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本

本
書
は
、
京
都
大
皐
人
文
科
準
研
究
所
の
「
明
清
祉
舎
の
嬰
革
に
関
す
る
研

究」

班

(
班
長

・
小
野
和
子
氏
〉
が
、
一
九
七
六
年
四
月
か
ら
一
九
八
一
年
一
一
一

月
ま
で
五
年
聞
に
わ
た
っ
て
行
な
っ
た
共
同
研
究
の
報
告
で
あ
り
、
一
九
篇
の

論
文
を
牧
録
し
た
、
全
七

O
六
頁
の
大
皿
別
で
あ
る
。
牧
録
論
文
の
内
容
は
極
め

て
康
範
閣
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
問
題
閥
心
や
方
法
も
多
種
多
様
で
あ
っ

て
、
そ
う
し
た
諸
論
文
を
そ
れ
ぞ
れ
過
不
足
な
く
論
評
す
る
こ
と
は
、
私
の
能

力
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
牧
録
順
に
各
論
文
の
内
容
を
簡

単
に
ま
と
め
て
紹
介
の
資
を
塞
ぐ
と
共
に
、
私
の
関
心
に
従
っ
て
若
干
の
感
想

を
つ
け
加
え
、
以
て
書
評
に
代
え
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

本
書
は
、
分
野
別
に
四
篇
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
第

一
篇

「
政
治
」
に
は
、

以
下
の
六
論
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。

樋
上
覧

「
『
郷
氏
規
範
』
の
世
界
1

1
明
朝
権
力
と
富
民
暦
||
」

は
、
元

末
明
初
期
に
お
け
る
「
富
民
」
の
一
典
型
と
し
て
新
東
の
義
門
郷
氏
を
と
り
あ

げ
た
氏
の
一
連
の
論
考
の
一
つ
で
あ
り
、
鄭
氏
の
家
訓
を
題
材
に
、
初
期
明
朝

槌
力
が
依
按
し
よ
う
と
し
た
「
郷
村
維
持
型
官
民
」
の
意
識
並
び
に
存
在
形
態

を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
に
よ
れ
ば
、
元
末
明
初
に
成
立
し
た

『
郷
氏

規
範
』
の
郷
村
関
係
部
分
に
は
、
私
欲
を
抑
え
て
郷
村
秩
序
の
安
定
を
困
ろ
う

と
す
る
志
向
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
一
一
部
富
民
に
お
け
る
そ
う

し
た
「
郷
村
維
持
」
的
志
向
の
存
在
自
鐙
は
超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め

つ
つ
、
そ
の
志
向
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
志
向
が
、

一

方
で
は
郷
居
地
主
を
中
心
と
す
る
郷
村
の
社
台
関
係
の
質
在
に
よ
っ
て
、
他
方

で
は
革
命
直
後
の
リ
ゴ
リ
ズ

ム
を
以
て
郷
村
の
秩
序
維
持
を
強
行
し
よ
う
と
し

た
明
朝
権
力
に
支
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、

一
般
的
秩
序
意
識
と
し
て
現
買

に
機
能
し
得
た
黙
に
、
明
初
的
歴
史
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
讃
み
と
れ
る。

「
秩
序
意
識
」
を
そ
の
歴
史
性
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
努
力
が

係
わ
っ
て
く
る
論
文
で
あ
る
が
、
明
末
に
お
け
る
秩
序
(
秩
序
意
識
〉
の

「努

動
」
を
経
て
清
代
に
は
何
ら
か
の
新
し
い
質
を
持
つ
秩
序
意
識
が
成
立
す
る
の

か
ど
う
か
。
も
し
成
立
す
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
の
内
容
的
封
比
に
お

い
て
、
明
初
的
秩
序
意
識
の
性
格
は
、
よ
り
明
確
に
説
明
さ
れ
得
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

阪
倉
篤
秀

「
武
宗
朝
に
お
け
る
入
虎
打
倒
計
霊
に
つ
い
て

」
は
、
武
宗
正
徳

一
帝
に
近
侍
し
て
権
勢
を
ふ
る
い
、
八
虎
と
据
怖
さ
れ
て
い
た
宣
官
グ
ル
ー
プ
に
射

す
る
打
倒
計
霊
と
、
そ
の
失
敗
の
過
程
と
を
論
じ
た
も
の
。
入
虎
打
倒
計
霊

は
、
正
徳
元
年
、

内
閣
を
中
心
と
す
る
外
廷
勢
力
と
内
廷
内
部
の
反
入
虎
勢
力

と
が
結
び
つ

い
て
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
政
治
の
中
心
を
外
廷
に
奪

回
す
る
の
か
そ
れ
と
も
八
虎
を
排
除
し
て
内
廷
内
で
の
勢
力
確
保
を
目
ざ
す
の

か
と
い
う
雨
者
の
目
的
の
相
違
ゃ
、
外
廷
内
で
の
自
己
保
身
的
消
極
論
者
の
存

在
に
よ
っ
て
、
八
虎
側
に
先
手
を
打
た
れ
て
失
敗
に
蹄
し
、
そ
の
後
は
、
八
虎

の
一
人
劉
道
を
中
心
と
す
る
導
権
値
制
が
き
.
す
か
れ
、
反
封
汲
の
徹
底
的
排
除

を
通
じ
て
、
武
宗
朝

一
代
の
宣
官
官
帯
制
政
治
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と

論
ず
る
。
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小
野
和
子
「
東
林
黛
と
張
居
正
|
|
考
成
法
を
中
心
に
|
|
」
は
、
張
居
正
の

考
成
法
に
針
す
る
東
林
振
の
批
剣
を
検
討
し
、
い
わ
ば
張
居
正
を
鏡
と
し
て
東

林
汲
の
性
格
の
一
面
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
興
味
深
い
論
稿
で
あ
る
。
考
成
法

を
め
ぐ
っ
て
の
張
居
正
と
東
林
汲
と
の
鈎
立
は
、

前
者
が
、
六
科
給
事
中
や
御

史
な
ど
の
言
官
の
監
察
機
を
内
閣
の
監
督
下
に
置
き
、
最
終
的
に
は
内
閣
の
許

債
に
よ
っ
て
官
僚
の
考
成
H
勤
務
評
定
を
行
な
お
う
と
す
る
内
閣
濁
裁
的
立
場

を
と
り
、
一
種
の
恐
怖
政
治
へ
と
つ
な
が
る
中
央
集
権
の
徹
底
化
を
お
し
す
す

め
よ
う
と
す
る
の
に
針
し
、
後
者
が
そ
れ
を
批
創
刊
し
て
、
言
官
の
濁
立
性
、
政

治
批
創
刊
の
自
由
を
主
張
す
る
、
と
い
う
黙
に
あ
っ
た
。
作
者
は
、
溝
口
雄
三
氏

の
読
を
採
用
し
て
、
爾
者
の
針
立
を
「
園
家
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
劃
す
る
郷
村
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
」
と
い
う
枠
組
を
以
て
説
明
す
る
と
共
に
、
両
者
と
も
、
一
商
品
経
済
の

褒
展
に
伴
な
う
祉
禽
努
動
に
際
し
て
新
し
い
紋
況
に
み
あ
っ
た
政
治
鐙
制
を
模

索
し
た
、
と
い
う
意
味
で
革
新
の
流
れ
に
廃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
許
領
し

て
い
る
。
説
得
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
仮
に
商
者
の
樹
立
を
、
『
魁
鍛
論
』
や

北
宋
期
の
排
除
争
な
ど
を
含
む
、
い
わ
ば
園
家
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争

の
歴
史
的
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
場
合
、
そ
こ
に
は
、
明
末
の
社
命
日賦

況
に
組
問
設
さ
れ
な
が
ら
も
そ
れ
の
み
で
は
説
明
で
き
な
い
古
く
て
新
し
い
問
題

が
顕
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
東
林
集
人
自
身
が

自
己
を
そ
の
中
に
置
い
て
み
た
と
こ
ろ
の
こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
も
、
検
討
の

債
値
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

岡
野
昌
子
「
明
末
臨
清
民
繁
考
」
は
、
か
つ
て
横
山
英
氏
に
よ
っ
て
、
前
期

的
賃
第
働
の
一
定
程
度
の
成
熟
を
前
提
と
し
た
日
傭
職
入
居
の
闘
争
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
た
一
五
九
九
年
の
臨
清
民
愛
に
関
し
、
再
検
討
を
行
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
高
盾

「
田
明
・
税
の
宣
古
」
に
反
射
す
る
全
闘
的
反
宣
官
闘
争
の

一
環
と
し

て
の
臨
清
民
獲
に
お
い
て
、
そ
の
主
鐙
と
な
っ
た
の
は
、
零
細
な
行
一
商
人
、
中

小
商
人
、
手
工
業
者
等
で
あ
っ
た
。
絡
役
や
徴
裂
に
よ
っ
て
、
蛍
時
山
東
一
得

の
多
く
の
農
民
は
土
地
を
離
脱
し
都
市
に
流
入
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な

階
層
分
化
の
中
に
本
源
的
蓄
積
の
典
型
的
形
態
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
し
こ
の
時
期
山
東
に
お
い
て
資
本
主
義
褒
芽
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
傭
職
入
居
の
中
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
作
っ
た
商

品
作
物
や
手
工
業
製
品
を
賓
り
歩
く
小
一
商
品
生
産
者
の
中
に
あ
っ
た
が
、
「
破
・

税
の
筈
」
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
つ
み
取
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
関
聯

史
料
を
網
羅
し
て
、
民
愛
の
主
鐙
が
日
傭
職
入
居
で
な
く
小
一
商
品
生
産
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
説
く
作
者
の
論
設
は
納
得
で
き
る
が
、
日
傭
職
入
居
・
小
一
商
品
生

産
者
・
中
小
農
民
な
ど
、
作
者
が
区
別
す
る
諸
階
層
は
、
社
禽
的
寅
態
か
ら
言

っ
て
、
か
な
り
相
互
の
流
動
性
が
高
く
、
共
通
の
社
合
的
利
害
を
形
成
し
得
る

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
作
者
は
慎
重
な
表
現
な
が
ら
資
本
主
義
萌
穿

論
を
前
提
と
し
て
立
論
し
て
い
る
が
、
周
知
の
如
く
「
萌
芽
」
の
定
義
自
慢
に

つ
い
て
も
必
ず
し
も
統
一
的
な
見
解
が
な
く
、
そ
の
こ
と
が
論
争
の
設
展
を
妨

げ
て
い
る
現
在
、
「
萌
芽
」
と
い
う
語
の
使
用
に
際
し
て
は
、
可
能
な
限
り
具

鐙
的
な
設
明
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

稲
本
雅

一
「
熊
萎
の
獄
」
は
、
崇
禎
十
五
年
、
一
菅
一
や
首
輔
周
延
儒
に
劃
す
る

批
剣
の
径
を
以
て
、
給
事
中
萎
採
、
行
人
司
副
熊
開
元
が
庭
罰
さ
れ
た
事
件
を

論
じ
た
も
の
。

・熊
萎
事
件
の
背
景
と
し
て
、
危
機
的
時
局
に
射
す
る
帯
の
政
策

の
非
一
貫
性
と
官
僚
に
劃
す
る
苛
察
、
そ
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
朝
廷
内
-
部
の
相

互
不
信
的
雰
囲
気
、
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
明
を
滅
亡
に
導
い
た
一
因
で
あ

る
と
し
て
、
明
朝
の
立
場
に
立
っ
て
様
慨
す
る
。
必
ず
し
も
明
朝
の
側
に
シ
ン

パ
シ
ー
を
究
え
ぬ
者
に
と

っ
て
は
、
些
か
の
異
和
感
を
否
定
し
難
い
が
、
こ
れ

は
、
私
が
清
代
史
を
専
門
に
し
て
い
る
た
め
特
に
そ
う
感
ず
る
と
い
う
こ
と
か

も
知
れ
な
い
。
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山
根
孝
夫

「
大
西
政
権
と
紳
士
府
の
針
感
」
は
、
最
近
中
閣
で
出
版
さ
れ
た

史
料
や
研
究
論
文
を
素
材
と
し
て
、
大
西
政
権
と
四
川
紳
士
府
と
の
刷
係
を
考

察
し
、
張
献
忠
「
屠
萄
」
問
題
の
再
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
大
西
政
権

成
立
蛍
初
、
張
献
忠
の
紳
士
招
科
政
策
に
感
じ
て
多
く
の
紳
士
や
明
の
官
僚
が

大
西
政
権
に
参
蓋
し
た
が
、
彼
ら
の
目
的
は
身
家
保
全
に
あ
っ
た
め
、
大
西
政

権
の
支
配
が
動
揺
す
る
に
伴
な
っ
て
、
離
反
し
敵
針
行
局
を
行
な
う
に
至
っ

た
。
張
献
忠
の
紳
士
層
に
鈎
す
る
屠
殺
政
策
は
、
そ
う
し
た
反
革
命
武
装
軍
の

反
抗
に
刑
判
す
る
農
民
軍
の
自
己
防
術
と
し
て
の
巴
む
を
得

ぬ
措
置
で

あ
り
、

又
、
張
献
忠
の
「
屠
萄
」
の
被
害
者
と
い
わ
れ
る
も
の
の
大
多
数
は
、
地
主
武

装
軍
相
互
の
混
戦
や
清
軍
の
四
川
侵
入
の
際
に
殺
害
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、

と
す
る
。
「
屠
萄
」
再
検
討
の
意
回
は
首
肯
し
得
る
が
、
大
西
寧
に
よ
る
殺
人

の
「
防
衛
」
的
性
格
や
殺
人
数
の
相
射
的
少
な
さ
を
論
註
す
る
信
仰に
は
、
張
献

忠
が
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
屠
殺
事
件
一
つ
一
つ
の
詳
細
な
検
討
が
必
要

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
農
民
革
命
寧
の
努
を
雲
ご
う
と
す
る
目
的
が
先
立
っ

て
、
結
論
を
念
ぎ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

第
二
縞

「枇
品
開
」
は
以
下
の
五
論
文
を
含
む
。

夫
馬
進
「
善
台
、
普
堂
の
出
競
」
は
、
明
末
清
一
初
に
お
い
て
種
々
の
異
な
る

救
済
封
象
を
も
ち
つ
つ
成
立
し
て
き
た
各
種
の
善
命
に
つ
い
て
、
そ
の
共
通
の

時
代
的
性
格
を
刷
出
し
た
も
の
。
放
生
命
、
掩
悩
命
、
救
生
船
、
他
後
禽
、
普

務
堂
、
育
嬰
堂
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
、
魚
畜
、
遺
骨
、
水
難
者
、
寡
婦
、
貧
民
、

捨
子
を
針
象
と
し
て
明
末
清
初
以
降
盛
ん
に
設
立
さ
れ
た
救
済
機
関
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
、
官
倍
の
機
闘
や
或
は
不
特
定
多
数
の
参
加
す
る
一
時
的
集
禽

で
は
な
く
、
日
夜
的
に
加
入
し
た
特
定
の
民
閑
人
メ
ン
バ

ー
を
命
員
と
し
、
合
間

費
に
基
い
て
運
営
さ
れ
る
恒
常
的
結
社
で
あ
る
黙
に
共
通
の
特
質
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
普
舎
の
盛
行
は
、
「
生
生
の
思
想
」
が
一
世
を
風
麻
酔
し

た
時
代
で
あ
り
か
っ
「
地
方
公
議
」
の
時
代
で
あ
っ
た
明
末
清
初
の
社
合
風
潮

の
所
産
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
祉
曾
福
祉
制
度
を
支
え
る
枇
禽
意
識
を
分
析

し
、
さ
ら
に
地
方
祉
舎
の
機
構
の
問
題
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
硯
角
と

分
析
手
腕
に
は
、
啓
愛
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

西
村
か
ず
よ
「
明
末
清
初
の
奴
僕
に
つ
い
て
」
は
、
作
者
の
一
連
の
明
清
奴

僕
研
究
の
一
環
で
あ
り
、
明
末
か
ら
清
代
に
至
る
推
移
を
取
扱
う
。
明
代
後
期

以
降
の
奴
僕
の
豪
奴
化
傾
向
を
め
ぐ
る
主
僕
聞
の
緊
張
の
上
に
清
初
の
奴
援
は

勃
愛
し
た
が
、
そ
の
後
、
家
主
に
よ
る
奴
僕
支
配
再
編
成
の
努
力
、
及
び
現
貨

の
奴
僕
の
存
在
形
態
に
適
合
さ
せ
る
方
向
で
の
清
朝
園
家
に
よ
る
奴
僕
身
分
規

定
の
改
修
に
よ
り
、
清
代
に
は
主
僕
聞
の
共
生
的
関
係
が
成
立
し
た
、
と
さ
れ

る
。
い
わ
ば
、
間
十
に
事
質
的
な
存
在
と
し
て
生
の
暴
力
に
依
接
し
て
い
た
明
代

後
期
の
奴
僕
か
ら
、
法
的
に
公
認
さ
れ
鐙
制
内
化
さ
れ
た
清
代
の
奴
僕
へ
と
い

う
推
移
を
指
摘
す
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
が
、
私
的
事
質
的
勢
力
か
ら
鐙
制
内

的
勢
力
へ
と
い
う
移
行
は
、
郷
紳
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
明
末
か
ら
清
代
に
か
け
て
の
こ
う
し
た

社
命
全
般
の
性
格
的
繁
化
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
な

お
、
二
五
六
頁
、
張
英
の
文
章
に
論
及
さ
れ
て
い
る
憧
僕
は
、
直
接
生
産
者
で

は
な
く
紀
綱
の
僕
で
あ
り
、
文
章
の
趣
旨
は
、
在
国
管
理
を
憧
僕
に
ま
か
せ
き

り
に
せ
ず
、
主
人
が
監
督
す
べ
き
こ
と
を
設
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る。
森
田
明
「
明
末
清
初
に
お
け
る
練
湖
の
盗
湖
問
題
」
は
、
漕
運
及
び
滋
瓶
の

重
要
な
水
源
と
な
っ
て
い
た
江
蘇
省
丹
陽
豚
の
練
湖
に
つ
い
て
、
明
士
木
清
初
に

お
け
る
そ
の
侵
占
H
湖
固
化
問
題
を
検
討
し
た
も
の
。
明
末
か
ら
清
初
に
か
け

て
、
郷
居
の
生
員
暦
を
中
心
と
す
る
在
地
の
勢
豪
の
侵
占
に
よ
っ
て
練
湖
の
水

。。
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利
施
設
の
機
能
は
次
第
に
低
下
し
て
い
っ
た
が
、
清
一
初
の
地
方
官
僚
は
、
在
地

勢
力
へ
の
遠
慮
と
新
開
湖
回
に
課
せ
ら
れ
る
税
糧
へ
の
顧
慮
と
か
ら
、
復
湖
旋

回
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
局
、
湖
水
の
直
接
用
会
者
た
る
周
迭
の
自

作
農
麿
の
請
願
に
よ
り
、
旋
回
復
湖
が
決
定
さ
れ
た
、
と
し
、
そ
の
経
絡
を
、

郷
紳
支
配
の
鐙
制
的
成
玄
へ
の
一
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

大
谷
敏
夫
「
揚
州
・
常
州
同
学
術
考
ー
ー
そ
の
社
曾
的
関
聯
|

|
」
は
、
清
代

中
期
江
南
の
皐
術
史
を
、
そ
の
枇
禽
的
背
景
と
の
関
連
で
論
じ
た
も
の
。
清
中

期
の
揚
州
に
お
け
る
徽
州
盤
一
商
一
や
遁
光
年
開
後
の
常
州
に
お
け
る
地
方
一
商
人
の

経
済
力
を
基
盤
と
し
て
蹴
拭
え
た
揚
州
・
常
州
の
皐
聞
の
特
色
は
、

一間
半
汲

一
分

野
に
と
ら
わ
れ
ぬ
融
曾
貫
通
を
旨
と
す
る
「
通
皐
」
の
皐
風
に
あ
り
、
顔
李
蝿
午

涙
な
ど
の
欲
望
↑
肯
定
論
を
う
け
つ
ぎ
つ
つ
、
萄
子
の
躍
論
の
再
評
債
を
通
し

て
、
捜
教
的
秩
序
の
再
建
と
い
う
経
世
的
方
向
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

っ
た
、
と
す
る
。
萄
子
の
縫
論
が
、
m

単
な
る
躍
敬
服哩守
論
で
な
く
、
宜
利
賀
殺

を
目
的
と
し
た
入
信
用
的
制
度
改
革
の
哲
皐
的
基
礎
と
し
て
清
末
経
世
間
学
汲
に
受

容
さ
れ
て
い
く
と
い
う
論
貼
は
、
思
想
史
に
暗
い
私
に
と
っ

て
も
大
繁
興
味
深

い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
作
者
は
、
欲
望
肯
定
論
を
捻
う
祉
禽
層
と
し
て
、

溝
口
雄
三
氏
の
説
く
経
営
地
主
層
の
み
な
ら
ず
、
小
経
営
農
民
や
商
業
資
本
を

も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
論
ず
る
が
、
欲
望
一
肯
定
論
が
、
形
而
上
皐
的
一

般
論
に
と
ど
ま
ら
ぬ
枇
曾
思
想
的
内
容

(
例
え
ば
溝
口
氏
の
指
摘
す
る

「
私」

に
立
脚
す
る
専
制
批
判
や
地
方
公
議
の
主
張
〉
を
伴
な
う
と
す
れ
ば
、
小
経
営

農
民
や
商
業
資
本
の
そ
れ
は
、
主
燈
の
性
格
を
反
映
し
た
そ
れ
ぞ
れ
瀦
自
の
社

合
思
想
的
内
容
を
持
ち
得
る
の
か
否
か
、
興
味
を
引
く
黙
で
あ
る
。

度
門
大
感
激
授
侍
衣
凌
氏
が
本
書
に
中
文
の
「
明
清
土
地
所
有
制
下
的
地
主

間
開
設
民
」
を
寄
稿
さ
れ
た
の
は
、
氏
が
一
九
八
二
年
春
、
人
文
科
築
研
究
所
客

員
数
授
と
し
て
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
縁
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
明
清
土
地
所

有
制
度
の
経
済
的
内
容
と
し
て
の
地
主
と
農
民
と
の
存
在
形
態
を
論
じ
た
概

設
。
地
主
経
済

・
農
民
経
済
の
諸
類
型
を
奉
げ
る
中
で
、
宗
族
組
織
の
下
で

「義
荘
」

「岡
田
」
な
ど
を
管
理
す
る
「
郷
族
地
主
」
、
棚
民
に
よ
る
開
墾
を
通

じ
一
商
品
生
産
を
渡
良
さ
せ
て
い
っ
た

「
山
匿
経
済
」
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
貼

は
、
作
者
濁
得
で
あ
り
、
郷
族
地
主
を
「
原
始
共
同
践
の
遺
制
」
を
利
用
し
た

も
の
と
し
、
山
区
経
済
を
中
園
農
業
資
本
主
義
萌
芽
の
開
始
黙
と
す
る
見
方

は
、
論
議
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
、
明
清
農
業
経
済
の
様
々
の
側

面
を
捨
象
す
る
こ
と
な
く
積
極
的
に
議
論
に
と
り
入
れ
つ
つ
も
、
全
鐙
と
し
て

の
整
合
的
な
構
造
を
論
.
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
を
並

存
さ
せ
た
ま
ま
直
接
に
原
則
的
な
規
定
を
あ
て
は
め
る
傾
向
が
あ
る
た
め
に
、

一
商
品
経
済
や
雇
用
制
労
働
の
設
展
を
以
て
資
本
主
義
萌
芽
を
積
極
的
に
評
領
す
る

一
方
で
、
封
建
的

(
H
H
領
主
的
〉
土
地
所
有
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
説
明
を

明
清
土
地
制
度
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
、
さ
ら
に
は
原
始
共
同
値
の
遺
制
に
も

論
及
す
る
、
と
い
っ
た
形
で
、
や
や
混
沌
と
し
た
明
清
農
業
経
済
像
を
描
く
結

果
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
清
農
業
経
済
の
脆
弱
性
・
遅
滞
性
の

原
因
と
し
て
作
者
が
列
撃
す
る
種
々
の
事
象
と
も
あ
わ
せ
、
整
合
的
で
か
つ
自

然
な
明
清
経
済
論
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
我
々
後
進
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

-119-

第
三
篇
「
経
済
」
は
、
以
下
の
六
論
文
を
含
む
。

森
正
夫
「
明
中
葉
江
南
に
お
け
る
税
糧
徴
牧
制
度
の
改
革
|
|
蘇
州

・
松
江

二
府
を
中
心
と
し
て
|
|
」
は
、
明
代
土
地
所
有
関
係
研
究
の
手
薄
な
部
分
で

あ
る
一
五
世
紀
二
ハ
世
紀
前
半
の
時
期
に
つ
き
、
江
南
の
蘇

・
松
二
府
の
税

糧
徴
牧
制
度
と
い
う
側
面
か
ら
接
近
し
た
長
官
刷
。
均
耗
(
正
税
一
石
晶
画
り
の
附

加
税
額
の
均
一
化
〉
を
主
要
内
容
と
す
る
周
枕
の
改
革
か
ら
、
{巴
回

・
民
団
の

正
税
負
捻
そ
の
も
の
の
均
等
化
〈
均
糧
)
に
至
る
ま
で
の
蛍
一
該
時
期
の
徴
税
制
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度
の
改
獲
は
、
附
加
税
寧
の
操
作
を
通
じ
総
税
額
に
お
け
る
格
差
を
減
少
さ
せ

よ
う
と
す
る
試
み
を
め
ぐ

っ
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
試
み
の
妨
害
者
が
軽
則
民

団
を
集
積
す
る
大
戸
居
で
あ
っ
た
の
に
射
し
、
支
持
層
は
重
佃
相
官
国
を
所
有
す

る
小
戸
暦
で
あ
り
、
結
局
後
者
の
主
張
に
よ

っ
て
、
均
糧
に
至
る
諸
改
革
が
質

現
さ
れ
た
、
と
す
る
。
賦
・
役
徴
牧
に
際
し
有
利
な
立
場
を
享
受
す
る
特
権
的

大
戸
層
、
と
負
揺
を
純
嫁
さ
れ
た
小
戸
暦
と
の
針
抗
、
後
者
の
主
張
に
そ

っ
て
行

な
わ
れ
る
園
家
の
賦
・
役
改
革
、
と
い
う
従
来
明
末
清
初
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ

て
き
た
岡
式
が
、
や
や
洲
っ
た
時
期
に
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
明
中
期

の
諸
改
革
と
明
末
の
諸
改
革
と
の
共
通
性
或
は
異
質
性
に
つ
き
、
作
者
の
見
解

を
知
り
た
く
思
う
。
四
四
八
頁
に
お
け
る
抗
租
風
潮
へ
の
言
及
に
闘
し
て
い
え

ば
、
そ
の
存
在
を
従
来
の
定
説
よ
り
数
十
年
糊
ら
せ
る
史
料
が
最
近
紹
介
さ
れ

て
お
り
(
潰
島
敦
俊
「
中
園
村
廟
雑
考
」
『
近
代
中
園
研
究
奨
報
』
五
、
一
九

八
三
〉
、
一
般
に
明
末
な
い
し
明
後
期
的
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
一
連
の
事
象
が

正
確
に
は
何
時
頃
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
明
中
期
史
の
深
化
が
期
待
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

谷
口
規
矩
維
「
呂
坤
の
土
地
丈
量
策
と
郷
村
改
革
に
つ
い
て
」
は
高
師
周
期
の

思
想
家
と
し
て
有
名
な
呂
坤
が
華
北
に
お
い
て
試
み
た
絡
役
改
革
を
扱
い
、
研

究
が
江
南
に
集
中
し
た
感
の
あ
る
明
末
径
役
改
革
の
華
北
に
お
け
る
事
例
を
提

供
す
る
。
呂
坤
の
提
唱
し
た
均
星
均
甲
策
は
、
田
土
の
正
確
な
丈
量
を
基
礎
に

各
里
甲
の
回
土
額
の
均
等
化
を
困
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
主
張
さ
れ
た
優
菟

特
権
制
限
案
と
共
に
、
江
南
の
均
回
均
役
改
革
と
同
じ
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
、
、
と
さ
れ
る
。
な
お
、
四
七
三
頁
に
述
べ
ら
れ
る
口
口
坤
の
改
革
案
の
内
、

属
地
的
里
甲
編
成
の
原
則
は
江
南
の
改
革
で
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
貼
、
細
か

い
こ
と
だ
が
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

竺
沙
雑
草
「
明
代
寺
田
の
賦
役
に

つ
い
て
」
は
、
題
の
如
く
、
明
代
の
寺
田

に
封
す
る
賦
役
科
汲
政
策
の
沿
革
を
述
べ
た
も
の
。
明
代
の
寺
田
は
、
民
戸
と

同
様
の
納
糧
嘗
差
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
更
に
明
中
期
以
降
、
寺
院
の
必
要

経
費
と
見
な
さ
れ
る
一

定
額
を
設
定
し
、
そ
れ
を
越
え
る
部
分
の
寺
田
を
浸
牧

す
る
と
い
う
政
策
が
安
施
さ
れ
、
又
嘉
靖
年
間
以
降
の
一
幅
建
で
は
寺
田
の
六
割

に
つ
い
て
高
額
の
「
寺
租
」
が
徴
牧
さ
れ
兵
飴
に
嘗
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

こ
の
制
度
は
清
代
を
通
じ
て
存
繍
し
た
、
と
す
る。

北
村
敬
直
「
清
初
に
お
け
る
河
南
省
孟
豚
の
綿
布
に
つ
い
て
」
は
、
判
明
代

以
来
北
方
各
地
に
販
路
を
も
っ
て
い
た
孟
豚
産
綿
布
の
品
質
低
下
と
販
路
縮
小

と
に
際
し
、
官
の
品
質
規
制
を
再
強
化
し
て
販
路
抜
大
を
闘
る
問
題
、
口
解
京

潤
布
と
い
う
折
納
税
目
の
蹄
腐
を
争
う
孟
豚
と
温
燃
と
の
行
政
訴
訟
、
の
二
勲

に
関
し
て
、
乾
隆
五
十
五
年
刊
『
孟
豚
志
』
の
物
産
の
項
及
び
附
録
と
し
て
牧

載
さ
れ
て
い
る
碑
文
四
件
を
全
文
引
用
す
る
と
共
に
解
説
を
行
な
っ
た
も
の
。

孟
豚
産
綿
布
に
つ
き
「
遠
隔
地
一
商
品
と
し
て
流
通
し
た
官
機
布
」
と
「
ロ
ー
カ

ル
な
地
域
一
商
品
と
し
て
無
帖
の
小
販
を
主
た
る
媒
介
商
人
と
し
て
流
通
し
て
い

た
」
民
関
白
用
の
短
窄
布
と
を
匡
別
し
、「
一
商
品
の
二
重
構
造
、
し
た
が
っ
て

市
場
の
二
重
構
造
」
を
指
摘
す
る
作
者
の
着
眼
は
鋭
い
。
問
題
は
二
重
の
市
場

の
相
互
関
係
で
あ
る
。
な
お
、
作
者
は
、
碑
文
中
の
「
白
布
行
」
を
布
一
商
ギ
ル

ド
と
し
、
「
無
帖
の
小
販
」
を
「
無
菟
許
の
、
ギ
ル
ド
に
所
属
し
な
い
ア
ウ
ト

サ
イ
ダ
ー
の
小
商
人
」
と
す
る
が
、
碑
文
の
記
事
か
ら
は
必
ず
し
も
ギ
ル
ド
の

存
在
は
讃
み
と
れ
ず
、
単
に
牙
帖
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
牙
行
と
一
般

小
販
と
の
意
に
と
る
方
が
自
然
か
と
恩
わ
れ
る
。

森
紀
子
「
清
代
四
川
の
盛
業
資
本
|
|
富
祭
廠
を
中
心
に
|
|
」
は
、
雨
准

盟
業
に
比
較
し
て
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
四
川
の
井
盤
業

を
と
り
あ
げ
、
奥
地
に
あ
り
宇
ば
孤
立
化
し
た
そ
の
地
理
的
篠
件
が
反
っ
て
王

朝
の
不
干
渉
と
安
定
し
た
市
場
と
を
も
た
ら
し
、
他
の
産
盤
匡
に
見
ら
れ
ぬ
再
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生
産
過
程
に
立
脚
し
た
自
生
的
な
資
本
形
成
を
結
果
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
興
味
あ
る
想
定
を
以
て
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
清
末
に
大
震
展
を
見
せ

た
富
祭
廠

〈
今
日
の
自
責
市
に
あ
り
〉
の
有
名
な
盟
業
資
本
で
あ
る
李
四
友

堂
・
王
三
畏
堂
の
経
径
を
中
心
と
し
て
、
盟
業
資
本
の
形
成
、
そ
の
経
営
方

式
、
第
働
者
の
存
在
形
態
、
政
府
と
の
関
係
、
な
ど
を
論
じ
、
清
代
四
川
盟
業

の
具
鐙
的
イ
メ
ー
ジ
を
輿
え
て
く
れ
る
充
質
し
た
経
営
史
で
あ
る
。
作
者
は
こ

う
し
た
四
川
盟
業
研
究
に
基
づ
き
、
山
匿
に
お
け
る
資
本
主
義
の
萌
芽
と
い
う

停
衣
凌
氏
の
指
摘
を
高
く
評
償
す
る
が
、
雨
者
が
「
山
匡
」
と
い
う
語
に
附
す

る
合
意
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
む
し
ろ
逆
の
方
向
性
を
持
つ
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

停
衣
凌
氏
の
観
粘
'
で
は
、
地
域
的
自
給
自
足
性
の
歓
如
の
故
に
商
品
生
産
へ
と

特
化
し
、
全
図
的
一
商
品
流
通
へ
と
開
放
さ
れ
た
形
で
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と

が
山
匿
の
特
色
と
さ
れ
て
い
る
の
に
劉
し
、
作
者
は
む
し
ろ
、
四
川
市
場
が
全

園
的
商
品
流
通
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
孤
立
し
安
定
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ

と
に
、
雨
准
な
ど
と
封
比
さ
れ
る
四
川
の
山
区
的
特
質
を
見
出
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

松
浦
章
「
清
代
に
お
け
る
、
沿
岸
貿
易
に
つ
い
て
|
|
帆
船
と
一
商
品
流
通
|
|
」

は
、
朝
鮮
牛
島
、
日
本
列
島
、
南
西
諸
島
な
ど
に
残
さ
れ
た
中
園
帆
紛
の
漂
着

資
料
と
楢
案
な
ど
の
中
園
資
料
と
を
併
用
し
て
、
清
代
中
園
沿
岸
の
帆
船
貿
易

を
概
観
し
た
も
の
。
流
通
商
品
、
各
海
口
の
紋
況
、

船
の
種
類
な
ど
、
治
岸
貿

易
の
全
容
が
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
闘
係
の
主
な
史
料
・
文
献
を
網
羅
し

た
感
の
あ
る
一
六

O
徐
僚
の
注
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
沿
岸
貿
易
研
究
の
有
用

な
手
引
と
な
る
論
文
で
あ
る
。
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第
四
篇
「
西
北
情
勢
」
に
含
ま
れ
る
こ
論
文
の
扱
う
地
域
に
つ
い
て
は
、
私

は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
り
、
論
評
は
お
ろ
か
紹
介
す
る
資
格
に
も
依
け
る
た

め
、
簡
単
に
鰯
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。

杉
山
正
明
「
ふ
た
つ
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
」
は
、
元
朝
に
来
到
し
た
チ
ャ
ガ
タ

イ
家
の
チ
ュ
ベ
イ
兄
弟
の
勢
力
を
中
心
に
検
討
を
行
な
い
、
政
治
的
措
現
時
か
績

い
た
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
-
初
に
か
け
て
の
中
央
ア
ジ
ア
で
は
、
「
チ
ャ

ガ
タ
イ
・
ハ
ン
園
」
「
ウ
ゲ
デ
イ
・
ハ
ン
園
」
と
い
っ
た
王
家
ご
と
の
ま
と
ま

り
を
想
定
す
る
よ
り
も
「
む
し
ろ
、
ク
ピ
ラ
イ
、
カ
イ
ド
ウ
雨
陣
営
に
、
大
小

は
あ
る
に
せ
よ
そ
れ
ぞ
れ
一
揃
い
ず
つ
の
チ
ャ
ガ
タ
イ
集
圏
、
ウ
グ
デ
イ
集
圏

が
存
在
し
た
と
み
る
方
が
質
態
に
近
い
」
と
指
摘
し
、
東
西
内
戦
終
了
後
も
、

元
朝
治
下
の
チ
ュ
ベ
イ
集
圏
は
、
ド
ゥ
ア
家
を
中
心
と
す
る
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ

ン
園
と
肉
質
の
遊
牧
集
圏
群
と
し
て
、
河
西
|
中
央
ア
ジ
ア
で
劉
抗
し
て
い

た
、
と
述
べ
る
。

漬
田
正
美
「
粛
州
城
東
閥
鋳
華
寺
|
|
マ

l
ロ
フ
本
ウ
ィ
グ
ル
誇
金
光
明
最

勝
王
経
奥
書
注
調
梓
一
則
|
|
」
は
、
副
題
に
奉
げ
ら
れ
た
文
献
の
康
照
二
十
六

年
付
の
奥
書
に
ウ
イ
グ
ル
語
で
記
さ
れ
た
地
域
名
と
寺
院
名
と
を
、
漢
文
史
料

中
の
そ
れ
に
比
定
し
た
短
篇
。

以
上
、
全
十
九
篇
の
論
文
を
紹
介
し
て
き
た
。
編
者
に
よ
る
序
文
に
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
必
ず
し
も
共
通
の
認
識
を
基
礎
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
、
篇
別
分
類
を
超
え
て
自
ず

と
方
法
や
認
識
に
お
い
て
交
差
す
る
局
面
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
稿

で
は
、
そ
う
し
た
黙
に
注
目
し
て
拙
な
い
感
想
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
理

解
不
足
の
紹
介
、
牽
強
附
曾
の
解
穣
な
ど
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
御
叱
正
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
人
文
科
象
研
究
所
に
お
け
る
明
清
史
関
係
共
同
研

究
の
更
な
る
設
展
を
祈
り
つ
つ
捌
筆
し
た
い
。
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