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青
年
中
園
研
究
者
曾
議
編

績
中
国
民
衆
反
観
の
世
界

浅

井

本
書
は
青
年
中
図
研
究
者
禽
議
が
一
九
七
四
年
に
出
版
し
た
『
中
園
民
衆
反

飢
の
世
界
』
の
繍
舗
と
し
て
、
こ
こ
十
年
開
の
同
曾
議
の
研
究
成
果
を
、
新

た
な
執
筆
者
を
加
え
て
、
あ
ら
た
め
て
世
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
前

書
同
様
、
古
代
か
ら
近
現
代
に
い
た
る
中
園
の
民
衆
反
飢
を
論
じ
た
個
別
研
究

よ
り
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
と
く
に
末
尾
に
奥
崎
裕
司
氏
の
筆
に
な
る
、

中
園
民
衆
反
飢
総
評
と
も
い
う
べ
き
、
「
中
園
民
衆
反
乱
史
論
」
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
本
書
の
冒
頭
に
あ
る
「
繍
編
設
刊
の
あ
い
さ
つ
」
に
擦
れ
ば
、
「
民

衆
の
反
乱
に
わ
た
く
し
た
ち
が
こ
だ
わ
り
繍
け
る
の
は
、
一
九
六

0
年
代
の
中

園
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
と
世
界
的
規
模
で
起
こ
っ
た
青
年
た
ち
の
反

飢
の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
心
か
ら
離
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
又
、
中
園

民
衆
反
乱
は
人
開
に
関
す
る
岡
県

J

引
を
開
示
し
て
く
れ
る
費
庫
で
あ
る
と
同
時

に
、
陳
勝
・
果
康
以
来
創
ら
れ
始
め
な
が
ら
、
い
ま
だ
未
完
成
で
あ
る
長
城
、

い
や
反
長
城
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
た
ち
の
関
心
は
寓
里
の
長
城
を

無
に
解
位
す
る
精
神
の
な
か
の
反
長
城
の
建
築
で
あ
り
ま
す
。
」
と
あ
る
。
執

筆
者
逮
は
き
わ
め
て
現
代
的
問
題
か
ら
出
裂
し
、
そ
れ
が
中
園
の
古
代
か
ら
現

代
に
ま
で
い
た
る
中
園
の
民
衆
反
飢
の
流
れ
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
中
園
民
衆
の
「
精
紳
の
反
長
城
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
意
幽
は
本
蓄
を
構
成
す
る
各
論
考
に
い
か
に
災
現
さ
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
本
書
は
以
下
の
論
考
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

羅
数
の
成
立
と
そ
の
展
開

相
田

市己

清
代
白
蓮
教
の
史
的
展
開
|

八

卦

教

と

諸

反

飢

佐

藤

公

彦

賢
王
氏
の
反
飢
1

嘉

慶

白

蓮

数

反

飢

研

究

序

説

小

林

一
美

山
東
省
の
紅
槍
禽

運

動

馬

場

毅

快
西
省
の
民
衆
運
動
と
そ
の
背
景
|
土
匪
反
鋭
の
史
的
一
意
義
菊
池

一
隆

雨
漠
交
替
期
に
お
け
る
豪
族
の
動
向
l
民
衆
反
飢
へ
の
封
態
を
め
ぐ
っ
て

土
屋
紀
義

奥
崎
裕
司

中
園
民
衆
反
飢
史
論

洋

各
論
考
と
も
中
図
民
衆
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
執
筆
者
の
一
意
気

込
み
を
感
じ
さ
せ
る
力
作
で
あ
る
。
以
下
、
各
論
考
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

相
田
洋
「
羅
敬
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
は
、
現
代
の
後
期
の
民
間
宗
教
諸
涯

に
大
き
な
影
響
を
興
え
た
羅
数
の
思
想
を
、
そ
の
経
典
で
あ
る
五
部
六
加
の
内

容
を
通
し
て
分
析
し
、
そ
の
特
徴
、
明
末
に
お
け
る
展
開
、
陸
制
イ
デ
オ
ロ
ギ

イ
と
の
関
係
、
を
論
じ
て
い
る
。
相
田
氏
は
ま
ず
、
五
部
六
加
の
各
経
典
の
内

容
全
世
を
概
略
的
に
紹
介
し
て
い
る
。
従
来
の
羅
教
に
関
す
る
研
究
に
お
い

て
、
五
部
六
般
の
内
容
を
直
接
的
か
つ
全
健
的
に
紹
介
し
た
論
考
は
比
較
的
乏

し
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
相
田
氏
の
こ
の
論
考
の
一
意
義
は
小
さ
く
な
い
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
中
園
の
民
閲
宗
数
の
研
究
は
、
い
ま
や
そ
の
経
典
で
あ
る
賓
巻
の

内
容
を
本
格
的
に
分
析
し
、
そ
の
思
想
の
特
質
を
論
ず
る
段
階
に
至
っ
た
と
い

え
る
。相

田
氏
に
擦
れ
ば
、
五
部
六
品
川
の
数
義
の
中
心
は
「
空
」
の
思
想
で
あ
り
、

そ
れ
は
例
数
の
「
空
」
が
本
位
の
質
在
設
に
反
劃
す
る
の
に
劃
し
て
、
天
地
高

物
に
先
立
っ
て
存
在
し
、
太
古
か
ら
現
在
ま
で
、
不
努
の
本
鐙
と
さ
れ
て
お

り
、
蔦
物
は
本
鐙
の
努
化
し
た
姿
で
あ
り
、
本
来
、
本
健
と
一
健
無
二
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な

「
蔦
物
一
鰻
観
」
は
現
貧
の
す
べ
て
の
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も
の
を
融
通
無
療
に
取
り
込
む
袈
置
の
役
割
を
果
し
、
古
両
物
を
根
源
に
還
元
し

て
し
ま
い
、
す
べ
て
を
等
債
に
し
相
制
刻
化
す
る
働
き
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ

故
、
こ
の
思
想
は
既
成
の
秩
序
や
償
値
を
否
定
し
尉
援
さ
せ
る
危
険
な
要
素
を

持
っ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
本
盤
論
に
お
い
て
は
、
人
間
各
人
が
誰
で

も
持
っ
て
い
る
「
心
」
が
併
で
あ
り
本
位
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
人
聞
が
誰

で
も
悟
り
得
る
力
量
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
羅
数
に
示
さ
れ
る

民
衆
思
想
に
劃
し
て
、
償
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
リ
儒
数
の
方
で
も
新
し
い
動
き
が

見
ら
れ
、
王
陽
明
の
「
寓
物
一
盟
」
の
仁
思
想
、
一
二
敬
一
致
の
傾
向
や
新
例
教

の
展
開
な
ど
は
、
そ
の
根
底
に
羅
教
と
同
じ
思
想
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
羅
数
の

ご
と
き
異
端
思
想
に
針
す
る
陸
制
補
強
の
役
割
を
果
し
た
と
す
る
。

以
上
述
べ
た
相
田
氏
の
論
考
の
意
闘
は
、
五
都
六
加
を
内
的
に
理
解
し
て
、

い
か
に
明
末
の
諸
数
波
や
「
反
飽
」
と
つ
な
ぐ
か
、
と
い
う
黙
に
在
る
。
す
な

わ
ち
、
相
田
氏
は
羅
教
の
高
物
一
慢
観
と
「
心
」
の
章
一覗
に
よ
る
各
人
の
主
健

性
の
自
宛
こ
そ
が
「
反
観
」
へ
と
結
び
つ
く
「
危
険
」
な
要
素
で
あ
っ
た
と
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
田
氏
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
高
物
一
鐙
の
概

念
は
陽
明
察
の
重
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
さ
ら
に
洲
つ
て
は
、
宋
察

の
一
一
部
に
も
見
出
さ
れ
る
思
想
で
あ
っ
て
羅
数
濁
自
の
思
想
で
は
な
い
。
羅
教

の
「
空
」
の
観
念
を
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
太
極
」
も
直
接
的
に
は

宋
の
周
敦
顧
の
太
極
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
羅
教
の
一
一
一
敬
一
致
、

「
心
」
の
重
視
も
い
ず
れ
も
陽
明
皐
に
も
見
出
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
相
田

氏
の
上
げ
た
羅
数
の

「危
険
性
」
を
一
ホ
す
と
さ
れ
た
諸
要
素
は
い
ず
れ
も
本
来

鐙
制
数
筆
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
無
媒
介
に

「
反
飢
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
明
清
時
代
の
民
間
宗
教
諸

数
汲
の
反
飢
に
お
い
て
、
そ
の
様
る
所
の
思
想
に
相
田
氏
が
指
摘
し
た
諸
要
素

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
民
間
宗
数
数
涯
に
お
い
て
濁
特
な
形
に
後
化
さ

せ
ら
れ
た
り
、
他
の
要
素
が
附
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
そ
の
よ
う
な
要
素
が
反
飢
と
結
び
つ
い
た
過
程
を
よ
り
具
盤
的
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
撃
十
ま
れ
る
。

佐
藤
公
彦
「
清
代
白
蓮
激
の
史
的
展
開
|
八
卦
数
と
諸
反
鋭
」
は
、
清
代
の

白
蓮
敬
の
中
の
代
表
的
数
振
で
あ
る
八
卦
教
を
、
開
創
・
道
統
俸
設
、
八
卦
数

の
淵
源
と
見
ら
れ
る
牧
元
教
の
数
首
劉
家
と
震
卦
の
王
家
、
嘉
慶
白
蓮
数
反
飢

に
お
け
る
役
割
、

震
卦
の
部
家
、
同
治
以
後
の
八
卦
数
及
び
他
宗
波
等
の
諸
方

面
か
ら
多
数
の
史
料
に
依
援
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
氏
が
考

察
し
た
内
容
は
八
卦
数
の
教
義
や
組
織
で
は
な
く
、
も
つ
ば
ら
系
統
論
で
あ
る

が
、
こ
の
論
考
に
よ
っ
て
、
八
卦
数
の
流
れ
が
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
の
中
で
も

っ
と
も
総
合
的
か
つ
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
基
礎
的
な

作
業
が
な
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

も
っ
と
も
、
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。
系
統
論
に
限
っ
て
も
、
嘉
慶
白
蓮
敬

の
飢
に
お
け
る
劉
松
・
劉
之
協
の
混
元
教
を
八
卦
数
系
と
断
定
す
る
に
は
よ
り

確
か
な
根
援
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
八
卦
教
の
創
始
に
関
し
て
も
不
明
の
部
分
が

多
い
が
、
す
で
に
津
田
瑞
穂
氏
が
同
教
の
八
卦
分
掌
の
観
念
を
、
大
衆
国
頓
教

の
経
曲
円
で
あ
る
『
龍
華
経
』
や
そ
の
流
れ
を
汲
む
と
見
ら
れ
る
『
皇
極
金
丹
九

蓮
正
信
販
員
選
郷
賓
巻
』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、

い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
八
卦
教
の
性
格
そ
の
も
の
の
捉

え
方
に
つ
い
て
も
注
意
す
べ
き
黙
が
あ
る
。
八
卦
数
の
淵
源
と
さ
れ
る
劉
氏
の

牧
元
数
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
八
卦
数
は
各
地
の
そ
の
流
れ
を
汲

む
宗
数
結
社
が
そ
れ
ぞ
れ
八
卦
内
の
一
卦
を
名
乗
っ
て
、
分
離
担
倒
立
し
た
欣
態

を
示
し
て
お
り
、
組
織
に
お
い
て
も
数
義
に
お
い
て
も
、
統
一
し
た
数
振
と
し

て
扱
う
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
す
で
に
鈴
木
中
正
氏
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
八
卦
教
が
は
や
く
か
ら
固
有
の
教
義
を
俸
承
す
る
こ
と
に
重
熱
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を
置
か
ず
、
宗
教
的
方
面
よ
り
も
、
宗
数
以
外
の
動
機
、
す
な
わ
ち
、
集
図
的

共
同
的
利
盆
を
求
め
、
教
徒
数
の
抜
大
を
は
か
り
、
民
間
武
慈
人
を
引
き
入
れ

る
方
向
に
進
み
、
そ
の
結
果
、
秘
密
結
社
天
地
愈
と
似
た
結
社
と
な
っ
て
い
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
卦
分
掌
は
宗
数
観
念
と

い
う
よ
り
も
組
織
概
念
で
あ
ろ
う
。
そ
の
数
義
に
関
し
て
も
、
清
の
草
加
慶
十
八

年
(
一
八
二
ニ
〉
に
皇
宮
を
襲
撃
し
た
八
卦
教
徒
林
清
が
牧
元
教
の
数
首
劉
氏

の
純
生
で
あ
る
と
稀
し
な
が
ら
、
一
方
で
白
陽
数
に
借
り
、
石
併
口
王
氏
の
数

涯
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
三
例
際
劫
線
観
遜
書
』
を
保
持
し
て
い
た
こ

と
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
八
卦
内
各
振
は
他
の
宗
教
結
社
の
影
響
を
受
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
性
格
を
大
幅
に
愛
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八

卦
敬
を
そ
の
教
義
と
組
織
に
お
い
て
、
紅
陽
数
・
白
陽
敬
(
大
衆
国
頓
数
〉
・

大
乗
数
(
清
茶
門
数
)
と
い
っ
た
他
の
宗
数
結
社
と
同
様
の
宗
教
結
社
と
し
て

論
ず
る
こ
と
に
は
恨
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
白
蓮
数
系
宗
致
結

祉
は
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
混
濁
し
、
本
来
の
性
格
を
自
由
自
在
に
袋
え
る
傾

向
が
あ
る
が
、
入
卦
数
の
場
合
は
そ
の
傾
向
が
と
く
に
甚
し
く
、
系
統
を
作

り
、
そ
の
性
格
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
こ
の
黙
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ

よソ。
小
林

一
美

「斉
王
氏
の
反
飢
|
嘉
慶
白
蓮
数
反
飢
研
究
序
説
」
は
、
清
代
の

嘉
慶
白
蓮
数
反
飢
に
お
い
て
、
裂
陽
数
軍
の
主
力
を
率
い
た
総
数
師
で
あ
る
女

性
湾
王
氏
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
存
在
の
本
質
的
意
味
を
論
じ
て
い
る
。
小
林

氏
に
疲
れ
ば
、

柑
円
王
氏
は
元
来
街
役
の
子
と
し
て
生
れ
、
大
道
で
武
裂
を
見
せ

物
に
し
て
日
を
迭
っ
て
い
た
が
、
の
ち
湖
北
省
裏
山
防
府
城
内
の
街
役
で
白
蓮
教

徒
の
湾
林
の
萎
と
な
っ
た
。
夫
拙門
林
が
刑
死
し
た
後
、
嘉
慶
三
年
〈
一
七
九

八
〉
、
彼
女
は
劉
之
協
や
銚
之
官
と
と
も
に
袈
陽
で
蜂
起
を
企
て
、
そ
れ
以
後
、

白
蓮
数
箪
中
で
主
要
な
指
導
者
と
な
り
、
三
年
聞
に
わ
た
っ
て
官
軍
と
載
っ

た
、
と
い
う
。
氏
は
湾
王
氏
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
賎
民
観
さ
れ
る
よ
う
な
社

合
的
身
分
出
身
、
寡
婦
と
し
て
の
立
場
、
普
遍
的
公
理
や
白
蓮
数
の
世
界
観
に

謝
す
る
忠
誠
心
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
私
怨
に
も
と
づ
く
復
讐
心
に
よ
っ
て

反
飢
に
起
ち
上
が
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
社
合
的
存
在
と
社
合
的
債
値
を

「
負
の
世
界
」
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
、

嘉
慶
白
蓮
教
の
飢
は
斉
王
氏
の
存
在

に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
新
し
い
政
治
的
権
力
樹
立
の
明
確
な
意
志
が
な

く
、
滅
浦
輿
漢
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
徹
底
す
る
こ
と
が
な
く
、
枇
曾
経
済
的

要
求
の
綱
領
を
提
出
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
数
徒
の
あ
り
ょ
う
は
、
ま
さ
に

進
歩
・
設
展
と
い
う
よ
う
な
関
心
が
無
意
味
で
あ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
負
の
世

界
、
負
の
方
法
に
よ
る
自
己
存
在
の
透
明
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
人
聞
の
行

震
で
あ
っ
た
と
す
る
。

小
林
氏
は
こ
の
よ
う
な

「構
造
的
負
の
文
化
償
値
」
、
「
負
の
世
界
」
を
鎧
現

し
て
い
る
社
合
的
浮
遊
層
の
概
念
の
歴
史
的
規
定
、
歴
史
に
お
け
る
役
割
、
位

置
等
に
つ
い
て
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
。
氏
に
擦
れ
ば
、

負
の
世
界
、
負
の
債
値
観
の
自
己
主
張
は
、
直
接
生
産
者
の
経
済
的
利
害
関
心
、

祉
合
的
利
害
関
心
に
も
と
づ
く
要
求
・
闘
争
(
抗
糧
・
抗
租
な
ど
)
・
を
基
盤
と

す
る
が
、
そ
の
直
接
的
反
映
で
は
な
い
と
す
る
。
氏
は
民
衆
運
動
に
は
二
つ
の

流
れ
が
あ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、
直
接
生
産
者
の
主
鐙
と
論
理
を
示
す
縦
糸
と

し
て
、
歴
史
を
車
系
な
も
の
と
し
て
連
繍
的
に
作
用
し
、
そ
の
軌
道
の
上
を
歩

む
祉
曾
的
経
済
的
運
動
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
浮
遊
者
・
非
定
住
者
・
漂
泊

者
・
被
差
別
者
の
主
睦
と
論
理
を
示
す
横
糸
と
し
て
、
歴
史
を
非
連
績
の
連
績

と
し
て
超
歴
史
的
に
共
時
的
に
賀
現
せ
ん
と
す
る
宗
教
的
運
動
で
あ
り
、
雨
者

が
互
い
に
封
抗
、
反
媛
し
つ
つ
歴
史
を
織
り
な
す
も
の
と
し
た
。

小
林
氏
の
一
意
闘
は
、
合
理
的
歴
史
法
則
、
あ
る
い
は
歴
史
的
解
緯
の
枠
内
に

お
さ
ま
ら
な
い
民
衆
の
精
紳
に
光
を
嘗
て
、
そ
れ
が
歴
史
の
展
開
の
中
で
果
し
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た
役
割
を
正
嘗
に
評
債
し
、
祉
禽
・
経
済
的
論
理
と
の
関
連
を
探
求
せ
ん
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
提
起
そ
の
も
の
は
、
や
や
抽
象
的
に
過
ぎ
る
嫌
い

は
あ
る
が
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
氏
の
い
う

「
負
の
世
界
」
と
い
う
概
念
を
い
か
に
評
債
す
る
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「負」

と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
い
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
た

め
、
説
得
的
で
な
い
。
は
た
し
て
白
蓮
数
の
数
義
を

「
負
」
と
い
う
概
念
で
説

明
し
う
る
か
否
か
、
白
蓮
数
の
捲
い
手
を
浮
遊
者
・
非
定
住
者
・
漂
泊
者
・
被

差
別
者
と
い
っ
た
、
支
配
構
造
と
佐
倉
盤
制
に
お
い
て
切
り
捨
て
ら
れ
排
除
さ

れ
蔑
視
さ
れ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
祉
舎
的
地
位
に
居
る
者
と
し
て
規
定
で
き
る
か

苔
か
、
ひ
い
て
は
嘉
慶
白
蓮
数
の
飢
を
「
負
」
の
観
念
に
よ
る
反
鋭
と
見
な
せ

る
か
否
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
た
だ
ち
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
以
下
の
黙
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
白
蓮
数
の
世
界

観
は
中
園
社
舎
の
中
で
俸
統
的
に
は
ぐ
く
ま
れ
保
持
さ
れ
て
き
た
、
併
数
・
道

教
・
儒
数
・
民
間
信
仰
・
呪
術
な
ど
が
混
濁
し
て
濁
特
な
形
で
作
り
上
げ
ら
れ

た
世
界
観
で
あ
っ
て
、
王
朝
権
力
の
支
配
思
想
〈
儒
数
〉
に
取
っ
て
替
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
中
園
民
衆
の
中
に
深
く
根
を
下
し
て
お
り
、
民
衆
祉
舎

に
あ
っ
て
は
か
な
ら
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
祉
曾
的
位
置
に
あ
っ
た
と
は
い
え

な
い
し
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
想
と
し
て
も
受
け
と
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
白
蓮
数
徒
の
中
に
祉
舎
的
浮
遊
層
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
に
限
定
さ
れ
ず
、
官
官
・
下
級
士
大

夫
・
膏
吏
・
街
役
・
農
民
と
い
っ
た
、
支
配
慢
制
秩
序
内
の
者
も
多
く
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
数
徒
の
構
成
は
多
様
で
あ
っ
た
。
嘉
慶
白
蓮
数
の
飢
に
は
た
し

か
に
明
確
な
政
権
構
想
が
な
く
、
そ
の
社
舎
的
経
済
的
要
求
も
不
明
確
で
あ
る

が
、
数
徒
は
劫
難
の
到
来
、
漏
動
併
下
生
に
よ
る
世
界
祭
換
を
唱
え
て
お
り
、

そ
の
行
動
の
根
底
に
は
一
種
の
千
年
王
図
的
思
想
が
あ
っ
た

こ
と
は
疑
い
な

ぃ
。
そ
の
よ
う
な
千
年
王
図
的
運
動
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
非
合
理
的
、
非

計
霊
的
闘
争
形
態
を
も
っ
て
そ
の
特
徴
と
す
る
か
ら
、
小
林
氏
が
述
べ
た
よ
う

な
教
徒
の
あ
り
ょ
う
は
、
か
な
ら
ず
し
も
「
負
」
と
い
う
概
念
で
し
か
解
稼
で

き
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

馬
場
毅
「
山
東
紅
槍
禽
運
動
」
は
、
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
二
九
年
に
か
け

て
の
園
民
革
命
軍
の
北
伐
と
、
こ
れ
に
針
抗
す
る
奉
天
系
軍
閥
と
の
戦
い
の
も

と
に
お
け
る
、
山
東
省
の
紅
槍
舎
の
闘
争
を
詳
述
す
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て

い
る
紅
槍
曾
と
い
う
名
務
は
、
紅
槍
舎
・
大
刀
曾
・
紅
綬
舎
を
含
む
庚
義
の
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
馬
場
氏
に
擦
れ
ば
、
紅
槍
舎
は
農
民
の
原
-
初
的
な
組
織
で

あ
り
、
か
つ
運
動
形
態
で
あ
っ
て
、
奉
天
系
軍
関
張
宗
昌
軍
の
苛
指
雑
税
に
針

抗
し
て
、
郷
土
防
衛
、
村
落
自
衛
の
闘
争
を
行
っ
た
と
す
る
。
本
論
考
に
お
い

て
は
、
馬
場
氏
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
紅
槍
曾
の
闘
争
を
跡
づ
け
た
の

み
で
あ
り
、
紅
槍
禽
の
構
成
員
・
組
織
、
そ
の
活
動
の
背
景
と
な
る
山
東
省
の

階
級
構
成
、
経
済
的
諸
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
馬
場
氏

は
前
掲
書
『
中
園
民
衆
反
飢
の
世
界
』
に
お
い
て
、
主
と
し
て
河
南
省
の
紅
槍

舎
に
つ
い
て
分
析
し
、
紅
槍
運
動
の
主
力
軍
は
、
一
一
部
を
除
き
、
総
鐙
と
し
て

波
落
し
つ
つ
あ
っ
た
中
農
お
よ
び
農
民
中
多
数
を
占
め
る
貧
農
と
い
う
零
細
自

耕
農
で
あ
っ
た
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
運
動
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
イ
を
潰
兵
・
土

匪
・
土
豪
・
劣
紳
・
貧
農
の
い
ず
れ
が
握
る
か
に
よ
っ
て
、
各
地
の
特
色
が
出

た
と
い
う
。
山
東
省
の
紅
槍
曾
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
の
分
析

が
今
後
の
課
題
と
し
て
期
待
さ
れ
る
。

菊
池

一
隆

「
快
西
省
の
民
衆
運
動
と
そ
の
背
景
|
土
匪
反
飢
の
史
的
意
義
」

は
、
第
二
次
圏
内
革
命
戦
争
の
時
期
、
他
の
ソ
ヴ
ェ
ト
地
匡
崩
援
の
中
に
在
っ

て
、
な
ぜ
険
西
省
の
ソ
ヴ
ェ
ト
地
区
だ
け
が
生
き
残
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、

向
地
域
に
お
け
る
土
匪
反
飢
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
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二
次
園
内
革
命
戦
争
時
期
の
快
西
省
は
皐
帥
胞
を
中
心
と
す
る
大
自
然
災
害
、
大

規
模
な
箪
閥
混
戦
、
そ
の
軍
資
金
と
し
て
ア
ヘ
ン
税
、
「
兵
差
」
を
は
じ
め
と

す
る
苛
摘
雑
税
が
諜
せ
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
農
民
は
地
主

・
高
利
貸
に
依
抜

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
高
利
の
た
め
に
結
局
田
畑

・
妻
子
を
質
り
、
窮
乏
化

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
農
民
は
箪
閥
の
丘
一
と
な
っ
た
り
、
土
匿
と
な
っ
た

り
、
飢
民
と
し
て
食
糧
略
奪
還
動
に
参
加
し
た
。
農
民
反
飢
と
土
匪
反
飢
は
著

し
く
類
似
性
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
反
権
力
」
と
い
う
共
通
項
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
。
一

方
、
快
西
共
産
紫
は
隙
北
の
十
一
豚
を
占
領
し
、
さ
ら
に
ソ

ヴ
ェ
ト
地
区
の
扱
大
を
は
か
っ
た
。
こ
れ
に
針
し
て
図
民
熊
政
府
は
苛
指
雑
税

の
菟
除
を
含
む
一
連
の
改
革
を
行
っ
た
が
、
す
で
に
時
機
を
失
し
て
お
り
、
隊

西
共
産
磁
の
伸
張
や
ソ
ヴ
ヱ
ト
厄
拡
大
を
阻
止
す
る
有
数
な
手
段
と
は
な
ら
な

く
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
川
間
西
共
産
泌
が
以
北
-
M
m
甘
溢
M
M
一
雨
ソ
区
を
維
持
扱

大
し
え
た
の
は
、
共
産
燥
が
岡
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
と
結
び
つ
き
を
は
か
っ

た
こ
と
、

反
税
反
軍
閥
を
明
確
に
し
た
農
民
運
動
の
頻
授
、
軍
閥
剖
談
、
混

戦
、
土
匪
の
反
乱
が
あ
る
。
と
く
に
土
匪
は
動
揺
常
な
く
、
未
来
に
刑
判
す
る
展

撃
や
建
設
志
向
な
く
、
破
壊
の
み
を
主
と
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
嘗
値
制
に
亀

裂
を
入
れ
、
快
西
省
に
お
け
る
革
命
路
線
貫
徹
の
道
を
掃
き
清
め
る
結
果
と
な

っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
革
命
史
側
か
ら
見
た
土
匪
の
役
割
に
は
、
間
接

的
な
が
ら
決
し
て
否
定
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
、
と
す
る
。

土
屋
紀
義

「雨
漢
交
替
矧
に
お
け
る
豪
族
の
動
向
l
民
衆
叛
飢
へ
の
針
肱
を

め
ぐ

っ
て
」
は
、

王
奔
治
世
末
期
、
各
地
で
豪
族
の
起
兵
が
見
ら
れ
た
が
、
そ

れ
ら
の
起
兵
は
、
そ
も
そ
も
は
王
芥
を
倒
そ
う
と
す
る
こ
と
よ
り
も
、
民
衆
叛

飢
集
閣
の
攻
懲
を
受
け
、
自
衛
に
迫
ら
れ
て
行
動
を
開
始
し
た
と
す
る
。
こ
れ

ら
の
豪
族
は
民
衆
叛
飢
集
闘
に
射
し
て
勝
利
を
牧
め
、
王
朝
権
力
の
争
奪
戦
を

展
開
す
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
を
そ
の
出
設
貼
に
お
い
て
支
え
て

い
た
の
は
、
「
管
保
」
等
の
自
信
組
織
に
よ
る
在
地
豪
族
の
動
向
で
あ
っ
た
。

営
保
は
城
郭
外
の
地
に
土
盈

・
姻
制
等
を
周
囲
に
め
ぐ
ら
し
て
、
そ
の
中
に
一

族

・
賓
客

・
小
民
が
一
図
と
な
っ
て
立
て
箆
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
王
出
井
治

世
末
期
に
な
っ
て
出
現
し
た
と
思
わ
れ
る
と
す
る
。
土
屋
氏
は
、
こ
の
よ
う
な

営
保
に
よ
っ
た
家
族
の
存
在
を
、
赤
眉
等
の
反
飢
集
固
が
活
動
し
、
後
漢
王
朝

政
機
が
形
成
さ
れ
た
場
に
射
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
嘗
時

の
歴
史
の
傾
向
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
赤
眉
と
後
漢
王
朝
の
問
題
を
と
ら
え
な

お
す
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
。

奥
崎
裕
司
「
中
園
民
衆
反
飢
史
論
」
は
、
古
代
か
ら
南
宋
ま
で
の
中
園
の
民

衆
反
乱
を
十
一
一
章
に
分
け
て
検
討
し
、
各
反
乱
の
類
型
化
を
行
い
、
二
十
五
の

典
型
を
上
げ
た
。
さ
ら
に
、
管
主
に
お
い
て
、
元

・
明

・
清
時
代
の
奴
袋

・
抗

租

・
抗
糧

・
民
愛
・
宗
教
反
飢
の
捉
え
直
し
を
試
み
て
い
る
。
奥
崎
氏
の
上
げ

た
二
十
五
の
典
型
は
多
く
の
民
衆
反
飽
の
中
に
見
ら
れ
る
多
彩
な
要
素

・
特
徴

を
思
想
的

・
経
済
的
・
階
級
的

・
政
治
的
・
宗
教
的
と
い
っ
た
き
わ
め
て
多
面

的
角
度
か
ら
捉
え
た
注
目
す
べ
き
試
み
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
奥
崎
氏
が
本
書

の
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
、
中
園
民
衆
反
飢
は
人
聞
に
関
す
る
員
貨
を
開

示
し
て
く
れ
る
賀
庫
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
を
具
程
的
に
示
そ
う
と
し
た
も
の

と
い
え
る
。
私
は
こ
の
二
十
五
の
典
型
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
検

討
を
本
書
-
評
に
お
こ
な
う
だ
け
の
準
備
は
な
い
し
、
奥
崎
氏
は
い
ず
れ
そ
れ
ら

に
つ
い
て
の
本
格
的
な
論
考
を
笈
表
す
る
致
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
こ
こ
で
は
終
草
に
見
出
さ
れ
る
氏
の
中
園
民
衆
反
飽
史

観
を
検
討
し
た
い
。

終
章
、
元
・
明

・
清
の
民
衆
反
鋭
、
に
お
い
て
、
奥
崎
氏
は
こ
の
時
代
の
民

衆
反
飢
に
針
す
る
基
本
的
理
解
を
披
溢
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
歴
史
上
、
政
治

的

・
宗
激
的
闘
争
の
み
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
で
は
な
く
、
生
産
地
黙
に
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根
を
下
し
た
経
済
闘
争
に
も
濁
自
の
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
抗
租
闘
争
は
自
立
し
た
第
働
主
睦
と
し
て
の
自
己
を
可
能
性
に
と
ど

ま
ら
ず
、
現
貨
の
も
の
と
す
る
た
め
の
闘
い
で
あ
り
、
抗
糧
闘
争
は
専
制
主
義

の
王
法
理
念
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
思
想
的
特
質
は
含
ま
な
い
が
、
純
化
さ
れ

た
王
法
と
現
貨
の
王
法
と
の
帯
離
を
認
識
し
、
政
策
の
窓
、
役
人
の
悪
に
謝
し

て
異
議
を
申
し
立
て
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
抗
租
・
抗
糧

闘
争
に
よ
っ
て
自
己
愛
革
を
と
げ
た
人
々
が
縫
い
手
に
な
ら
な
い
限
り
、
宗
教

反
観
は
盤
か
な
成
果
を
上
げ
得
な
い
と
す
る
。
氏
は
宗
数
反
飢
の
限
界
を
、
生

産
・
生
産
地
貼
か
ら
逃
亡
し
た
入
手
を
捨
い
手
と
し
て
い
た
黙
に
求
め
て
お

り
、
宗
教
反
鋭
が
、
た
と
え
現
質
の
政
治
圏
家
の
幻
想
の
共
同
性
の
歎
隔
を
根

底
か
ら
否
定
し
た
と
し
て
も
、
抗
糧
闘
争
の
濁
自
の
役
割
で
あ
る
自
立
し
た
闘

争
主
佳
の
形
成
な
く
し
て
は
新
し
い
祉
舎
の
建
設
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

奥
崎
氏
の
こ
の
見
解
は
民
衆
反
飢
を
研
究
す
る
う
え
で
基
本
的
に
均
衡
の
と

れ
た
受
賞
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
宗
数
思
想
は
民
衆
の
持
つ
本
源
的
願

墓
・
思
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
武
装
蜂
起
の
ご
と
き
質
際
的
行

動
と
結
び
つ
く
場
合
に
は
、
民
衆
の
政
治
的

・
経
済
的
・
社
合
的
観
念
あ
る
い

は
候
件
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
面
に
お
け
る
民
衆
の
主
笹

性
の
後
展

・
確
立
は
民
衆
運
動
に
と
っ
て
依
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
た
だ
し
、
氏
が
宗
数
反
飢
を
基
本
的
に
生
産
・
生
産
地
結
か
ら
逃
亡

し
た
人
々
を
捻
い
手
と
し
て
い
た
と
見
な
し
た
こ
と
は
受
賞
で
あ
ろ
う
か
。
宗

数
反
飢
そ
れ
自
慢
は
抗
租
・
抗
糧
闘
争
と
そ
の
本
質
に
お
い
て
異
っ
て
お
り
、

宗
教
反
飢
の
縫
い
手
の
中
に
生
産
か
ら
離
脱
し
た
浮
遊
日
閣
が
加
わ
っ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
一

般
的
に
い
っ
て
、
反
飽
の
規
模
が
大
き
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
直
接
的
に
生
産
活
動
に
従
事
す
る
農
民
も
加
わ
っ
て
い
た

事
例
が
多
い
。
彼
ら
は
生
産

・
生
産
地
貼
に
根
づ
い
た
闘
争
で
挫
折
し
逃
亡
し

た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
抗
租
・
抗
糧
闘
争
だ
け
で
は
精
し
え
ぬ
要
求
を
掲

げ
て
武
装
闘
争
に
阪
起
し
た
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
反
鋭

・
抗
租

・
抗
糧
闘
争

の
捻
い
手
が
質
際
に
お
い
て
重
複
し
て
お
り
、
非
日
常
的
な
宗
数
反
飢
に
起
ち

上
が
っ
た
農
民
が
、
日
常
的
段
階
に
お
い
て
は
抗
租

・
抗
糧
闘
争
の
捨
い
手
で

あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
民
衆
が
民
開

宗
致
結
社
に
入
る
こ
と
を
非
日
常
的
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
民
間
宗
教
結
社

が
日
常
的
段
階
で
民
衆
の
中
に
浸
透
し
て
お
り
、
宗
教
的
世
界
観
を
持
っ
た
民

衆
が
一
方
に
お
い
て
抗
租

・
抗
糧
闘
争
も
行
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
宗
教
的
・
経
済
的
諸
闘
争
の
性
格
を
区
別
し
て

分
析
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
闘
争
が
同
一
の
民
衆
の

諸
側
面
を
示
す
も
の
と
し
て
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

奥
崎
氏
の
い
ま
一
つ
の
重
要
な
見
解
は
、
前
述
し
た
抗
糧
闘
争
に
封
す
る
評

僚
と
も
関
連
し
て
い
る
が
、
支
配
思
想
を
支
配
者
と
民
衆
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の

結
果
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
爾
者
か
ら
別
方
向
の
思
い
を
込
め
、
別
方

向
の
質
の
幻
想
の
源
と
し
て
成
立
し
た
、
と
見
な
す
も
の
で
あ
る
。
氏
は
民
衆

が
停
統
的
政
治
思
想
あ
る
い
は
現
貨
の
支
配
者
が
保
持
し
て
い
る
正
統
的
王
法

を
唱
え
て
闘
う
こ
と
を
、
明
末
の
民
獲
を
例
に
ひ
き
つ
つ
、
民
衆
の
側
か
ら
の

正
統
的
王
法
を
逆
手
に
と
っ
た
抵
抗
の
論
理
と
見
な
し
、
純
化
さ
れ
た
王
法
理

念
は
民
衆
の
願
撃
す
る
世
界
理
念
で
も
あ
る
と
す
る
。
従
来
よ
り
、
民
衆
の
諸

闘
争
に
お
い
て
、
民
衆
が
王
朝
機
力
の
支
配
思
想
を
踏
襲
し
た
政
治
思
想
を
唱

え
る
こ
と
に

つ
い
て
、
し
ば
し
ば
そ
れ
が
民
衆
の
持
つ
歴
史
的
限
界
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
す
る
解
調
停
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
奥
崎
氏
は
そ
の
よ
う
な
支
配
思

想
に
民
衆
の
力
の
反
映
を
見
、
そ
れ
が
逆
に
民
衆
が
支
配
者
を
脅
か
す
武
器
と

な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

氏
の
こ
の
よ
う
な
見
解
に
濁
し
て
、
こ
こ
で
断
定
的
評
債
を
加
え
る
こ
と
は
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で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
以
下
の

こ
と
に
留
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
正
統

的
王
法
理
念
は
支
配
者
に
と
っ
て
も
、
民
衆
に
と
っ
て
も
、
そ
の
行
動
を
正
営

化
す
る
た
め
の
擦
り
所
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
問
題
は
純
化
さ
れ

た
王
法
理
念
が
民
衆
に
と
っ
て
現
時
且
の
支
配
健
制
を
超
え
、
新
た
な
世
界
へ
の

向
わ
せ
る
質
を
持
っ
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。

中
園
の
古
代
か
ら
近
代
に
い
た

る
民
衆
闘
争
の
諸
事
象
に
照
し
て
み
る
な
ら
ば
、
王
法
理
念
を
掲
げ
た
民
衆
の

支
配
者
と
の
闘
争
に
蛍
然
歴
史
的
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
王

法
理
念
を
逆
手
に
と
っ
た
民
衆
が
輿
に
支
配
者
の
理
念
を
克
服
し
え
た
か
否
か

に
つ

い
て
は
問
題
か
残
る
。
王
法
理
念
は
、
た
と
え
そ
れ
が
純
化
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
も
、
一
面
に
お
い
て
民
衆
の
精
神
的
妥
展
を
束
縛
す
る
働
き
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
。
氏
自
身
も
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
民
衆
の
反
鋭

理
念
は
常
に
支
配
者
の
理
念
に
か
ら
み
取
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
を
持
っ
て
い

た。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
支
配
理
念

・
正
統
的
王
法
理
念
は
支
配
者
に
と
っ
て
も

民
衆
に
と
っ
て
も
、
雨
刃
の
剣
で
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
本
書
の
各
論
考
の
内
容
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
に
針
す
る
卑
見
を
述
べ

て
き
た
が
、
本
書
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
た

「精
一
仰
の
な
か
の
反
長
城
の
建
築
」

と
い
っ
た
言
葉
ど
お
り
、
論
考
の
大
部
分
は
、
中
園
民
衆
反
飢
の
輿
の
姿
を
解

明
し
、
そ
れ
が
歴
史
に
お
い
て
果
し
た
役
割
を
積
極
的
に
評
償
せ
ん
と
す
る
姿

勢
で
共
通
し
て
い
る
。
奥
崎
氏
は
本
書
の

「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、
中
園
民

衆
思
想
史
が
成
立
す
れ
ば
、
士
大
夫
思
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
相
針
化
さ

れ
、
線
値
と
し
て
の
中
園
思
想
史
へ
の
道
が
開
け
、
ひ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

中
園
の
政
治

・
経
済

・
法
制
な
ど
の
各
史
は
相
針
化
さ
れ
、
線
盤
と
し
て
の
中

園
史
へ
の
道
が
開
け
る
、
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
構
想

は
大
き
い
。
果
し
て
士
大
夫
思
想
史
と
比
肩
し
う
る
民
衆
思
想
史
を
作
り
う
る

か
、
こ
れ
は
中
園
史
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
の
重
い
課
題
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
ろ
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
内
容
は
今
後
の
中
園
民
衆
反
飢
の
研
究
に
お
い

て
、
大
き
な
問
題
提
起
を
し
、
重
要
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
。
私
は
本
書
よ
り
貨
に
多
く
の

こ
と
を
摩
び
得
た
。
し
か
し
、
今

後
に
残
さ
れ
た
問
題
も
ま
た
多
い
。
私
が
呈
し
た
種
々
の
疑
問
・
批
判
は
そ
の

一
端
で
あ
る
。
今
後
青
年
中
図
研
究
者
合
同議
が
本
書
の
諸
研
究
を
よ
り
一
一
層
深

め
設
展
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。
最
後
に
、
私
の
浅
皐
に
よ
る
本

書
の
内
容
に
針
す
る
誤
讃

・
誤
解
が
あ
る
こ
と
を
恐
れ
、
ま
た
、
論
ず
べ
き
問

題
か
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
残
念
に
思
う
。
本
書
の
執
筆
者
諸
氏
の
御
海

容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
六
月
東
京
汲
古
書
院

A
5
版

五

九

O
頁

九

0
0
0闘

葉
頴
恩
著

明
清
徽
州
農
村
社
曾
興
佃
僕
制
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野

回
目

子

中
園
に
お
い
て
、
安
徽
省
、
徽
州
府
に
存
在
し
て
い
る
種
々
の
民
関
契
約
文

書
を
使
っ
た
地
域
研
究
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
一

九
五

0
年
代
か
ら

一
九

六
0
年
代
に
か
け
て
裂
表
さ
れ
た
惇
衣
凌
氏
の
先
騒
的
な
業
績
が
あ
る
が
、
一

九
七

0
年
代
の
後
半
頃
か
ら
、
土
地
質
寅
文
書
、
人
身
契
約
文
書
、
地
主
の
帳

簿
類
、
或
い
は
檎
案
類
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た
論
文
が
多
く
褒
表
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
こ

の
分
野
で
の
日
本
人
研
究
者
の
追
憶
を
許
さ
な
い
状
態
が
績


