

運
輸
労
働
や
小
行
商
な
ど
の
副
業
に
従
事
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
貨
幣

で
飯
米
を
買
い
、
土
地
税
を
納
め
る
。
だ
か
ら
こ
そ
銀
債
騰
貴
や
浮
枚
を
つ
う

じ
て
加
重
さ
れ
た
銭
糧
が
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
切
貧
な
問
題
に
な
る
の
だ
。

こ
の
商
品
生
産
は
、

首
然
こ
う
い
う
地
域
に
固
有
の
階
級
分
化
、
土
地
所
有
関

係
の
獲
化
を
も
た
ら
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
こ
れ
を
検
設
す
る
た
め
の
史

料
を
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
故
重
田
徳
氏
の
研
究
に
依
捜
し
て
、
「
か

か
る
商
品
生
産
の
裂
展
は
重
田
氏
の
い
わ
れ
る
如
く
、
嘗
然
家
父
長
制
的
遺
制

を
掘
り
崩
し
、
地
主
・
佃
戸
の
樹
立
を
願
在
化
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
さ
き
に

あ
げ
た
同
治
『
崇
陽
豚
志』

に
『
践
に
緩
縫
な
か
ら
ず
、
故
に
貧
戸
遜
租
な
か

ら
ず
』
と
あ
る
の
は
、
単
に
天
災
の
故
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
書
く
に

と
ど
め
た
。

つ
い
で
「
郷
居
地
主
と
思
わ
れ
る
も
の
が
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
」
と

い
う
こ
の
地
域
の
大
抗
糧
暴
動
の
第
三
の
共
通
黙
に
関
連
し
て
、
「
そ
の
篠
件

の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
自
作
な
い
し
自
小
作
、
す
な
わ
ち
賦
税

を
に
な
う
零
細
な
直
接
生
産
者
が
、
村
落
内
で
高
い
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
地
主

・
佃
戸
関
係
に
お
い
て
家
父
長

制
的
遺
制
の
残
存
を
必
然
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
前
者
の
物
質
的

基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
生
産
力
の
低
さ
は
、
同
時
に
地
主
H
H
佃
戸
関
係
H
H
地
主

的
土
地
所
有
の
一
般
的
支
配
的
形
成
を
困
難
に
す
る
要
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
」
と
書
き
、
そ
の
例
設
と
し
て
後
述
す
る
左
宗
裳
の
「
賀
熊
農
あ
て
書
簡
」

と
、
一
九
三
五
年
刊
『
中
園
経
済
年
鑑
(
第
二
年
)
』
の
佃
戸
、
自
小
作
、
自

作
の
比
率
を
示
す
統
計
表
を
使
っ
た
。
ま
た
卒
地
で
あ
っ
て
も
、
「
土
地
の
生

産
性
が
低
い
」
と
い
う
際
件
を
共
通
に
も
っ
た
地
域
で
は
、
同
様
な
抗
糧
暴
動

が
起
っ
て
い
る
こ
と
を
山
東
や
河
南
の
例
で
示
し
た
。

こ
れ
に
た
い
し
、
西
川
氏
は
ま
ず
「
生
産
性
の
低
い
、
山
開
部
、
透
境
地
帯

で
も
、
た
と
え
ば
鹿
西
省
桂
一
や
豚
で
は
『
豚
内
近
山
之
田
、
出
於
自
耕
者
、
健

武
卒
甫
里
等
庭
而
己
、
山
閲
佃
衆
回
稀
、
供
不
及
求
』
〈
民
園
重
修
『
桂
卒
豚

志
』
巻
二
八
1

二
九
の
謀
〉
と
あ
り
、
山
間
部
で
地
主
の
土
地
所
有
が
進
ん
で

い
る
こ
と
を
知
り
得
る
:
:
:
」
と
し
て
「
山
間
部
、
迭
境
地
帯
と
い
う
地
理
的

保
件
に
よ
っ
て
・
:
」
と
書
い
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
た
異
な
こ
と
だ
。
氏
は
つ
い
さ
き
ご
ろ
褒
表
さ
れ
た
論
文
「
庚
西

祉
舎
と
農
民
の
存
在
形
態
」
〈
『
講
座
中
園
近
現
代
史
』

I
)
の
中
で
、
こ
こ
に

氏
が
「
生
産
性
の
低
い
」
山
開
部
の
例
と
し
て
あ
げ
た
部
分
を
ふ
く
む
同
じ
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『
桂
卒
豚
志
』
巻
二
九
の
部
分
を
引
い
て
、
「
こ
れ
に
よ
る
と
山
関
部
即
ち
豚

南
都
の
三
都
五
秀
と
勝
江
以
北
の
宜
一
里
・
宜
二
塁
で
は
、
自
然
燦
件
に
恵
ま

れ
て
、
土
地
の
生
産
性
が
高
い
の
で
、
地
主
制
が
設
達
し
、
農
民
は
大
半
が
佃

戸
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

三
都
五
秀
や
宣

一
里
・
二
里
が
山
中
そ
の
も
の
で
は
な
く
山
震
に
位
置
し
た

と
い
う
こ
と
は
お
い
て
も
、
こ
れ
は
一
種
ど
う
し
た
こ
と
か
ノ
「
生
産
性
が
高

い
」
の
で
「
地
主
制
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
わ
ず
か
二
年
前
に
書
い
た
も
の

を
、
他
者
を
批
剣
す
る
時
に
は
「
生
産
性
の
低
い
」
山
地
で
も
地
主
制
が
成
立

し
得
る
根
擦
と
し
て
使
う
と
は
/
こ
れ
が
「
研
究
者
の
と
る
べ
き
態
度
」
な

の
だ
ろ
う
か
。
他
者
に
「
研
究
者
の
と
る
べ
き
態
度
」
を
あ
げ
つ
ら
う
「
研
究

者
」
の
、
「
と
る
べ
き
態
度
」
な
の
か
。

じ
っ
さ
い
『
桂
卒
豚
士
山
』
巻
二
九
の
記
述
は
、
む
し
ろ
私
の
推
定
を
裏
づ
け

て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
山
に
近
い
「
山
居
」
の
方
が
、
し

ば
し
ば
氾
濫
を
起
す
狭
い
河
川
に
遠
い
た
め
、
「
水
怠
」
も
な
く
、
「
山
下
出

泉
常
緑
不
澗
。
雨
則
山
上
流
水
蜜
曾
田
中
、
郁
郡
中
十
天
勝
於
卒
原
雨
日
之
骨
称
。

加
以
閉
堰
澗
渓
之
抱
瀬
而
無
皐
患
。
枯
草
腐
木
堆
積
在
山
、
随
雨
墜
因
。
故
土

深
泥
映
而
無
雨
情
患
。
因
是
本
徴
利
鑑
、
努
少
功
多
、
勤
者
盛
岡
雨
造
、
怠
者
一

造

己
足
」
と
い
う
土
地
生
産
性
の
高
い
地
域
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
其
田
多
魚
富
室

所
有
、
荷
鋤
扶
租
之
倫
、
大
牢
魚
富
人
之
佃
」
と
あ
る
よ
う
に
地
主
の
寄
生
的

土
地
所
有
が
支
配
的
に
な
り
得
た
。
こ
う
い
う
米
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
故
に
、

私
が
「
太
卒
天
固
と
農
民

(
I
)」
(
『
史
潮
』
関
銃
、

一
九
六
五
年
〉
で
、
西

川
氏
が
さ
き
の
論
文
で
よ
り
く
わ
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
地
方
の
商
業
を
支
配
す
る
慶
東
商
人
が
「
慶
東
産
の
綿
布
、
雑
貨
を
か
け
う

り
し
て
、
牧
穫
期
に
利
子
を
つ
け
て
米
を
回
牧
し
て
い
く
よ
う
な
や
り
方
で
農

民
を
枚
奪
し
、
土
地
を
か
き
集
め
た
」
(
「
太
卒
天
国
と
農
民
凶
」
侃
頁
)
。
だ

か
ら
こ
の
地
域
に
は
数
千
畝
か
ら
一
高
畝
に
及
ぶ
土
地
を
集
中
し
て
い
た
大
地

主
(
質
屋
を
粂
ね
る
も
の
が
多
か
っ
た
)
が
分
る
範
閣
で
、
十
姓
内
外
も
存
在

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
肥
沃
な
地
を
耕
す
佃
戸
は
「
江
掘
削
地
方
と

こ
と
な
り
、
・
・

・
竹
細
工
、
炭
焼
き
な
ど
の
ほ
か
に
副
業
的
な
手
工
業
を
も
た

な
か
っ
た
」
〈
向
上
)
こ
と
、
ま
た
「
山
閲
佃
衆
供
不
及
求
」
と
い
う
傑
件
な

ど
の
た
め
に
、
私
が
こ
の
論
文
の
中
で
い
い
、
西
川
氏
も
さ
き
の
論
文
で
の
べ

て
い
る
よ
う
に
、
江
漸
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
よ
り
後
進
的
で
苛
酷
な
地
主
・
佃

戸
関
係
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。

他
方
、
桂
卒
豚
の
「
陸
居
」
(
卒
地
〉
の
地
域
は
「
則
不
然
。
勢
欝
爾
江
面

狭
山
喜
向
、
春
夏
水
様
相
帆
盗
、
早
造
将
登
、
洪
波
忽
至
、
宇
歳
辛
勤
蜜
附
流
精
。

或
十
日
不
雨
則
亀
裂
瀬
郊
。
七
八
月
之
開
苗
盆
稿
失
。
故
三
年
之
耕
値
不
足
供

爾
年
之
食
。
甚
或
一
年
之
耕
、
不
能
酬
一
春
之
種
」
と
い
う
生
産
性
の
低
い

(
水
利
濯
殺
の
放
棄
と
い
う
人
魚
的
傑
件
を
前
提
に
す
る
が
〉
地
域
だ
。
だ
か

ら
「
地
主
的
土
地
所
有
」
は
一
般
的
支
配
的
に
は
成
立
し
得
.
す
、
「
故
、
因
不

能
租
。
威
父
穫
而
子
鋤
。
夫
和
平
而
妻
務
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
族
労
働
に
よ
る

自
作
形
態
が
支
配
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
地
域
に
住
む
郷
居

地
主
は
、
か
な
り
の
比
重
で
手
作
り
綬
脇
田
に
従
事
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
、

こ
こ
か
ら
容
易
に
推
定
で
き
る
。
「
田
は
倶
に
自
耕
な
れ
ば
貧
富
甚
だ
し
く
相

差
わ
ず
」
と
い
う
さ
き
の
部
分
に
つ
づ
く
記
述
は
、
こ
れ
を
示
す
も
の
だ
ろ

う
。
ま
た
飯
米
が
自
給
で
き
な
い
た
め
に
、
氏
が
さ
き
の
論
文
で
引
用
し
て
い

る
よ
う
に
、
「
善
於
因
地
制
宜
、
患
夏
溌
之
侵
則
播
速
成
之
種
、
苦
高
阜
之
皐

則
植
粗
難
之
糧
」
た
り
、
商
品
作
物
と
し
て
の
落
花
生
栽
培
を
行
っ
て
「
以
冊
明

治
食
之
窮
」
し
て
い
る
。
こ
の
黙
で
は
こ
の
「
陸
居
」
の
地
は
湖
北
、
湖
南
の

抗
糧
暴
動
の
起
っ
た
地
減
に
多
分
に
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
庚
西
は
湖
北
、
湖
南
に
比
べ
れ
ば
賦
税
の
負
揺
が
軽
か
っ
た
だ

n
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け
、
地
主
・
佃
戸
へ
の
分
化
と
い
う
よ
り
、
富
農
と
雇
農
と
い
う
資
本
主
義
的

な
方
向
へ
の
分
化
の
可
能
性
を
か
え
っ
て
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
『
勝
志
』
は
「
其
中
尤
以
落
花
生
牧
入
信
用
盛
。
始
自
乾
嘉
同
光
之
際
、
種

者
威
利
市
三
倍
。
歳
時
伎
臓
度
支
活
滋
時
、
出
衣
程
食
税
之
上
。
且
回
倶
自
耕

則
貧
富
不
甚
相
差
。
卒
原
大
限
無
粂
弁
之
豪
、
則
丘
角
易
於
易
主
。
積
莱

一
年

創
可
置
産
。
放
出
入
相
友
無
主
僕
階
級
之
分
」
と
、
む
し
ろ
商
品
生
産
が
、
階

級
分
化
を
抑
制
す
る

一
因
と
な
っ
た
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
て
、
私
の
推
測

を
こ
れ
以
上
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
g
c
に
湖
南
に
お
け
る
土
地
生
産
性
の
低
い
山
開
部
の
土
地
所
有
関
係
の
一

端
を
示
す
史
料
と
し
て
あ
げ
た
左
{一市
裳
の
「
師
賀
熊
農
あ
て
書
簡
」
の
解
稗
に

た
い
す
る
氏
の
批
判
刊
に
答
え
る
。

私
は
左
宗
裳
が
ア
ヘ
ン
戦
争
後
、
激
想
し
得
る

「外
定
」
と
「
内
証
」
か
ら

身
を
守
る
た
め
に
、
山
中
に
『
荘
』
を
買
う
こ
と
を
考
え
て
、
湖
南
省
湘
陰
豚

東
境
の
山
岳
地
帯
を
踏
査
し
た
さ
い
の
報
告
の
中
か
ら
、
ま
ず
つ
ぎ
の
部
分
を

引
い
た
。

「
田
皆
依
山
開
墾
、
寸
歩
皆
山
、
工
作
極
費
人
力
、
山
地
雄
寛
竹
木
亦
茂
、

然
只
貧
難
。
而
有
力
自
耕
其
業
者
使
之
、
若
貿
信
周
荘
業
則
殊
篤
非
(
算
〉
」
。
そ

し
て
「
こ
れ
は
白
鶴
と
い
う
洞
(
谷
間
)
の
頂
き
近
く
に
あ
る
『
任
氏
の
荘
』

に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
洞
の
回
に
つ
い
て
の
べ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
多
く
の
洞
の
田
に
つ
い
て
、
『
梯
回
多
而
卒

①
 

嫌
太
少
』
と
か
、
『
然
地
勢
高
寒
、
叉
不
蛍
鋼
、
適
時
多
雨
少
之
年
、
可
実
望

②
 

枚
、
否
則
歎
湾
、
不
能
及
原
額
十
之
六
七
』
、
あ
る
い
は
『
回
狭
石
多
、
乏
米

@
 

穀
之
利
』
な
ど
と
そ
の
生
産
性
の
低
い
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

@
 

こ
れ
ら
の
山
地
で
は
『
(
土
地
〉
の
債
値
亦
賎
』
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
つ
ば

ら
田
租
H
小
作
米
に
寄
生
す
る
土
地
所
有
は
困
難
で
あ
っ
た
」
と
。
本
文
で
は

一々

一示
さ
な
か
っ
た
が
、
左
宗
裳
が
一
一
一
日
聞
に
調
査
し
た
隻
獅
、
白
鶴
、
室

塩
、
梓
木
、
縁
崖
の
「
由
業
」
の
う
ち
、
①
は
雌
又
獅
全
鰻
の
、
②
は
梓
木
の

「
易
氏
」
の
田
荘
、
③
は
冒
頭
、
こ
の
地
域
の
欣
況
全
鐙
を
総
括
し
た
部
分
に

あ
る
。
他
に
、
本
文
に
は
あ
げ
な
か
っ
た
梓
木
の
楊
氏
と
李
氏
の
「
延
」
、
ま

た
「
白
鶴
中
洞
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
②
の
「
易

氏
の
娃
」
よ
り
「
檎
好
」
だ
が
「
然
大
段
亦
復
相
似
」
と
あ
る
。
李
氏
の
荘
お

よ
び
「
白
鶴
の
中
洞
」
が
相
封
的
に
ー
と
い
う
意
味
は
、
全
鐙
と
し
て
「
田
狭

石
多
、
乏
米
穀
之
利
」
と
総
括
さ
れ
て
い
る
中
で
と
い
う
意
味
i
、
そ
れ
ぞ
れ

「
(
李
氏
の
荘
〉
梯
田
三
之
一
、
撤
回
三
之
二
、
土
脈
頗
肥
、
水
源
亦
足
、
其
業

，次
未
篤
不
優
」
、
ま
た
「
(
白
鶴
中
洞
)
地
勢
檎
寛
卒
、
磯
田
多
、
水
源
充
足
、

竹
木
極
盛
、
足
稽
上
業
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
比
較
的
生
産
性
の
高
い
「
荘
」

で
あ
っ
た
。
西
川
氏
は
こ
の
う
ち
「
李
氏
の
荘
」
の
部
分
を
引
い
て
、
私
へ
の

批
剣
を
提
起
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
私
は
山
関

部
に
お
け
る
郷
居
地
主
の
手
作
経
営
の
あ
り
ょ
う
、
農
民
と
の
閥
係
を
検
討
す

る
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
李
氏
の
妊
に
お
け
る
左
宗
裳
の
見
聞
記
を
使
用
し

た
。
す
な
わ
ち
、
湖
南
で
も
郷
紳
と
く
に
「
事
人
以
上
の
上
層
部
分
は
一
般
に

郷
居
よ
り
城
居
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
」
こ
と
、
郷
居
地
主
の
場
合
は
、
こ
の
地

方
で
は
卒
地
で
も
「
小
作
地
」
と
「
手
作
地
」
を
あ
わ
せ
経
営
し
て
い
た
こ
と

を
、
左
宗
裳
の
別
の
書
簡
に
も
と

e

つ
い
て
記
し
た
の
ち
、
こ
う
書
い
た
。

「
山
村
の
郷
居
地
主
の
場
合
も
、
小
作
地
と
手
作
地
の
爾
部
分
に
分
け
て
経

営
し
て
い
た
こ
と
は
、
梓
木
洞
の
地
主
、
李
氏
に
つ
い
て
の
左
宗
裳
の
記
述
か

ら
う
か
が
い
得
る
。
す
な
わ
ち
『
近
年
所
買
小
洞
田
租
、
省
斜
二
十
四
石
』

と
あ
る
部
分
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

『
次
月
勘
李

氏
之
因
。
時
正
枚
割
。
見
婦
女
左
持
竹
箕
、
右
臓
短
顔
、
以
拾
札
制
篤
名
、
続
穀

篤
賞
者
累
累
。
及
返
庖
、
則
見
其
傾
佳
、
比
多
較
募
、
易
堕
楽
雑
事
、
欣
欣
而
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去
者
蓋
数
十
輩
。
』
婦
女
数
十
輩
も
が
牧
穫
に
動
員
さ
れ
、
彼
女
た
ち
が
さ
さ

や
か
な
『
ぬ
す
み
』
を
な
す
田
は
、
李
氏
の
小
作
人
の
小
作
地
で
は
あ
り
得
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
記
述
か
ら
手
作
地
の
規
模
が
か
な
り
大
き
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
左
宗
業
が
『
自
耕
』
に
は
よ
い
が
『
回
荘
』
H
H

小
作
経
営
は

『
殊
に
非
と
な
す
』
と
判
断
し
た
『
貧
難
』
H
H
生
産
力
の
低
い
山

地
や
透
境
地
帯
で
は
、
卒
地
に
比
し
て
手
作
地
に
依
存
す
る
度
合
が
相
射
的
に

大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
崇
陽
鯨
の
婦
女
に
つ
い
て
『
宣
家
富
室
と
雄
も
女

紅
を
慶
さ
ず
、
中
産
の
戸
(
郷
居
地
主
な
い
し
自
作
上
層
と
考
え
ら
れ
る
)
は

粂
ね
て
緩
鋤
、
桔
棒
、
和
板
の
努
に
任
ず
』
(
同
治
『
崇
陽
綜
志
』
巻
一
彊
域

風
土
〉
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
聞
の
消
息
を
反
映
す
る
」
と
。

つ
い
で
、
こ
の
地
域
の
全
韓
的
な
農
民
の
獄
況
ハ
嘗
然
郷
居
地
主
と
の
関
係

の
あ
り
方
を
ふ
く
む
〉
を
総
括
す
る
史
料
と
し
て
「
賀
燕
農
あ
て
書
簡
」
か
ら

以
下
の
部
分
を
引
い
た
。

「
統
計
数
洞
之
丁
口
、
無
感
激
千
。
大
約
衣
食
寛
裕
者
十
不
遇
二
一
。
徐
皆

貧
苦
力
作
、
或
造
紙
信
用
業
、
或
藷
芋
充
糧
。
塑
年
猶
須
賀
穀
、
接
荒
凶
歳
於
何

取
援
。
我
以
二
三
千
金
之
産
、
孤
寄
其
開
。
所
占
田
山
幾
何
。
所
集
佃
カ
幾

何
。
人
地
生
疏
、
羽
翼
叉
少
。
設
遇
年
荒
物
資
、
即
一
一
一
村
愚
、
索
餐
強
懇
、

猫
足
以
困
之
。
皇
論
其
他
乎
。
如
果
山
中
之
人
皆
醇
良
而
紹
無
好
悪
、
猶
之
可

也
。
宗
裳
此
行
只
盤
桓
数
日
、
何
知
其
俗
之
濯
庇
。
然
前
至
白
鶴
洞
頂
任
氏
之

居
、
見
堂
中
堅
視
棒
数
器
。
問
主
人
山
中
需
此
何
魚
。
日
以
防
賊
。
閉
山
中
亦

有
賊
乎
。
日
有
之

0

・
次
日
宿
梓
木
澗
李
氏
封
門
之
楊
庖
。
夜
来
半
、
見
有
探
頭

窺
衛
者
。
僕
夫
猛
喝
之
、
乃
逸
。
観
此
則
山
中
鼠
狗
輩
未
能
無
也
」
。

そ
し
て
さ
き
の
李
氏
の
見
聞
を
ふ
く
め
て
、
こ
の
記
述
か
ら
、
私
は
「
山
村

の
竪
倒
的
多
数
を
占
め
る
貧
血
震
が
、
副
業
的
な
商
品
生
産
(
こ
の
場
合
は
紙
)

に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
飯
米
の
不
足
分
を
補
な
っ

て
い
る
こ
と
、
凶
年
に
は
彼
ら

の
制
御
居
地
主
に
削
到
す
る
『
餐
を
索
め
、

珊稚
を
強
い
司
令
』
と
い
う
形
態
の
所
講

『
捻
米
』
が
必
歪
で
あ
り
、
現
に
凶
年
に
非
ざ
る
調
査
嘗
時
に
も
、
地
主
手
作

地
の
校
穫
の
一
部
に
せ
よ
奪
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
一
言
で
言
え
ば
山
村

は
彼
が
夢
見
た
よ
う
な
淳
風
美
俗
の
支
配
す
る
牧
歌
的
な
土
地
で
は
な
く
、
地

主
が

『
復
縁
』

を
常
備
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
階
級
制
到
立
が
激
化
し
て
い
た

『
危
険
』
地
帯
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
に
足
り
よ
う
」
と
し
て
、
こ

こ
に
湖
南
、
湖
北
の
抗
糧
暴
動
の
深
部
の
力
を
求
め
た
。

以
上
の
論
旨
に
た
い
し
、
西
川
氏
は
以
下
の
三
貼
の
批
判
を
提
起
し
て
い

る
。第

一
黙
と
し
て
、
李
氏
の
田
は
生
産
性
が
高
く
「
む
し
ろ
卒
地
の
郷
居
地
主

に
近
い
。
そ
の
李
氏
の
手
作
経
営
を
、
生
産
性
の
低
い
山
間
部
の
郷
居
地
主
の

そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
」
と
。

第
二
黙
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
見
婦
女
持
左
竹
箕
」
以
下
の
李
氏
の
妊
で
の

見
開
記
に
記
さ
れ
て
い
る
数
十
人
の
婦
女
は
、
「
校
穫
に
動
員
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
落
ち
穂
拾
い
を
許
さ
れ
て
、
そ
の
折
、
公
認
の
落
ち
穂
の
ほ
か
に
稲
穂

(
枚
穫
前
の
も
の
か
、
攻
穫
し
て
積
ん
で
あ
る
も
の
か
、
不
明
だ
が
)
を
こ
っ

そ
り
摘
み
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
庖
(
お
そ
ら
く
李
氏
の
経
営
す
る

雑
貨
庖
で
あ
ろ
う
〉
で
、
日
用
品
と
交
換
し
た
の
で
あ
る
」
と
。

そ
し
て
最
後
に
総
括
的
な
批
剣
と
し
て
、
「
小
島
氏
は
、
一
つ
の
仮
設
を
立

て
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
左
宗
裳
の
報
告
の
断
片
を
切
り
つ
な
い
で
い
る
が
、

左
宗
裳
の
報
告
の
全
鐙
を
あ
り
の
ま
ま
に
讃
ん
で
『
山
関
部
の
郷
居
地
主
』
の

姿
を
再
現
す
る
な
ら
ば
、
小
島
氏
の
箔
い
た
も
の
と
は
、
か
な
り
異
っ
た
姿
が

浮
び
上
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
L

と
書
い
て
い
る
。

ま
ず
第
一
船
舶
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
李
氏
の
回
は
、
「
白
鶴
中
の
澗
」
に

つ
い
で
相
封
的
に
生
産
性
の
高
い
土
地
で
、
そ
の
手
作
経
営
を
も
っ
て
、
よ
り
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係
件
の
惑
い
白
鶴
洞
の
「
鎖
」
、
白
鶴
と
梓
木
の
境
に
あ
る
任
氏
の
荘
や
、
梓

木
の
易
氏
、
楊
氏
の
そ
れ
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
そ
ん
な
こ

と
は
言
っ
て
い
な
い
。
他
の
郷
居
地
主
の
手
作
地
に
つ
い
て
の
記
録
が
な
い
か

ら
こ
れ
を
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
相
射
的
に
篠
件
の
良
い
李
氏
に
し
て
か
な
り

の
手
作
地
を
経
営
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
よ
り
生
産
性
の
低
い
土
地
を
所
有
す

る
他
の
三
氏
は
、
も
っ
と
多
く
手
作
地
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
、
と

私
は
推
定
す
る
。
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
黙
の
史
料
解
律
に
か
ん
し
て
は
、
私
の
解
律
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認

め
る
。
「
時
正
牧
割
」
と
あ
る
こ
と
と
、
一
般
に
落
ち
穂
拾
い
は
「
拾
穂
」
と

表
現
さ
れ
る
こ
と
、
「
柚
」
に
は
「
早
稲
、
一
一
説
に
う
る
ち
の
一
種
で
、
早
熟

す
る
稲
」
(『
大
漢
和
辞
典
』
)
と
い
う
意
味
し
か
な
く
、
「
拾
」
に
は
「
集
め

る
、
校
め
る
」
の
意
味
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
早
稲
を
集
め
る
」
と
解
し
た
の

だ
が
、
こ
れ
は
や
や
無
理
な
解
剖
梓
で
、
氏
が
解
し
た
よ
う
に
「
落
穂
拾
い
」
と

解
す
る
方
が
、
よ
り
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
落

穂
拾
い
の
名
稽
、
ま
た
そ
の
慣
行
の
具
燈
的
な
内
容
が
不
明
な
の
で
、
私
の
奮

解
稗
の
可
能
性
も
若
干
は
残
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
こ
れ
が
李
氏
の
小
作
地

で
は
な
く
「
手
作
地
」
の
状
況
を
示
す
こ
と
、
「
落
ち
穂
拾
い
」
に
せ
よ
、
拾

い
且
つ
縞
む
婦
女
が
「
累
累
」
た
る
土
地
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
小
規
模
な

土
地
で
は
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
氏
が
、
彼
女
た
ち
が
縮
ん

だ
殺
を
賓
り
に
行
く
庖
を
、
か
っ
こ
に
入
れ
て
「
お
そ
ら
く
李
氏
の
経
営
す
る

雑
貨
屋
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
奇
妙
だ
。
絡
ま
れ
た
自

分
の
田
の
殺
を
買
い
と
る
ほ
ど
慈
悲
深
い
郷
居
地
主
の
姿
を
思
い
描
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
?
そ
れ
に
私
が
さ
き
に
あ
げ
た
徳
括
的
な
文
章
の
中
で
、
左
宗
裳

は
は
っ
き
り
「
次
日
宿
梓
木
洞
李
氏
封
門
之
錫
庖
」
と
書
き
、
こ
の
庖
に
婦
女

数
十
人
が
縮
ん
だ
殺
を
賓
り
に
き
た
と
と
を
奮
い
て
い
る
。
い
っ
た
い
氏
自
身
、

左
宗
裳
の
「
報
告
全
鐙
を
あ
り
の
ま
ま
に
議
」
ん
だ
の
か
、
と
言
う
疑
問
を
呈

し
た
く
な
る。

第
三
黙
は
全
く
承
服
し
難
い
。
私
は
左
{一市
裳
の
踏
査
報
告
の
か
な
め
の
部

分
、
一
般
的
傾
向
を
示
す
部
分
を
引
き
つ
つ
、
こ
こ
か
ら
言
え
る
か
ぎ
り
で

の
、
こ
の
山
村
の
農
民
、
こ
れ
と
針
を
な
し
て
存
在
す
る
郷
居
地
主
の
存
在
形

態
、
こ
こ
に
お
け
る
階
級
封
立
の
激
化
の
状
況
を
の
ベ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
西

川
氏
が
、
車
に
拳
足
取
り
的
な
批
判
で
は
な
く
、
こ
れ
と
「
か
な
り
異
っ
た
郷

居
地
主
」
、
嘗
然
ま
た
こ
れ
と
射
を
な
す
農
民
の
「
姿
」
を
説
得
的
に
提
示
し
て

く
れ
る
な
ら
、
ま
た
湖
南
、
湖
北
の
「
生
産
性
の
低
い
、
飯
米
の
自
給
で
き
な

い
」
よ
う
な
山
間
部
な
い
し
進
境
地
得
で
、
何
故
あ
の
よ
う
に
大
規
模
な
抗
虚

暴
動
が
起
っ
た
か
を
、
私
と
は
別
の
や
り
方
で
説
得
的
に
提
示
し
て
く
れ
る
な

ら
、
私
は
喜
ん
で
批
判
に
服
し
、
「
二
鱒
」
で
も
「
一
一
一
範
に
で
も
し
て
、
そ
の

設
を
受
け
容
れ
る
だ
ろ
う
。

次
に
大
抗
糧
暴
動
が
起
っ
た
「
地
域
で
は
、
自
作
な
い
し
自
小
作
が
:
:
:
村

落
内
で
高
い
比
重
を
占
め
て
い
た
」
だ
ろ
う
と
い
う
推
定
を
裏
づ
け
る
た
め

に
、
私
が
用
い
た
一
九
三
五
年
園
民
政
府
貸
業
部
中
園
経
済
年
鑑
編
輯
委
員
曾

編
『
中
園
経
摘
例
年
鑑
(
第
二
年
)
』
の
用
い
方
、
お
よ
び
こ
れ
に
か
か
わ
る
湖

北
の
松
滋
、
湖
南
の
澄
州
、
石
門
に
ま
た
が
る
「
窮
幽
」

の
闘
争
に
つ
い
て
の

氏
の
批
判
刊
に
つ
い
て
答
え
る
。

第
一
黙
と
し
て
、
氏
は
抗
糧
暴
動
の
お
こ
っ
た
「
湖
北
省
崇
傷
、
通
山
、
通

城
、
嘉
魚
、
底
油
開
、
湖
南
省
来
陽
、
安
化
の
う
ち
、
統
計
の
絞
け
て
い
る
遜

山、

来
陽
を
除
く
五
燃
に
つ
い
て
み
る
と
:
:
:
嘉
魚
以
下
三
燃
は
、
た
し
か
に

佃
戸
の
比
率
が
低
く
、
自
作
・
自
小
作
の
比
率
が
高
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
崇

陽
・
遇
措
酬
の
二
燃
に
つ
い
て
は
、
小
島
氏
の
認
め
て
い
る
通
り
、
佃
戸
の
比
率

は
低
く
な
い
。
も
っ
と
も
崇
陽
に
つ
い
て
は
、
小
島
氏
は
調
査
方
法
に
問
題
が
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あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
除
外
し
て
い
る
が
、

mrト
b
静
岡
貯

b
引
い
わ

も
、
こ
の
数
字
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
自
作
・
自
小
作
の
比
率
が
高

い
の
は
、
五
勝
中
コ
一
脈
に
と
ど
ま
る
」
と
書
い
て
い
る
。
だ
が
私
は
「
民
園
元

年
」
の
崇
陽
に
つ
い
て
の
数
字
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
む
し
ろ
民
園
初
年
以

降
の
数
字
を
取
る
べ
き
だ
と
考
え
て
、
こ
れ
を
自
作
、
自
小
作
の
比
重
の
高
い

燃
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
『
年
鑑
』
は
、
一
般
に
長
江
流
域
諸
省
で
は
「
小

作
、
自
小
作
の
比
重
が
年
々
増
大
し
て
い
る
」
と
楠
総
括
し
て
い
る
。
事
責
こ
れ

は
中
園
近
代
経
済
史
の
通
説
、
な
い
し
常
識
だ
。
と
こ
ろ
が
崇
陽
の
民
園
元
年

の
佃
戸
の
比
率
は
必
%
で
、
民
園
初
年
m
w
A
、
幻
年
m
w
A
、

n年
詑
%
と
比
べ

て
異
常
に
高
い
。
こ
れ
は
湖
北
省
全
僅
の
数
字
、
な
い
し
湖
北
の
他
の
諸
豚
の

数
字
と
比
べ
て
異
常
で
あ
り
、
民
圏
元
年
の
数
値
の
方
に
問
題
か
あ
る
と
考
え

る
方
が
自
然
だ
と
思
う
か
ら
だ
。
だ
が
西
川
氏
は
何
ら
綬
援
を
示
す
こ
と
な
く

「
俵
り
に
崇
陽
に
つ
い
て
も
、
こ
の
(
民
圏
元
年
の
)
数
字
を
認
め
る
と
す
れ

ば
」
と
し
て
、
こ
れ
を
「
自
作
・
小
自
作
」
の
比
重
の
少
な
い
方
に
く
み
い
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
統
計
の
「
慾
意
的
利
用
」
で
は
な
い
の
か
。
な
お
私
は
推
定

を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
一
八
五

0
年
代
に

「民
闘
」
に
よ
る
大
抗
糧
暴
動

の
起
っ
た
河
南
省
封
丘
豚
、
江
西
省
新
聡
豚
、
貴
州
省
天
柱
豚
の
統
計
を
省
卒

均
の
数
値
と
封
比
し
て
あ
げ
て
お
い
た
が
、
氏
は
こ
れ
に
は
頬
か
ぶ
り
だ
。

第
二
に
、
「
滅
租
、
減
息
、
反
盤
金
、
雇
工
の
賃
上
げ
」
な
ど
の
統
一
的
な

要
求
を
か
か
げ
て
関
わ
れ
た
「
窮
圏
」
の
嗣
争
に
か
ん
し
、
氏
は
「
こ
の
よ
う

な
全
く
『
階
級
的
な
』
闘
争
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、

『寄
生
的
な
土
地
所
有

の
一
般
化
、
従
っ
て
村
落
が
主
と
し
て
佃
戸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
』
か

ら
だ
と
(
小
島
は
)
い
う
。
こ
れ
は
江
掘
削
デ
ル

タ
に
お
け
る
遁
設
を
そ
の
ま
ま

適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
窮
圏
の
飢
』
の
舞
肇
と
な
っ
た
湖
南
、
湖
北
の
諸

問
燃
に
卸
し
て
立
註
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

だ
が
私
は
「
こ
の
よ
う
な
『
全
く
階
級
的
』
な
闘
争
が
可
能
に
な
っ
た
の

は
、
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
の
一
般
化
、
従
っ
て
村
落
が
主
と
し
て
佃
戸
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
」
な
ど
と
粗
雑
か
つ
短
絡
的
な
言
い
方
は
し
て

い
な
い
。
原
文
は
こ
う
だ
。

ご
方
澄
州
で
は
、
前
年
、
後
述
す
る
如
く
『
減
賦
』
と
同
時
に
も
ち
こ
ま

れ
た
『
麓
金
』
徴
枚
に
反
劃
す
る
暴
動
、
具
鐙
的
に
は
麓
金
局
の
管
理
を
委
ね

ら
れ
た
富
紳
数
家
に
劃
す
る
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
機
に
地
主
勢
力

と
貧
農
の
劉
立
が
激
化
し
て
き
た
。
こ
の
鐙
金
に
た
い
す
る
闘
い
は
、
恐
ら
く

全
園
的
に
は
最
も
早
い
も
の
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
こ
の
地
域
の
貧

農
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
抗
租
と
深

い
内
在
的
関
連
を
も
っ
て
い
た
。
す
で
に
紹
介
し
た
如
く
、
岳
州
や
灘
州
に
お

け
る
清
初
以
来
の
根
強
い
抗
租
傾
向
は
、
佃
戸
に
よ
る
副
業
的
商
品
生
産
の
展

開
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
澄
州
で
は
と
く
に
桐
油
・
漆
が
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
ら
は
こ
の
副
業
収
入
に
よ
っ
て
、
米
の
畿
餓
販
寅
に
よ

っ
て
失
わ
れ
た
種
も
み
、
な
ら
び
に
飯
米
部
分
を
再
購
入
す
る
。
か
く
し
て
彼

ら
は
米
の
販
寅
者
、
同
時
に
購
買
者
、
ま
た
副
業
生
産
物
の
販
賓
者
、
そ
し
て

恐
ら
く
は
一
部
の
生
活
資
料
や
一
部
の
生
産
手
段
の
購
買
者
と
し
て
、
深
く
商

品
流
遁
市
場
と
結
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
面
商
業
資
本
、
高
利
貸
資
本
の
張

り
め
ぐ
ら
す
網
に
と
ら
え
ら
れ
、
牧
奪
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
が
、
反
面
で
は
、

と
も
角
そ
の
再
生
産
を
地
主
か
ら
自
立
し
て
完
結
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し

た
。
鐙
金
は
直
接
に
は
流
通
の
猪
首
者
H
H
商
人
に
科
さ
れ
た
が
、
嘗
然
、
経
済

的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
生
産
者
H
貧
農
の
商
品
の
買
い
叩
き
、
一
方
で
は
鐙
金

部
分
の
附
加
に
よ
る
購
入
商
品
の
債
格
騰
且一只
を
つ
う
じ
て
民
衆
に
鱒
嫁
さ
れ

る
。
か
く
て
そ
れ
は
地
主
の
法
外
な
牧
租
と
同
じ
く
、
貧
血
尻
の
副
業
に
よ
っ
て

辛
く
も
支
え
ら
れ
て
い
た
再
生
産
を
防
衛
し
、
さ
ら
に
は
『
民
富
』
形
成
H
扱
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大
再
生
産
へ
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
要
求
に
根
ざ
す
も
の
と
し
て
、
一
つ

の
も
の
だ
っ
た
(
事
寅
の
上
で
も
反
盤
金
闘
争
の
指
導
者
は
『
窮
国
』
に
参
加

し
て
い
る
〉
。

こ
の
全
く
階
級
的
な
要
求
の
貧
現
を
め
ざ
す
組
織
が
、
太
卒
天
国
の
進
出
を

機
に
上
か
ら
奨
励
さ
れ
た
『
幽
練
』
に
名
を
か
り
て
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
ひ
と

つ
に
は
猫
の
手
も
借
り
た
い
清
朝
の
窮
況
に
つ
け
こ
ん
だ
組
織
者
の
智
懇
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
地
域
に
お
け
る
地
主
制
、
と
く
に
寄
生
的
な
土
地

所
有
の
一
般
化
、
従
っ
て
村
落
が
主
と
し
て
は
佃
戸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
と
い
う
燦
件
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
直
接
生
産
者
で
あ
る
佃
戸
が
副
業
的
商
品
生
産
、
ま
た
米

の
版
賀
、
購
買
な
ど
を
つ
う
じ
て
商
品
流
通
市
場
と
深
く
結
ぼ
れ
て
い
た
こ
と

に
、
「
減
租
、
滅
息
、
反
鑑
金
」
と
い
う

「
こ
の
全
く
階
級
的
な
要
求
」
が
提

起
さ
れ
た
理
由
を
見
、
そ
の
貧
現
を
め
ざ
す
組
織
が
「
園
練
」
の
形
式
を
借
り

て
作
ら
れ
た
僚
件
と
し
て
、
「
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
:
:
:
」
を
推
定

し
た
の
だ
。

氏
は
つ
ぎ
に
こ
の
最
後
の
鮎
を
と
り
あ
げ
て
、
「
小
島
氏
が
抗
糧
闘
争
の
背

景
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
採
用
し
な
が
ら
、
抗
租
闘
争
に
お
い
て
は
無
視

さ
れ
た
『
中
園
'経
済
年
鑑
』
の
統
計
〈
こ
の
前
の
部
分
で
民
園
元
年
の
佃
戸
の

比
率
と
し
て
、
抽
信
州
ω
%
、
石
門
m
w
A
の
数
字
を
あ
げ
、
私
が
こ
れ
を
あ
げ
な

か
っ
た
こ
と
に
た
い
し
、
『
浴
意
的
な
利
用
は
つ
つ
し
む
べ
き
だ
』
と
批
列
し

て
い
る
)
か
ら
見
る
限
り
、
こ
の
地
域
に
つ
い
て
『
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一

般
化
』
と
い
う
前
提
は
成
立
し
な
い
」
と
断
定
し
て
い
る
。

た
し
か
に
私
は
さ
き
の
想
定
を
『
中
園
経
済
年
鑑
』
の
統
計
に
あ
た

っ
て
砿

か
め
る
手
繍
き
を
と
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
大
き
な
錯
誤
で
あ
っ
た
こ
と
を
承

認
す
る
。
自
設
に
は
不
利
だ
か
ら
「
怒
意
的
」
に
あ
げ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
(
抗
糧
暴
動
の
傑
件
に
つ
い
て
、
自
読
に
は
不
利
な
逼
城
の
数
字
を
あ
げ
、

こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
を
附
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
だ
ろ
う
〉
。

先
入
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
た
め
見
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
の
だ
。
澄
州
は
岳
州

と
と
も
に
、
洞
庭
湖
周
遊
の
産
米
地
、
湖
南
の
基
本
経
済
地
帯
に
属
す
る
と
さ

れ
、
乾
隆
初
年
の
地
主
・
佃
戸
関
係
に
つ
い
て
の
貴
重
な
史
料
を
収
め
る
『
湖

南
省
例
成
案
』
に
お
い
て
、
す
で
に
、
と
も
に
「
抗
租
」
「
覇
種
」
の
風
が
問

題
観
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
(
故
重
田
徳
氏
『
清
代
社
曾
経
済
史
研
究
』
所
収

「
清
初
に
お
け
る
湖
南
の
地
主
制
に
つ
い
て
」
)
。
私
は
抗
糧
暴
動
地
域
の
土

地
所
有
関
係
を
み
る
た
め
に
『
経
済
年
鑑
』
を
み
た
さ
い
、
洞
庭
湖
周
迭
の
産

米
地
帯
で
あ
る
常
徳
府
桃
源
燃
や
岳
州
府
卒
江
蘇
、
ま
た
長
沙
府
瞳
陵
豚
な
ど

の
佃
戸
の
比
率
が
初
%
以
上
に
淫
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
安
心
し
て
し
ま
い
、

澄
州
や
松
滋
、
石
門
に
つ
い
て
確
か
め
る
手
績
き
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
。
先
入

観
と
い
う
も
の
が
い
か
に
危
険
で
あ
る
か
を
、
こ
れ
は
よ
く
数
え
て
く
れ
た
。

自
戒
の
糧
に
し
た
い
と
思
う
。
も
し
こ
れ
を
見
て
い
た
ら
、
松
滋
燃
に
始
ま
っ

た
「
忠
義
幽
」
H
H
「
窮
倒
」
の
抗
租
闘
争
が
抽
出
州
に
績
げ
ら
れ
て
、
「
典
を
勤
し

て
息
を
減
じ
、
国
主
を
勤
し
て
租
を
減
じ
、
雇
工
の
工
債
を
動
綱
せ
ん
」
と
い

う
、
よ
り
包
括
的
多
面
的
な
要
求
を
も
っ
闘
争
に
設
展
し
て
い
っ
た
過
程
を
、

も
っ
と
細
か
く
各
地
域
の
僚
件
に
則
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
少
く
と
も
問
題

意
識
を
も
ち
得
た
だ
ろ
う
(
史
料
の
制
約
が
あ
る
か
ら
、
現
貧
に
ゃ
れ
た
か
ど

う
か
は
自
信
が
な
い
が
)
。

だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
西
川
氏
の
よ
う
に
、
「
こ
の
窮
闘
の
闘
争
が
ひ

ろ
が
っ
た
地
域
で
は
、
『
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
』
と
い
う
前
提
は
成

立
し
な
い
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
に
地
形
や
地
質
、
水
利
の
僚
件
な
ど
が
比
較
的
均
質
な
「
燃
」
に
つ
い

て
は
、
営
該
燃
で
お
こ
っ
た
闘
争
の
基
礎
篠
件
を
検
討
す
る
の
に
、
係
全
曲
置
の
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一
般
的
な
統
計
を
用
い
て
も
徐
り
誤
差
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
す
で
に

『
桂
卒
師
雲
仙
』
で
見
た
よ
う
に
前
記
諸
傑
件
が
多
分
に
不
均
質
な
地
域
か
ら
な

る
「
豚
」
で
は
、
勝
全
鐙
の
統
計
だ
け
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。
佃
戸
が
屋

倒
的
多
数
を
占
め
た
桂
卒
豚
の
「
山
居
」
の
地
域
で
、
抗
糧
闘
争
が
大
規
模
に

起
る
こ
と
、
逆
に
自
作
農
が
墜
倒
的
な
「
陸
居
」
の
地
域
で
、
抗
租
闘
争
が
大

規
模
且
つ
組
織
的
に
闘
わ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
(
そ
の
意
味
で
は
、
抗

糧
暴
動
に
か
ん
し
て
『
中
園
経
済
年
鑑
』
の
統
計
を
使
用
し
た
場
合
に
も
、
ま

ず
こ
の
貼
を
各
豚
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
)
。
松
滋
、
澄
州
、

石
門
に
つ
い
て
地
形
圏
を
見
る
と
、
松
滋
の
大
学
と
澄
州
の
東
部
は

o
i
mメ

ー
ト
ル
の
卒
地
だ
が
、
西
に
い
く
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
高
く
な
り
、
澄
州
の
西

に
あ
る
石
門
、
と
く
に
そ
の
西
部
は
す
で
に
相
嘗
高
い
山
地
に
な
っ
て
い
る
。

『
務
文
忠
公
奏
議
』
巻
七
、
「
澄
州
、
石
門
好
民
滋
事
絢
捕
完
竣
摺
」
に
よ
れ

ば
澄
州
西
北
部
、
松
滋
南
西
部
、
石
門
東
部
に
か
け
て
、
燕
子
山
な
る
山
が
、

「
数
十
里
に
亙
っ
て
」
三
燃
の
聞
に
介
在
し
、
「
洞
怒
函
深
、
路
径
険
難
」
で

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
地
形
を
考
え
る
と
、
三
豚
ひ
っ
く
る
め
て
、
土
地
生
産

性
の
高
い
産
米
地
と
す
る
こ
と
、
と
く
に
石
門
を
そ
う
み
る
こ
と
は
非
現
質
的

だ
。
(
同
治

『
石
門
豚
士
山
』
巻
三
風
俗
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
「
農
有
恒

産
者
自
食
其
力
無
憂
凍
額
。
貧
者
佃
田
耕
種
、
償
業
戸
租
、
以
所
徐
供
術
仰
。

穫
稽
後
種
雑
糧
。
凡
山
頭
地
角
有
可
墾
、
無
不
用
力
、
関
関
以
期
有
穫
」
と
。
)

石
門
で
は
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
澄
州
西
北
部
の
山
間
部
で
も
「
寄
生
的
な
土
地

所
有
の
一
般
化
」
と
い
う
前
提
は
た
し
か
に
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
本

文
で
私
が
引
い
た
同
治
『
直
隷
澄
州
士
山
』
巻
一
九
、
な
ら
び
に
同
治
『
松
滋
豚

士
山
』
巻
六
武
備
士
山
に
よ
れ
ば
、
『
園
練
』

(H
「
忠
義
圏
」
〉
に
名
を
借
り
て
、

「
窮
圏
」
を
つ
く
っ

た
の
は
、

松
滋
豚
の
佃
農
彰
正
科
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を

抗
租
闘
争
の
組
織
と
し
、
松
滋
東
部
の
公
安
蘇
境
一
帯
で
反
地
主
闘
争
を
展
開

し
た
。
こ
れ
が
白
蓮
教
徒
郵
正
雷
を
つ
う
じ
て
澄
州
西
北
部
、
つ
い
で
澄
州
い

っ
た
い
に
披
げ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
。
〈
た
だ
賂
乗
章

は
、
さ
き
の
奏
議
の
中
で
、
澄
州
の
「
公
正
紳
圏
、
図
皆
競
競
守
法
相
庇
以
安
、

而
貧
狼
兇
戻
之
徒
、
則
好
勇
疾
貧
、
往
往
侍
衆
淫
強
、
時
埠
行
無
忌
」
と
し
て
、

か
れ
ら
に
よ
る
澄
州
東
部
の
津
市
で
の
登
金
局
の
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
の
べ

て
い
る
が
、
「
窮
園
」
に
つ
い
て
は
、
澄
州
西
北
の
燕
子
山
、
牙
前
寺
、
槙
桃
岡

の
各
タ
匪
e

首
が
彰
正
科
と
窮
圏
、
一
名
忠
義
圏
を
つ
く
っ
た
と
い
い
、
必
ず

し
も
彰
正
科
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
プ
で
忠
義
圏
H
窮
闘
が
作
ら
れ
た
と
は
い

っ
て
い

な
い
〉
私
は
こ
の
松
滋
、
澄
州
の
動
き
か
ら
「
村
落
が
主
と
し
て
は
佃
戸
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
」
と
い
う
僚
件
を
推
定
し
た
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
松
滋
の
佃

戸
、
自
小
作
、
自
作
の
比
率
を
示
す
統
計
は
依
け
て
い
る
。
ま
た
澄
州
の
地
域

に
よ
る
ち
が
い
も
不
分
明
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
ど
う
し
て
澄
州
と
石
門

の
統
計
だ
け
で
、
「
こ
の
地
域
(
私
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
「
園
練
」
を
借
り
て

『
窮
圏
』
が
作
ら
れ
た
地
域
)
に
つ
い
て
『
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
』

と
い
う
前
提
は
成
立
し
な
い
」
と
断
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

な
お
搭
乗
章
に
よ
る
と
、
「
窮
園
」
の
闘
争
の
主
な
舞
肇
は
松
滋
、
公
安

〈
松
滋
の
東
側
〉
の
交
界
の
各
村
荘
と
澄
州
で
、
石
門
の
参
加
者
は
澄
州
の
燕

子
山
の
。
匪
。
首
陳
正
卯
が
こ
の
山
に
根
接
地
を
築
き
、
「
険
を
侍
ん
で
抗
拒
」

し
た
さ
い
、
「
石
門
匪
首
陳
緒
儒
、
買
調
停
桂
等
、
亦
糾
匪
数
百
、
将
由
棲
桃
岡

出
澄
州
王
家
山
、
相
震
特
角
」
と
い
う
形
態
で
こ
の
闘
い
に
加
わ
り
、
石
門
自

鐙
で
は
闘
争
は
設
展
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
「
豚
士
山
」
に
も
「
窮
幽
」
に
つ
い

て
の
く
わ
し
い
記
録
が
な
い
。

つ
ぎ
に
「
太
卒
天
国
と
農
民
」
の
項
に
つ
い
て
、
氏
は
「
抗
糧
・
抗
租
・
捨

米
な
ど
、
在
地
の
農
民
の
諸
闘
争
が
、
そ
れ
自
慢
と
し
て
は
『
流
賊
』
的
な
太

卒
天
国
に
貸
質
的
な
内
容
を
輿
え
て
い
る
、
と
い
う
の
が
小
島
氏
の
基
本
的
な
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捉
え
方
で
あ
る
が
」
と
、
私
か
ら
見
る
と
、
甚
だ
不
本
意
で
、
一
面
的
な
要
約

を
試
み
た
の
ち
、
「
小
島
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
闘
争
と
太
卒
天

国
が
直
接
結
び
つ
い
た
例
は
未
だ
見
出
せ
ず
、
た
だ
抗
糧
暴
動
に
つ
い
て
の
み
、

呼
隠
す
る
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
と

書
い
て
い
る
。
前
段
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
後
段
の
文
章
は
何
と
も

奇
怪
な
文
章
だ
。

「
こ
れ
ら
の
諸
闘
争
と
太
卒
天
国
が
直
接
結
び
つ
い
た
例
は

未
だ
見
出
せ
ず
」
と
い
う
場
合
の
「
こ
れ
ら
の
諸
闘
争
」
に
は
文
脈
か
ら
し
て

首
然
「
抗
糧
暴
動
」
を
ふ
く
む
は
ず
だ
。

そ
う
し
て
お
い
て
「
た
だ
抗
糧
暴

動
に
つ
い
て
の
み
、
呼
臆
す
る
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
」
と
の
ベ
る
合
意
は
何
か
。
讃
者
は
、
首
時
の
中
園
祉
曾
の

諸
矛
盾
の
集
中
的
表
現
と
し
て
、
多
緩
な
要
求
と
形
態
で
闘
わ
れ
た
諸
闘
争
|

私
は
こ
れ
ら
に
あ
ら
わ
れ
た
中
園
祉
曾
の
諸
矛
盾
、
ま
た
外
園
資
本
主
義
の

侵
略
に
太
卒
天
国
が
ど
う
針
態
し
た
の
か
、
こ
れ
と
ど
う
相
互
に
か
か
わ
っ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
駄
に
し
て
、
傘
丘
(
以
後
の
太
卒
天
国
運
動
の
歴
史
的

性
格
や
意
義
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
だ
ー
と
、
太
卒
天
国
と
は
徐
り
関
係
が
な

か
っ
た
、
と
い
う
全
種
的
印
象
を
も
っ
に
ち
が
い
な
い
。
又
そ
う
い
う
印
象
を

輿
え
る
た
め
に
、
こ
う
い
う
表
現
を
西
川
氏
が
敢
て
し
た
と
考
え
る
ほ
か
な

い
。
私
は
一
八
四
二
年
の
抗
粗
暴
動
以
来
、
し
つ
よ
う
に
た
た
か
い
つ
つ
け
た

湖
北
の
崇
陽
、
通
城
、
通
山
、
出
血
糖
の
農
民
が
一
八
五
三
年
「
三
年
租
賦
を
菟

ず
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
か
か
げ
て
、
こ
の
地
方
に
進
出
し
て
き
た
太
卒
軍

に
鼓
舞
さ
れ
て
、
「
太
卒
天
徳
都
督
大
元
帥
」
ま
た
は
「
太
一中
天
国
殿
前
都
督

大
元
帥
」
な
ど
の
旗
放
を
か
か
げ
て
起
ち
上
り
、
の
ち
太
卒
軍
が
こ
の
地
に
入

っ
た
時
に
は
「
湖
北
勢
民
の
賊
に
従
う
者
、
輿
園
、
崇
陽
、
遁
城
、
一
連
山
、
大

治
、
駅
湖
、
質
的
、
最
も
多
し
」
(
胡
林
貿
)
と
か
、
「
賊
匪
(
太
卒
軍
)
復
た

湖
北
を
取
る
。
な
お
未
だ
克
せ
ざ
る
な
り
。
山
宗
阿
防

・
遁
山

・
一週
城
・
消
折
の
飢

民
、
三
、

岡
高
除
を
結
ん
で
迎
降
し
、
之
が
た
め
に
輩
力
す
」
(
在
土
鐸
〉
と

し
る
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
ん
に

「
呼
態
す
る
動
き
」
で
は
な
く
、
直
接
加

わ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
直
接
結
び
つ
い
て
」
、
太
卒
軍
の
力
の
強
固
な
源
泉
に

な
っ
た
こ
と
を
、
カ
を
こ
め
て
書
い
て
い
る
(
一
一
一
一
一
一
頁

1
一
四
一
頁
)
。

ま

た
費
慶
府
の
拾
米
、
阻
米
闘
争
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
鎮
座
す
る
た
め
に
江
忠

源
ら
が
組
織
し
た
楚
勇
が
、
曾
園
藩
が
組
織
し
た
湘
勇
と
と
も
に
、
湖
南
、
湖
北

の
抗
趨
暴
動
そ
の
他
の
農
民
暴
動
の
銀
座
、
つ
い
で
太
卒
天
園
銀
座
の
第
一
線

に
立
っ
た
こ
と
、
他
方
、
こ
の
地
方
の
農
民
は
、
一
八
五
二
年
太
卒
軍
の
湖
南

進
出
に
呼
隠
し
て
、
「
品
刷
機
に
曾
し
、
郡
(
資
慶
府
)
境
の
好
民
米
の
出
境
を

阻
す
る
に
籍
り
て
以
て
曾
匪
に
勾
結
す
」
と
い
う
動
き
を
示
し
た
こ
と
を
記
し

た
。
こ
れ
は
捻
米
闘
争
を
た
た
か
っ
た
農
民
が
直
接
太
卒
軍
と
結
び
つ
レ
た
も

の
で
は
な
い
(
太
卒
軍
は
、
こ
の
時
こ
の
地
に
は
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
)
に
せ

よ
、
太
卒
軍
に
鼓
舞
さ
れ
、
「
呼
際
」

し
よ
う
と
し
た
事
質
を
示
す
。

ま
た
こ

れ
は
蛍
時
の
中
園
枇
舎
の
諸
勢
力
の
封
抗
関
係
の
中
で
、
雨
者
が
と
も
に
反
郷

紳
地
主
の
陣
列
に
位
置
し
た
こ
と
を
、
開
接
的
に
一が
す
。
抗
租
闘
争
に
か
ん
し

て
も
、
さ
き
に
の
ベ
た
窮
闘
が
、
「
遥
か
に
賊
(
太
卒
天
国
)
の
撃
援
を
な
さ

ん
」
と
志
し
た
こ
と
(
本
文
で
は
愈聞
き
落
し
た
が
、
こ
の
闘
争
に
先
立
つ

一八

五
四
年
に
、
「
長
髪
之
黛
俄
披
三
王
子
」
な
る
も
の
が
「
衆
蔦
人
」
を
も
っ
て

松
滋
の
西
北
に
位
置
す
る
宜
昌
城
を
焔
し
入
れ
、
つ
い
で
松
滋
に
入
っ
て
い

る
。
こ
の
宜
昌
の
失
陥
を
機
に
、
そ
の
周
迭
は
「
所
在
群
盗
蜂
起
、
白
鐙
横

行
、
莫
敢
誰
何
」
と
い
う
無
政
府
欣
態
に
陥
っ
た
。
「
窮
闘
」
の
闘
い
は
、
太

卒
軍
の
進
出
に
と
も
な
う
、
こ
の
よ
う
な
清
朝
支
配
鐙
制
の
弱
鐙
化
、
動
揺
を

つ
い
て
お
こ
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
(
同
治
「
松
滋
際
志
』
を
三
参
照
)
、

さ
ら
に
ま
た
私
は
江
西
省
湖
口
に
つ
い
て
の
在
地
史
料
『
備
志
紀
年
』

を
引
い

て
、
太
卒
軍
の
進
出
を
機
に
組
織
的
な
抗
租
運
動
が
展
開
し
た
こ
と
を
し
る
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し
、
今
後
こ
の
地
方
で
も
史
料
の
設
掘
が
進
め
ば
、
「
こ
の
黙
を
よ
り
豊
富
に

検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
」
と
奮
い
た
。
し
か
る
に
、
氏
は
「
抗
糧
暴

動
に
つ
い
て
の
み
呼
廃
す
る
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
と
ど

ま
る
」
と
書
く
。
讃
ま
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
論
旨
に
不
都
合
な

の
で
浴
意
的
に
無
視
し
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
「
江
新
地
方
に

お
け
る
抗
租
暴
動
と
太
卒
天
国
」
に
つ
い
て
も
、
太
卒
軍
の
南
京
建
都
、
小
万

禽
の
上
海
占
領
、
一
八
六

O
年
以
後
の
太
卒
箪
の
進
出
リ
清
朝
の
地
方
支
配
建

制
の
尉
壊
を
機
に
爆
渡
的
に
起
っ
た
こ
の
地
域
の
抗
租
闘
争
、
こ
れ
と
太
卒
天

国
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
私
の
記
述
に
は
一
言
も
ふ
れ
な
い
。
そ
し
て
江
漸
デ

ルサ
J

に
お
け
る
地
主
民
圏
に
つ
い
て
の
、
「
大
地
主
ま
た
は
大
商
人
、
高
利
貸
、

官
僚
と
し
て
の
か
れ
ら
の
富
、
な
ら
び
に
か
れ
に
集
中
さ
れ
た
富
の
刑
判
極
に
形

成
さ
れ
た
属
大
な
無
産
遊
民
層
の
存
在
が
、
か
か
る
傭
兵
部
隊
の
形
成
を
可
能

に
し
た
」
と
い
う
拙
文
に
た
い
し
、
「
た
と
え
ば
、
上
帝
曾
の
設
鮮
地
慶
西
省

の
『
無
所
有
の
貧
農
、
品
質
民
』
と
、
こ
の
『
無
差
遊
民
層
』
と
の
相
違
黙
に
つ

い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
。
「
無
産
遊
民
層
」
と

「
無
所
有
の
貧
農
」
と
は
こ
と
な
っ
た
概
念
だ
。
ま
た
前
者
は
一
般
に
「
貧

民
」
で
は
あ
る
が
「
貧
民
」
イ
コ
ー
ル
「
無
産
遊
民
層
」
で
は
な
い
。
ど
う
し

て
こ
う
い
う
文
章
が
突
如
出
て
く
る
の
か
、
全
く
理
解
に
苦
し
む
。
し
か
し
つ

い
で
に
書
い
て
お
く
と
、
私
は
前
出
「
太
卒
天
国
と
農
民
凶
」
の
中
で
、
そ
れ

ぞ
れ
「
至
貧
な
る
者
東
王
に
如
く
な
く
、
至
苦
な
る
者
ま
た
東
王
に
一如
く
な

し
」
(
「
天
情
道
理
書
」
〉
な
ら
び
に
「
山
隅
に
僻
慮
し
、
自
ら
耕
し
て
食
し
、

自
ら
鑑
し
て
衣
す
」
(
向
上
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
楊
秀
清
と
驚
朝
且
貝
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
雨
者
は
本
質
的
に
は
貧
農
で
あ
り
、
ま
た
薪

炭
、
監
(
停
設
で
は
薪
朝
貴
は
こ
れ
を
種
え
て
貰
っ
て
い
た
と
い
う
)
な
ど
の

販
賀
を
つ
う
じ
て
市
場
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、
こ
れ
を
つ
う
じ
て
『
四
方
の
豪

傑
に
交
を
結
ぶ
』
機
舎
を
も
ち
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
楊
秀
清
は

『
識
字
多
な
し
、
好
議
異
常
』
《
賊
情
黍
纂
巻
一
》
と
か
、
『
性
機
響
、
権
智
を

用
う
る
を
喜
ぶ
』
《
筒
叉
文
『
太
卒
天
国
全
史
』
所
引
『
桂
卒
豚
志
』
》
と

か
、
『
心
計
好
深
し
』
《
「
再
建
起
事
紀
賞
」
》
な
ど
と
し
る
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
組
織
者
に
ふ
さ
わ
し
い
智
略
の
人
だ
っ
た
」
(
五
二
頁
)
と
。
そ
し
て
こ

れ
に
つ
づ
け
て
、
楊
へ
の
「
天
父
下
凡
」
の
意
義
を
論
じ
、
結
論
と
し
て
「
こ

の
よ
う
な
諸
熱
か
ら
剣
断
し
て
、
奔
上
帝
教
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
革
命
的

要
素
を
く
み
あ
げ
、
こ
れ
を
現
賓
の
革
命
運
動
に
ま
で
愛
国
服
さ
せ
る
上
で
、
楊

秀
清
の
果
し
た
役
割
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
、
私
は
思
う
」
と
の
ベ
た
。
こ

の
黙
に
限
っ
て
言
え
ば
、
今
で
も
同
じ
考
え
だ
。
た
だ
楊
や
粛
に
み
ら
れ
る
貧

農
の
階
級
的
性
格
だ
け
で
は
、
上
帝
教
が
何
故
、
紫
荊
山
中
を
耕
す
か
れ
ら
の

み
な
ら
ず
、
桂
卒
、
貴
闘
称
、
博
白
、
陸
川
、
ま
た
庚
東
省
信
宜
豚
な
ど
の
、
か

な
り
慶
い
範
国
に
わ
た
っ
て
、
主
に
客
家
の
農
民
や
鍍
夫
に
受
容
さ
れ
、
強
固

に
園
結
し
た
上
帝
曾
と
い
う
組
織
が
作
ら
れ
得
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
解
き

得
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(
さ
き
に
の
ベ
た
楊
や
粛
に
み
ら
れ
る
貧

農
の
階
級
的
性
格
だ
け
な
ら
、
度
西
の
非
客
家
の
農
民
や
、
慶
東
の
貧
農
に
つ

い
て
も
、
か
な
り
の
範
圏
で
、
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
)
。
そ
こ
で
こ

の
地
に
お
い
て
、
後
来
の
少
数
移
住
者
と
し
て
刻
苦
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
客
家
の
集
圏
と
し
て
の
差
別
さ
れ
た
、
な
い
し
疎
外
さ
れ
た
地
位
に

着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
て
ん
に
西
川
氏
と
の
大
き
な
見
解
の
ち
が

い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
再
論
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

(
2
〉
つ
ぎ
に

「
マ
ル
ク
ス
の
『
太
卒
天
国
』
論
」
に
つ
い
て
、
氏
は
「
マ
ル

ク
ス
の
中
園
祉
禽
に
つ
い
て
の
停
滞
論
的
認
識
は
本
質
的
に
は
一
貫
し
て
愛
ら

ず
、
否
定
的
な
『
太
卒
天
国
』
像
は
、
こ
の
『
化
石
社
曾
』
論
の
所
産
だ
っ

-185ー



186 

た
、
と
の
べ
、
通
説
的
見
解
を
再
確
認
し
た
も
の
」
と
私
の
論
旨
を
要
約
し
、

所
感
を
書
い
て
い
る
。
原
文
を
諌
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
理
解
し
て
も
ら
え
る

と
思
う
が
、
私
は
「
評
論
、
|
一
八
五

O
年
一
|
二
月
」
に
お
け
る
、
来
る
べ

き
、
あ
る
い
は
現
に
進
行
中
と
マ
ル
ク
ス
が
考
え
た
中
園
の
動
飢
に
つ
レ
て

の
、
極
め
て
楽
観
的
且
つ
高
い
評
債
が
、
一
八
六
二
年
に
書
い
た
論
文
「
中
園

問
題
」
で
は
、
太
卒
天
国
に
つ
い
て
全
く
否
定
的
な
許
債
に
逆
縛
し
て
し
ま
っ

た
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
を
、
こ
の
聞
に
マ
ル
ク
ス
が
中
園
や
ア
ジ
ア
枇

曾
に
つ
い
て
書
い
た
諸
論
文
に
則
し
て
検
討
し
た
の
だ
。
一
八
五

O
年
前
後
の

マ
ル
ク
ス
は
「
停
滞
論
的
認
識
」
を
明
確
に
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
イ
ギ
リ
ス
を
始
め
と
す
る
資
本
制
商
品
が
急
激
に
中
園
の
醤
経
済
構
造
を

破
場
す
る
だ
ろ
う
し
、
現
に
す
で
に
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
来
る
べ
き
中
園
革
命
に

「
自
由
、
卒
等
、
博
愛
」
の
共
和

園
の
貧
現
を
展
望
し
た
。
「
停
滞
論
」
的
認
識
は
、
一
八
五
三
年
五
月
|
六
月

に
か
け
て
の
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
往
復
書
簡
に
提
示
さ
れ
た
「
ア
ジ
ア

祉
舎
論
」
の
中
で
始
め
て
提
示
さ
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
資
本
制
商
品

が
、
南
京
倹
約
が
締
結
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
中
園
市
場
で
抽
出
期
さ

れ
た
ほ
ど
賓
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
を
中
薗
社
曾
の
構
造
そ
の
も
の
の
分

析
と
結
び
つ
け
て
検
討
し
た
?
、
ツ
チ
Z

ル
・
リ
ポ
ー
ト
」
を
諌
ん
で
の
ち

も
、
こ
の
認
識
は
愛
ら
な
か
っ
た
(
こ
の
リ
ポ
ー
ト
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

精
密
で
誘
得
力
の
あ
る
分
析
を
さ
れ
て
い
る
回
中
正
俊
氏
が
、
こ
れ
が
マ
ル
ク

ス
の
「
停
滞
論
的
」
中
園
祉
曾
認
識
を
製
化
さ
せ
た
と
の
べ
て
い
る
主
張
に
針

置
し
て
、
こ
の
貼
を
私
は
の
ベ
た
〉
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
中
園
問
題
」
に
お
け

る
太
卒
天
国
へ
の
否
定
的
評
債
を
う
ん
だ
、
と
の
べ
た
の
だ
。
「
本
質
的
に
は

一
貫
し
て
幾
ら
ず
」
な
ど
と
、
粗
雑
に
要
約
さ
れ
る
の
は
甚
だ
困
る
。
さ
ら
に

不
勉
強
の
せ
い
か
、
マ
ル
ク
ス
の
太
卒
天
国
論
の
中
で
、
最
大
の
問
題
性
を
は

ら
ん
で
い
る
一
八
六
二
年
の

「
中
園
問
題
」
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
論
じ
た
も

の
は
、
田
中
正
俊
氏
の
論
文
を
除
い
て
、
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
私
の
の
べ

た
こ
と
が
「
通
説
的
見
解
」
だ
と
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
百
六
鐙
的
に
ど
う
い

う
人
が
、
ど
こ
に
、
ど
う
い
う
も
の
を
書
い
て
い
る
の
か
、
是
非
数
え
て
い
た

だ
き
た
い
。

こ
こ
ま
で
書
い
た
だ
け
で
、
輿
え
ら
れ
た
紙
面
を
す
で
に
か
な
り
越
え
て
し

ま
っ
た
。
残
っ
た
問
題
、
「
中
園
近
代
史
研
究
の
親
黙
と
方
法
」
に
つ
い
て
の

疑
問
ゃ
、
と
く
に
か
ん
じ
ん
の
付
上
帝
数
の
特
質
と
こ
れ
が
地
上
の
革
命
に
結

び
つ
く
契
機
に
つ
い
て
、
私
が
こ
れ
ま
で
ど
う
捉
え
て
き
た
か
、
そ
の
雌
変
化
は

何
に
よ
る
か
と
い
う
問
題
、
ま
た
口
上
帝
敬
、
上
帝
舎
と
厳
西
客
家
の
関
係
に

か
ん
す
る
問
題
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
所
般
の
論
文
の
ほ
か
に
拙
稿
「
太
卒

天
国
に
お
け
る
宗
教
偶
像
破
壊
運
動
の
意
味
を
中
心
に
|
〈
史
皐
研
究
禽
第

十
回
大
曾
公
開
講
演
要
旨
〉
」
日
本
女
子
大
史
患
研
究
舎
『
史
州
』
第
四
械
、

一
九
七
二
年
所
牧
参
照
。
な
お
こ
こ
で
私
は
、
後
れ
て
移
住
し
て
き
た
客
家
の

農
民
が
、
少
数
ず
つ
分
散
し
て
既
存
の
村
落
共
同
慢
に
居
住
し
、
共
同
慢
の

秩
序
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
こ
れ
が
俸
統
的
な

「祉
稜
」
の

ま
つ
り
H
偶
像
崇
奔
に
封
立
し
、
こ
れ
を
否
定
す
る
上
帝
教
に
結
集
し
て
「
信

徒
共
同
盟
」
と
し
て
俸
統
的
共
同
種
に
封
立
す
る
一
つ
の
契
機
と
な
る
の
で

は
な
い
か
と
の
ベ
た
。
こ
の
論
旨
を
本
書
所
枚
の
第
一
部
第
二
章
に
く
み
こ
み

そ
こ
な
っ
た
の
は
大
き
な
ミ
ス
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
J
、
そ
し
て
最
後
に

伺
南
京
建
都
以
後
の
太
卒
天
国
政
権
の
階
級
的
性
格
を
ど
う
規
定
す
る
の
か
、

あ
る
い
は
こ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
を
、
蛍
面
そ
も
そ
も
重
要
な
問
題
だ
と
考
え

る
の
か
、
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
最
後
の
問
題
に
か

ん
し
て
だ
け
一
言
す
れ
ば
、
嘗
面
私
は
こ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
を
重
要
と
は
考
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え
て
い
な
い
。
大
健
ど
う
規
定
し
て
も
こ
れ
に
矛
盾
す
る
、
あ
る
い
は
ハ
ミ
だ

し
て
し
ま
う
事
態
に
否
感
な
く
直
面
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
前
近
代
の
農
民
戦

争
を
つ
う
じ
て
、
全
図
的
な
「
革
命
政
権
」
(
既
存
の
政
権
に
針
立
し
、
且
つ
既

存
の
祉
禽
鐙
制
、
人
関
関
係
を
出
演
草
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
も
っ
た
政
権
と
い

う
意
味
で
、
営
面
私
は
こ
れ
を
使
っ
て
お
り
、
農
民
革
命
政
権
と
い
う
名
穏
を

使
っ
て
い
な
い
〉
が
樹
立
さ
れ
た
、
と
い
う
事
例
は
世
界
史
上
な
い
。
そ
れ
は

さ
け
難
く
古
い
王
朝
的
形
式
を
と
る
。
ま
た
農
民
自
身
の
政
権
と
規
定
す
る
こ

と
を
た
め
ら
わ
せ
る
諸
側
面
を
も
っ
。
し
か
し
逆
に
例
え
ば
中
園
の
孫
詐
民
氏

が
建
都
以
後
の
郷
官
の
階
級
成
分
や
地
主
的
土
地
所
有
を
承
認
し
た
土
地
政
策

な
ど
に
つ
い
て
、
豊
富
な
(
し
か
し
氏
の
立
論
に
都
合
の
よ
い
史
料
を
重
黙
的

に
集
め
、
こ
れ
と
反
封
の
事
例
は
例
外
と
し
て
軽
視
し
て
い
る
)
史
料
を
あ

げ
、
か
つ
マ
ル
ク
ス
が
「
プ
リ
ュ
メ
l
ル
十
八
日
」
で
の
ベ
た
孤
立
分
散
的
な

小
農
民
と
政
治
権
力
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
極
め
て
ス
ッ
キ
リ
し
た
理
論
上
の

理
解
に
基
い
て
、
建
都
直
後
か
ら
、
地
主
の
封
建
政
権
だ
と
規
定
す
る
と
(
孫

氏
は
マ
ル
グ
ス
の
こ
こ
で
の
理
論
に
も
と

e

つ
い
て
、
そ
も
そ
も
前
近
代
で
は
農

民
政
権
は
あ
り
得
ぬ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
欧
の
か
な
り
の
マ
ル
ク
ス
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主
義
史
家
の
見
解
で
も
あ
る
〉
、
運
動
の
じ
っ
さ
い
の
動
き
の
中
に
は
、
こ
れ

と
矛
盾
す
る
事
態
が
明
白
に
見
出
だ
さ
れ
る
。
西
川
氏
の
一
八
五
三
年
|
五
六

年
H
農
民
革
命
政
権
、
五
六
年
以
後
U
漢
族
地
主
の
反
外
園
資
本
主
義
の
改
良

主
義
的
政
権
と
い
う
規
定
に
し
て
も
、
そ
れ
を
一
一
畏
附
け
る
た
め
に
も
っ
て
き
た

史
料
と
矛
盾
す
る
史
料
を
提
示
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
河
鰭
氏
が
西
川
読
に
謝

し
て
提
起
し
て
い
る
史
料
解
簿
上
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
だ
。
こ

う
い
う
事
貧
と
、
理
論
上
の
問
題
の
未
解
決
を
考
慮
す
る
な
ら
、
安
易
に
政
権

の
階
級
的
性
格
に
つ
い
て
規
定
す
る
前
に
、
古
い
王
朝
的
形
態
を
と
っ
た
に
せ

よ
、
ま
た
農
民
の
上
に
支
配
者
と
し
て
臨
む
あ
り
ょ
う
を
さ
け
難
く
示
し
た
に

せ
よ
、
「
革
命
」
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
と
い
う
新
し
い
僚
件
の
下
で
、
そ
の
政
策

や
現
貨
の
動
き
を
つ
う
じ
て
、
中
園
の
民
衆
の
解
放
が
ど
こ
ま
で
進
め
ら
れ
た

の
か
、
あ
る
い
は
制
約
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
複
雑
且
つ
矛
盾
し
た
事

寅
を
直
視
し
つ
つ
検
討
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
こ
の
運
動
の
歴
史

的
な
役
割
と
、
こ
の
政
権
の
歴
史
的
な
性
格
を
う
か
び
上
ら
せ
て
い
く
こ
と

が
、
営
面
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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