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史
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t土

じ

め

数
員
を
取
り
扱
っ

た
研
究
は
、
数
育
史
研
究
の
な
か
で
も
比
較
的
遅
れ
た
分
野
で
あ
り
、
園
別
の
数
員
史
研
究
は
絡
に
つ

い
た
ば
か
り
で
あ



史
盟
系
三

O
『
数
員
史
』

日
本
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
成
果
が
な
く
、
そ
の
こ
と
は
世
界
数
育

一
九
七
六
年
〉
の
な
か
に
「
中
園
数
員
史
」
の
項
目
が
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
管
見
の
限
り

(

1

)

(

2

)

 

で
は
、
中
園
に
お
い
て
も
李
超
英
『
中
園
師
範
教
育
論
』
を
除
け
ば
、
い
く
つ
か
の
概
読
書
が
教
員
養
成
の
問
題
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
て

(
講
談
社、

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
園
近
代
教
員
史
に
閲
す
る
研
究
は
、

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
中
園
師
範
数
育
論
』
に
し
て
も
師
範
数
育
の
内
容
と
饗
遷
、
小
準
教
員
の
研
修
や
身
分
保
障
問
題
な
ど
に
閲
し
て
詳

細
な
記
述
と
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
取
り
扱
う
初
等
皐
校
数
員
の
運
動
と
組
織
問
題
に
関
す
る
銃
述
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
数

(

3

)

 

員
運
動
に
閲
す
る
最
近
の
回
憶
を
集
め
た

『
上
海
数
師
運
動
回
憶
録
』
も
、
謹
言
者
の
関
係
か
ら
一
九
三

0
年
代
以
降
の
運
動
を
取
り
上
げ
ざ

る
を
え
な
い
と
い
う
時
間
的
制
約
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
開
隙
を
う
め
る
べ
く
、
本
稿
は
一
九
二
0
年
代
を
通
し
て
の
初
等
数

員
の
運
動
と
組
織
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
も
と
よ
り
従
来
の
研
究
成
果
が
皆
無
に
近
い
こ
と
は
、
史
料
が
少
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
そ
の

(

4

)

 

た
め
本
稿
は
上
海
の
大
新
聞
『
時
報
』
と
数
育
専
門
雑
誌
と
し
て
清
末
か
ら
解
放
前
ま
で
存
績
し
た
『
教
育
雑
誌
』
の
な
か
に
見
え
る
零
細
な

史
料
を
根
擦
と
し
て
事
寅
関
係
の
再
構
成
を
試
み
、
そ
れ
に
基
づ
く
構
造
分
析
を
お
こ
な
お
う
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
初
等
教
員
の
運
動
を
取

り
上
げ
た
の
は
、
そ
こ
に
近
代
中
園
の
数
育
問
題
に
か
か
わ
る
諸
々
の
矛
盾
が
集
中
的
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
文
中
で
の
「
数
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員
」
は
数
員
と
職
員
を
と
も
に
含
む
も
の
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

初
等
数
員
を
と
り
ま
く
環
境

)
 

唱
E
A(
 
数
員
養
成
の
貫
態

初
等
教
員
の
運
動
の
具
盟
的
展
開
を
取
り
上
げ
る
前
に
、

か
れ
ら
を
と
り
ま
く
数
育
の
情
況
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
環
境
が
運
動
に
射
し
て

い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

717 

ま
ず
第
一
に
数
員
養
成
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
中
園
近
代
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
皐
制
系
統
は
、

清
末
の

一
九

O
四
年
一
月
(
光
緒
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そ
こ
に
は
初
級
師
範
皐
堂
と
優
級
師
範
皐
堂
に
関
す
る
規
定
が
含
ま

(
5
)
 

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
章
一
程
制
定
の
中
心
人
物
で
あ
る
張
之
洞
が
作
成
に
際
し
て
日
本
の
皐
制
系
統
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
り、

そ
の
一

翼
を
に

な
う
「
師
範
皐
堂
章
程
」
も
日
本
の
師
範
暴
校
制
度
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か、

数
多
く
の
日
本
人
数

二
九
年
一
一
月
〉
に

「
奏
定
暴
堂
章
程
」
と
し
て
公
布
さ
れ
て
い
る
が

習
が
招
聴
さ
れ
て
い
る
師
範
皐
堂
も
あ
り
、
そ
の
典
型
と
も
い
え
る
南
江
師
範
皐
堂
で
は
日
本
人
数
習
八
名
と
通
語
一

一
名
の
給
興
が
高
す
ぎ

(

6

)

 

る
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る。

こ
の
江
蘇
省
で
は
辛
亥
革
命
直
後
の
一
九
一
一
一
年
に
省
数
育
費
の
う
ち
師
範
数
育
関
係
が
五
割
を
占
め
た
。

(

7

)
 

一
、
四
二
九
名
〈
全
園
の

翌
一
三
年
に
は
省
数
育
費
の
三
分
の
一
に
ま
で
減
額
さ
れ
た
と
は
い
え
、

四
・
一
%
)
で
あ
り
、
二

O
O寓
人
を
こ
え
る
江
蘇
省
の
皐
齢
児
童一の
需
要
に
雁
ず
る
に
は
前
途
多
難
で
あ
っ
た
。

ま
た
民
園
期
に
入
っ
て
公
布
さ
れ
た
「
師
範
同
学
校
課
程
標
準
」
に
劃
し
て
は
、
師
範
生
の
能
力
を
問
わ
ず
数
多
く
の
数
科
内
容
を
一
定
時
間

(
8
)
 

内
に
注
入
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
師
範
卒
業
生
の
身
に
つ
け
た
知
識
は
皮
相
な
も
の
に
止
ま
り
、
賓
地
に
役
立
つ
も
の
に
な

っ
て
い
な
い
、
と

(
9
〉

批
判
さ
れ
て
い
る
。
質
際
に
各
省
の
師
範
皐
校
と
も
教
育
理
論
に
重
貼
を
お
い
て
教
育
貫
習
を
軽
視
す
る
傾
向
が
強
か

っ
た
が
、
こ
う
し
た
カ

」の
費
用
で
育
成
さ
れ
る
師
範
摩
校
生
が

リ
キ
ュ
ラ
ム
は
多
く
の
師
範
生
の
希
望
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
師
範
皐
校
を
数
育
界
へ
の
準
備
の
場
と
し
て
で
は
な
く
、

上
級
皐
校
へ
の
階

-130-

梯
と
し
て
考
え
る
畢
生
は
、
師
範
聞
学
校
側
に
劃
し
て
英
語
・

数
皐
の
時
間
培
を
要
求
し
、

数
育
貫
習
や
授
業
参
観
で
は
完
全
に
手
抜
き
を
す
る

(

叩

〉

の
で
あ
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
か
れ
ら
は
卒
業
後
、
各
方
面
に
手
を
回
し
て
誼
明
書
を
入
手
し
、
数
職
就
任
義
務
の
菟
除
を
ね
ら
う
の
で
あ
る
。

買
盤
擦
は
、
師
範
敬
育
の
こ
う
し
た
絞
陥
が
小
翠
校
教
育
に
お
い
て

一
方
的
な
注
入
主
義
的
教
授
法
を
濫
用
し
て
児
童
の
自
護
性
を
画
養
で

(

日

)

き
な
い
情
況
を
う
み
だ
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。
ま
た
堅
翻
は
成
都
高
等
師
範
開
学
校
を
観
察
し
て
衣
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
皐
校
で

は
有
能
と
目
さ
れ
る
数
員
は
い
ず
れ
も
日
本
留
皐
生
で
あ
り
、

貫
験
室
に
は
高
債
な
寅
験
器
具
が
備
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
一
週
聞
に
何
時

開
質
験
を
や
っ
て
い
る
の
か
と
教
員
に
質
問
す
る
と
、

「
寅
験
は
し
な
い
。
授
業
が
た
い
へ
ん
忙
し
く
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
て
い
ら
れ
な
い
か

ら
だ
」
と
い
う
答
が
返
っ
て
き
た
。

い
ま
だ

(

ロ

)

か
つ
て
寅
地
に
質
験
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
教
員
が
寅
験
を
し
て
畢
生
が
そ
れ
を
取
り
囲
ん
で
見
る
と
い
う
こ
と
す
ら
な
い
扶
態
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
授
業
で
は
時
々
賓
験
器
具
を
見
せ
、
あ
わ
せ
て
黒
板
に
園
を
書
い
て
説
明
す
る
だ
け
で
、



こ
れ
は
何
も
師
範
数
育
に
限
ら
ず
、
中
園
近
代
の
高
等
教
育
に
共
通
す
る
絞
陥
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
問
題
な
の
は
、

初
等

教
育
の
現
場
で
は
こ
う
し
た
数
育
環
境
の
な
か
に
育
っ
た
数
員
す
ら
確
保
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
。

民
園
初
期
、
江
蘇
数
育
司
長
と
江
蘇
数
育
曾
副
曾
長
を
歴
任
し
た
責
炎
培
は
、
各
地
の
二
O
O
に
及
ぶ
小
皐
校
を
覗
察
し
、
数
員
中
の
師
範

(

日

)

拳
校
卒
業
生
の
数
が
あ
ま
り
に
少
な
い
こ
と
を
慨
嘆
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
都
市
部
の
小
皐
校
で
は
師
範
卒
業
生
や
検
定
合
格
者
の
比
率
が
比

(

M

)

 

較
的
高
か
っ
た
が
、
師
範
卒
業
生
と
い
っ
て
も
三
カ
月
で
課
程
を
終
了
す
る
速
成
師
範
の
卒
業
生
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
初
等
教
育
の
現
場

が
師
範
皐
校
卒
業
の
人
材
を
確
保
で
き
な
い
背
景
に
は
、
師
範
皐
校
数
育
の
数
率
の
悪
さ
も
あ
っ
た
。
清
末
の
師
範
皐
堂
は
一
校
あ
た
り
四

O

(

お

)

O
J五
O
O名
を
入
皐
さ
せ
て
い
た
が
、
中
途
退
皐
者
が
あ
い
つ
ぎ
、
卒
均
し
て
百
除
名
の
卒
業
生
し
か
迭
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
九
一

0
年
代
の
直
隷

・
山
西
・
河
南
の
各
省
で
は
師
範
皐
校
数
が
中
皐
校
教

(
日
)

の
半
分
以
下
で
あ
り
、
一
幅
建
省
に
い
た
っ
て
は
中
皐
校

一
四
校
に
劃
し
て
師
範
皐
校
三
校
で
あ
っ
た
。
有
名
な
南
洋
華
僑
の
陳
嘉
庚
が

一
八
年

(

げ

〉

に
集
美
師
範
開
学
校
を
創
立
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
師
範
数
育
の
窮
紋
を
憂
え
た
が
た
め
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
二

0
年
代
に
入
っ
て
も
数
育
費
の

依
乏
は
深
刻
の
度
を
加
え
、
師
範
皐
生
に
射
す
る
皐
費
や
食
費
の
支
給
も
中
断
さ
れ
る
な
ど
の
事
態
が
生
ま
れ
、
師
範
数
育
の
整
備
は
依
然
と

し
て
進
ま
な
か

っ
た
。
二
五
年
度
の
中
華
教
育
改
準
祉
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
全
中
園
に
師
範
皐
校
は
一
九
五
カ
所
あ
る
が
、
年
度
毎
の
卒
業
生

(
日
〉

は
合
計
一
高
人
に
満
た
ず
、
師
範
講
習
所
や
専
修
科
は
一

O
六
カ
所
で
、
年
度
毎
の
卒
業
生
は
五
千
人
に
満
た
な
い
情
況
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん

こ
う
し
た
人
数
で
は
、
全
中
園
の
教
員
需
要
の
一
部
に
し
か
慮
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
間
学
教
員
の
中
に
占
め
る

師
範
卒
業
生
の
比
率
の
低
さ
は
、
数
員
の
資
格
検
定
の
問
題
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
師
範
同
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
い
多
数
の
初
等
数
員

は
、
そ
れ
だ
け
祉
曾
的
地
位
も
認
め
ら
れ
ず
、
経
済
的
に
も
苦
し
か
っ

た
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
が
か
れ
ら
の
園
結
と
圏
鐙
行
動
へ
の
志
向
を

民
園
に
入
っ
て
も
師
範
同
学
校
の
整
備
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、

- 131ー

強
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

719 



720 

(2) 

小
皐
校
数
員
の
給
輿
水
準

一
八
J
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
小
準
校
数
回
貝
の
給
輿
水
準
は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
。
同
様
の
傾
向
は
二
O
世
紀

中
園
の
小
翠
校
教
員
に
も
一
該
嘗
す
る
。

(
山
口

〉

一
九
二
O
年
の
田
康
生
の
報
告
は
、
小
拳
校
教
員
の
月
給
は
多
い
者
で
十
数
元
、

少
な
い
者
で
五
J
八
元
で
あ
り
、
月
給
五
O
J
六
O
元
に

達
す
る
の
は
大
都
舎
の
ご
く
少
数
の
数
員
の
み
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
績
け
て
、
文
化
水
準
、
数
育
水
準
と
も
に
中
園
で
は
先
進

的
な
省
に
あ
た
る
江
蘇
省
各
地
の
情
況
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
江
蘇
省
南
部
の
無
錫

・
上
海

・
江
等

・
呉
鯨
な
ど
で
は
月
給
が

一
五

J
二
ハ
元
を
こ
え
る
者
が
四
O
J
五
O

%
を
占
め
、
そ
の
他
の
蘇
で
は
一
二
J
ご
二
元
程
度
の
者
が
八
O
%
除
り
を
占
め
て
い
る
。
だ
が
、
江

蘇
省
北
部
の
各
燃
は
こ
れ
に
遠
く
及
ば
な
い
。
数
育
が
護
達
し
て
い
る
と
稽
し
て
い
る
南
通

・
如
泉
の
南
燃
で
も
月
給
七
J
一

O
元
の
者
が
約

八

O
%
を
占
め
、
准
安

・
揚
州

・
徐
州

・
海
安
で
は
年
俸
で
五
O
J

一

OO
除
元
、

し
た
が

っ
て
月
給
で
は
四
J
九
元
の
者
が
七
五
%
以
上
を

- 132ー

占
め
て
い
る
。
し
か
も
年
度
毎
の
昇
給
と
い
う
制
度
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
。

(

初

〉

(

幻

)

そ
の
後
も
こ
う
し
た
情
況
は
改
善
さ
れ
ず
、
一
九
二
八
年
と
=
二
年
の
報
告
に
よ

っ
て
も
、
北
部
の
徐
州
の
各
蘇
で
は
小
拳
数
員
の
月
給
の

(

辺

)

少
な
い
者
は
二
元
に
満
た
ず
、
多
く
て
も

一
O
元
に
満
た
な
い
者
が
大
牢
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
三
O
年
の
請
願
文
で
も
名
目
二
O
元
の
月
給
と

お
ま
け
に
牢
年
以
上
に
及
ぶ
遅
配
が
あ
る
、
と
そ
の
窮
肢
を
訴
え
て
い
る
。

(

竹

山

〉

そ
し
て
、
こ
う
し
た
給
輿
は
中
程
度
の
工
場
拙
労
働
者
に
も
及
ば
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
五
年
の
上
海
の
在
華
日
一商一
工
廠

(

M

)

 

の
中
園
人
州
労
働
者
の
日
給
は
0
・
四
J0

・
五
銀
元
と
い
わ
れ
て
い
る
た
め
、
月
給
に
直
せ
ば

一
O
元
を
こ
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
一
一
O
年
に
は
蘇
州
市
立
小
泉
校
の
数
育
費
の
飲
乏
が
給
輿
遅
配
に
つ
な
が
り
、
大
半
の
教
員
が
飯
米
も
な
く
な
り
、
市
立
脊
江
小
皐
校
数
員
の

い
い
な
が
ら
、
貫
際
の
支
給
額
は
わ
ず
か
五
J
六
元
に
す
ぎ
ず
、

単
鼎
襲

・
孫
信
良
ら
は
、
授
業
終
了
後
に
ア
ル
バ

イ
ト
と
し
て
人
力
車
を
引
く
こ
と
を
考
え
、
そ
の
練
習
を
は
じ
め
た
こ
と
が
停
え
ら
れ
て
い

(

お

)

る。



一
九
二
三
年
に
嘉
興
市
の
小
皐
数
員
は
賃
上
げ
要
求
宣
言
を
瑳
表

(
お
)

し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
か
れ
ら
の
月
給
が
卒
均
七
J
八
元
に
す
ぎ
ず
、
第
働
者
や
一商
人
の
牧
入
に
及
ば
な
い
こ
と
を
力
説
し
て
い
る。

江
蘇
省
に
臨
接
す
る
漸
江
省
で
も
小
皐
敬
員
の
窮
肢
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
小
皐
教
員
の
給
輿
水
準
の
低
さ
は
ま
た
全
図
的
な
傾
向
で
も
あ
っ
た
。
慶
州
の
小
同
月
子
数
員
は
月
に
一

O
J
二

O
元
の
給
輿
で
教
員

(

幻

)

と
し
て
の
盤
面
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
し
、
散
子
夷
の
小
準
教
員
三
九
二
名
に
劃
す
る
調
査
で
は
、
卒
均
年
俸
二
ハ

0
・
二

(
お
)

五
元
(
こ
れ
は
中
開
数
を
と
っ
た
場
合
で
あ
る
)
で
既
婚
敬
員
の
必
要
年
俸
額
三
二

O
元
前
後
の
半
分
に
し
か
達
し
て
い
な
い
。
と
く
に
農
村
に
お

(

却

)

け
る
小
皐
数
員
が
低
給
で
、
葉
聖
陶
は
二

二
年
に
六

J
一
O
元
が
多
い
と
述
ベ
、

越
秩
塵
は
二
七
年
に
そ
の
給
興
が
四

J
二

O
元
で

一
年
を

一

(

ω

)

 

0
カ
月
に
計
算
し
て
支
給
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
各
地
の
数
育
嘗
局
は
数
員
た
ち
の
要
求
に
謄
え
て
昇
給
を
た
び
た
び
約
束
し
な
が
ら
寅
行

(

汎

〉

に
移
す
こ
と
が
で
き
ず
、
昇
給
案
は
ほ
と
ん
ど
重
餅
に
鯖
し
て
い
る
の
が
寅
情
で
あ

っ
た
。

身
分
保
障
が
な
い
こ
と
も
小
皐
数
員
に
と
っ

て
は
苦
痛
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、

某
省
の
省
城
に
あ
る
小
皐
校
長
は
二
三
年
一
月
-初
め
に
曾

(

幻

)

議
を
聞
き
、
経
費
節
減
の
た
め
月
給
三

O
元
の
数
員
を
更
迭
し
て
二

O
元
の
数
員
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
新
聞
報
道
が
あ

っ
た
。

ぁ

(

お

)

る
い
は
校
長
に
兎
職
さ
れ
な
い
ま
で
も
、

校
長
が
更
迭
さ
れ
る
と
そ
れ
と
行
動
を
共
に
す
る
数
員
が
多
く
、

一
つ
の
皐
校
に

一
O
年
、
二

O
年

-133ー

と
長
期
間
に
わ
た

っ
て
勤
務
す
る
数
員
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
も
こ
う
し
た
怒
意
的
な
人
事
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
数
員
は
落
着
い
た
数
育
活
動
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
小
向
学
教
員
の
年
金
制
度
を
生
む
可
能
性
を
封
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

例
Lー

の
逼
用
者
と
な
り

と
く

懸
政新
府

江
よ

省
り乱

空審
2E腰、

室主
金δ

年
八 M

O ケ
ー汚く
フじ
ル 嘉
長県系
給茎
す 竺

き不
E警

誤審
定 只
1 張

長短望
し が

七議

れ年
t主 Uこ
あ 及
くん
まで
で、

も
-， 

先

で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
闘
し
て
、

「退
養
篠

聾
」
で
あ
り
、
養
老
金
の
財
源
に
つ
い
て
の
言
及
が
全
く
な
く
、
こ
の
よ
う
に
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
報
道
さ
れ
る
こ
と
自
盟
、
逆
に
い
え

(

お

〉

ば
き
わ
め
て
珍
し
い
ケ
l
ス
で
あ
る
こ
と
の
誼
明
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
低
賃
金
で
身
分
保
障
が
な
く
と
も
初
等
数
員
を
職
業
と
し
、
資
格
検
定
に
臨
応
募
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ

721 

う
か
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
筆
者
は
満
足
な
解
答
を
見
出
し
え
て
い
な
い
が
、

一
つ

の
可
能
性
と
し
て
初
等
教
員
が
た
と
え
末
端
に
せ
よ
知
識
人
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階
層
の
な
か
に
位
置
す
る
と
い
う
魅
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
常
に
初
等
数
員
が
州
労
働
者
や
一
商
人
と
の
賃
金
格
差
を
問
題
と
す
る

と
こ
ろ
に
、

か
れ
ら
の
知
識
人
と
し
て
の
衿
持
を
見
出
せ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
賃
金
水
準
の
き
わ
め
て
低
い
農
村
部
の
初
等
数
員

は
、
お
そ
ら
く
農
業
な
ど
の
副
業
を
も
ち
、
物
慣
水
準
が
低
か

っ
た
こ
と
が
、
何
と
か
糊
口
を
し
の
ぐ
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。つ

い
で
蛍
時
の
小
皐
数
員
の
勤
務
後
件
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
週
あ
た
り
の
授
業
時
数
が
三
0
時
間
絵
り
に
達
す
る
者
も
あ
り
、
皐
校
規
模
が

(
お
)

小
さ
い
だ
け
に
教
材
研
究
や
授
業
の
準
備
な
ど
の
他
に
皐
校
事
務
ま
で
措
嘗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
勤
務
係
件
自
健
は
現
代

日
本
の
小
皐
数
員
と
比
較
し
て
も
過
酷
に
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
む
ろ
ん
こ
う
し
た
勤
務
篠
件
の
改
善
も
必
要
で、

寅
際
に
改
善
を
要

(

幻

)

求
す
る
運
動
も
瑳
生
す
る
が
、
何
よ
り
も
優
秀
な
教
員
の
確
保
を
不
可
能
に
す
る
低
い
給
輿
水
準
が
問
題
で
あ

っ
た
。

教
員
の
組
織
と
資
格
を
め
ぐ
っ
て

-134ー

)
 

l
 

(
 
数
員
組
合
の
性
格
と
内
容

初
等
教
員
に
よ
る
具
瞳
的
な
組
合
運
動
の
展
開
形
態
を
探
る
前
に
、
数
員
組
合
に
劃
す
る
嘗
時
の
数
育
関
係
者
の
論
調
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。

数
員
組
合
に
相
首
す
る
数
(
職
)
員
聯
合
舎
を
最
初
に
史
料
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、

管
見
の
限
り
で
は
五
四
時
期
で
あ
り
、
後
述
す
る
北

京
小
皐
以
上
阿
倍
校
教
職
員
聯
合
舎
は
そ
の
先
駆
的
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
九
一
九
年
に
荘
食
は
数
員
組
合
の
組
織
の
必
要
性
を
主
張

〈

お

)

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
(
数
職
員
)
聯
合
舎
な
る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
系
統
を
も
ち
表
現
を
も
っ
圏
結
力
で
あ
る
。
社
舎
の
た
め
に
ハ
円
数
育
の
現
肢
を

調
査
し
、

ω数
員
の
職
務
を
監
督
し
、
同
H

数
育
の
進
行
を
準
備
し
、
制
数
育
の
方
法
を
研
究
す
る
の
は
、

た
だ
聯
合
舎
に
の
み
頼
っ
て
い



想
の
濁
立
を
貫
行
す
る
の
も
、

る
の
で
あ
る
。
職
業
の
た
め
に
は
、
付
数
員
の
地
位
を
保
持
し
、
∞
数
員
の
権
利
を
擁
護
し
、
同
教
員
の
堕
落
を
防
止
し
、
回
数
員
の
思

ま
た
た
だ
聯
合
舎
に
の
み
頼
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
日
す
み
や
か
に
数
員
聯
合
舎
を
組
織
す
べ
き
理
由

の
一
つ
で
あ
る
。
:
:
:
聯
合
曾
の
組
織
は
、
能
動
的
で
あ
っ
て
、
受
動
的
で
は
な
く、

自
治
的
で
あ
っ
て
、

官
製
的
で
は
な
く
、
賞
践
的

で
あ
っ
て
、
空
言
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
荘
散
の
構
想
す
る
教
員
聯
合
舎
は
、
教
育
を
通
し
て
の
祉
舎
へ
の
奉
仕
を
謡
い
、
数
員
の
地
位

・
権
利

・
思
想
の
擁
護
を
唱
え
な
が

ら
、
数
員
の
堕
落
防
止
と
い
う
項
目
を
盛
り
込
む
な
ど
穏
健
な
合
法
的
圏
践
と
し
て
の
色
影
を
前
面
に
お
し
出
し
て
い
た
。
ま
た
何
仲
英
は
こ

二

部
分
の
激
烈
分
子
」
が
問
題
を
起
こ

(
鈎
)

し
て
そ
の
目
的
を
は
た
そ
う
と
し
、
穏
健
汲
の
人
々
が
主
導
権
を
擾
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
嘆
か
わ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
何
仲
英

の
荘
食
の
構
想
に
全
面
的
な
賛
意
を
示
し
つ
つ
、
何
カ
所
か
の
組
織
で
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
、

の
見
解
は
、
五
四
時
期
に
い
た
っ
て
知
識
人
や
畢
生
に
率
い
ら
れ
た
大
衆
運
動
の
盛
り
上
が
り
と
と
も
に
、
教
職
員
聯
合
舎
の
組
織
が
各
地
に

こ
の
五
四
時
期
に
訪
中
し
、
二
年
齢
り
の
滞
在
期
聞
に
各
地
を
歴
訪
し
て
活
震
な
講
演
・
講
義
活
動
を
展
開
し
た
ア
メ
リ
カ
の
数
育
同
学
者
ジ

-135-

生
ま
れ
、
そ
の
一
部
の
組
織
が
戦
闘
的
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ョ
ン

H

デ
ュ

l
イ
は

『
新
数
育
』
(
一
一
四
〉

誌
上
に
「
数
員
聯
合
曾
」
な
る
文
章
を
護
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
か
れ
は
「
数
員
曾
」
の
組
織

に
は
二
種
類
あ
り
、
も
つ
ば
ら
教
育
方
法
等
に
つ
い
て
討
論
す
る
圏
鐙
と
、
黛
や
第
工
舎
と
い
う
形
態
を
と

っ
て
い
な
い
が
俸
給
・

職
権

・
ポ

ス
ト
な
ど
教
員
自
身
の
利
盆
を
擁
護
す
る
園
鐙
と
が
あ
り
、
数
員
舎
は
必
ず
こ
の
二
つ
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
つ
べ
き
だ
と
主
張
す
る。

た
だ
ア

的
な
数
員
組
合
を
支
持
す
る
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
数
育
家
と
い
わ
れ
る
デ
ナ
l

イ
は
、

ュ
l
イ
は
、
前
者
の
も
つ
ば
ら
数
育
方
法
等
に
つ
い
て
討
論
す
る
圏
睦
を
全
く
弊
害
が
な
い
も
の
と
性
格
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
穏
健
な
合
法

お
そ
ら
く
中
園
の
初
等
数
員
の
劣
悪

な
勤
務
篠
件
を
知
り
、
そ
の
改
善
の
た
め
の
諸
々
の
活
動
を
支
持
し
つ
つ
、
そ
の
運
動
が
過
激
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
歯
止
め
を
か
け
よ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

723 

高
名
な
数
育
開筆者
で
あ
る
周
予
同
も
ま
た
、
教
育
経
費
の
依
乏
と
い
う
事
態
が
績
く
な
か
で
、
各
地
に
結
成
さ
れ
て
き
た
敬
員
組
合
は
嘗
然
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存
績
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
組
合
が
い
く
つ
か
の
都
市
で
皐
校
を
維
持
し
、
教
員
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
同
盟
罷
工
の
手
段

(

ω

)

 

に
訴
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
は
た
い
へ
ん
消
極
的
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
嘗
時
の
中
園
教
育
界
の
一

般
的
な
見
解
が
、
い
く
つ
か
の
事
校

の
数
員
を
連
合
し
て
組
合
を
結
成
し
教
授
法
な
ど
の
共
同
研
究
を
お
こ
な
う
組
織
を
「
積
極
的
」
と
み
な
し
、

た
だ
給
輿
や
待
遇
の
改
善
を
目

(

引

)

的
と
し
て
結
成
さ
れ
る
組
合
を
「
消
極
的
」
と
み
な
し
て
お
り
、

周
予
同
の
見
解
も
そ
の
範
暗
に
入
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
初
等
教
員
の
運
動
は

こ
う
し
た
組
織
論
の
主
張
す
る
「
消
極
的
」
な
る
も
の
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
教
員
組
合
の
内
寅
に
闘
し
て
は
不
明
の
黙
が
多
い
。
と
り
わ
け
内
部
構
造
の
詳
細
に
つ
い
て
は
解
明
の
根
壌
と
な
る
史
料
を
見
出

(

必

〉

し
え
な
か
っ
た
。
そ
の
規
模
に
闘
し
て
は
、
長
沙
市
数
職
員
聯
合
舎
が

一
三
五
校
二
千
絵
名
に
達
し
た
の
を
は
じ
め、

北
京
数
職
員
公
舎
が
五

(
必
)

0
0名
を
確
買
に
こ
え
、
お
そ
ら
く
は
一
千
名
を
こ
え
て
い
た
の
が
最
大
規
模
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
杭
州
市
小
皐
激
職
員
聯
合
舎
の
四
七

(

川

叫

)

(

必

〉

校

二
二
五
名
と
い
っ
た
小
規
模
の
も
の
も
あ
り
、
だ
い
た
い
数
百
名
程
度
の
も
の
が
中
心
を
し
め
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
開
学
校
単
位
の
組
合

(

必

〉

と
し
て
は
、
私
立
中
華
職
業
向
学
校
の
組
織
な
ど
が
あ
る
が
、
普
通
の
園
民
築
校
は
規
模
が
小
さ
く
て
一
つ
の
皐
校
を
同
単
位
と
す
る
組
織
は
ほ
と

ん
ど
成
立
の
可
能
性
が
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
組
織
は
省

・
蘇

・
都
市
な
ど
の
地
域
単
位
の
も
の
と
な
り
、
小
屋
'校
を
横
に
連
ね
て
の
組
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織
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、

な
か
に
は
小
摩
敬
員
と
中
間
学
教
員
の
連
合
設
や
北
京
各
事
校
数
職
員
公
舎
の
よ
う
に
大
皐
を
も
含
ん
だ
連
合
佳
も
存

在
し
た
。

(2) 

数
員
資
格
検
定
反
射
闘
争

清
末
か
ら
一
九
三

0
年
代
ま
で
の
初
等
教
員
史
を
考
察
す
る
と
、
そ
こ
に
国
家
や
省
の
数
育
行
政
機
関
に
よ
る
数
員
の
資
格
検
定
の
動
き
が

一
貫
し
て
緩
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ね
ら
い
は
数
員
の
資
質
向
上
と
権
力
に
よ
る
数
育
統
制
に
あ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九

一
O
(宣
統
二
)
年
公
布
の

「
検
定
小
翠
数
員
章
程
並
優
待
小
開
学
教
員
章
程
」

の
第
一

O
僚
に
は
、

初
等
教
員
に
劃
す
る
資
格
検
定
試



験
の
規
定
を
含
み
、
「
修
身
」
に
は
「
人
倫
道
徳
要
旨
」
を
、

が
、
こ
の
検
定
試
験
に
よ
る
敬
員
掌
握
と
い
う
方
式
は
、
清
末
数
育
の
賓
情
よ
り
布
離
し
た
机
上
の
空
論
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
章
程

(

必

)

公
布
後
二
年
を
経
過
し
て
も
ほ
と
ん
ど
賓
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
一
隅
建
省
の
聞
省
皐
務
公
所
が
省
内
の
小
皐
数
員
に
射
す
る
検

(
必
)

定
を
質
施
し
た
際
に
も
申
し
込
み
者
は
ご
く
少
数
で
、
一
幅
州
よ
り
離
れ
た
州
鯨
に
閲
し
て
は
中
止
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
清
末
の
敬

(

円

引

)

「
経
義
」
に
は
「
四
書
五
経
大
義
」
を
そ
れ
ぞ
れ
問
う
と
明
記
し
て
い
る
。
だ

員
養
成
制
度
の
不
備
を
無
視
し
て
性
急
に
初
等
教
員
に
劃
す
る
統
制
と
資
質
向
上
を
め
ざ
し
た
嘗
然
の
蹄
結
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
劃
し
て

は
、
な
に
よ
り
も
師
範
畢
制
の
嬢
充
を
は
か
る
と
と
も
に
、
数
多
く
の
私
塾
教
師
を
そ
の
な
か
に
含
む
試
験
制
度
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
あ
っ
て
も
賓
行
に
移
さ
れ
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か

っ
た
。

ま
た
賓
際
問
題
と
し
て
、
嘗
時
の
数
育
水
準
で

(

印

)

は
章
程
の
基
準
を
こ
え
る
多
数
の
人
材
を
教
育
の
現
場
に
確
保
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
資
格
検
定
に
閲
し
て

(

日

〉

せ
い
ぜ
い
小
人
数
の
省
・
道

・
懸
の
視
察
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
た
め
、
清
末
民
園
初
期
の
段
階
で
全
圏

あ
る
程
度
正
確
な
判
断
を
下
せ
る
の
は
、

し
か
し
、

数
育
部
や
各
省
の
教
育
行
政
機
関
に
よ
る
数
員
の
資
格
検
定
は
執
劫
に
く
り
返
さ
れ
る
。
鉄
乏
を
告
げ
る
数
育
経
費
の
た
め
に
師
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的
な
数
員
の
資
格
検
定
を
お
こ
な
う
篠
件
は
ほ
と
ん
ど
備
わ

っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

範
畢
校
の
撲
充
が
思
う
に
ま
か
せ
な
い
情
況
下
に
、
焦
眉
の
課
題
と
な
っ
た
圏
民
数
育
の
普
及
を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
、
資
格
検
定
に
よ

っ
て

初
等
教
員
の
質
的
向
上
と
量
的
援
大
を
は
か
る
こ
と
し
か
方
法
が
な
い
と
嘗
局
側
が
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
六
年
多
に
数
育
部

は
「
検
定
小
皐
教
員
規
定
」
を
護
布
し
、

一
八
年
春
ま
で
に
各
省
教
育
醸
の
手
に
よ
っ
て
順
次
賓
施
に
移
さ
れ
た
。
そ
こ
で
数
育
部
の
検
定
規

定
や
各
省
教
育
醸
の
検
定
方
針
の
特
色
を
簡
略
化
す
る
と
以
下
の
如
く
に
な
る
。

(

幻

)

検
定
試
験
合
格
者
に
は
数
員
謹
蓄
を
護
給
す
る
。
不
合
格
者
お
よ
び
未
受
験
者
の
扱
い
に
閲
し
て
は
、
ハ
門
数
員
講
習
所
で
皐
習
さ
せ
て
六
カ

(

臼

〉

月
後
に
再
試
験
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
ま
で
は
(
正
)
数
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
同
開
学
力
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
者
は
二
年
以
内
に
限
っ
て

(

臼

〉

数
員
資
格
を
認
め
、
同
学
習
さ
せ
て
再
試
験
に
よ
る
合
格
を
待
つ
、
な
ど
の
規
定
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
合
格
者
の
資
格
は
終
身
で
は
な
く
有
数
期

(

お

)

聞
が
あ
っ
て
五
J
八
年
間
と
な
っ
て
お
り
、
代
用
数
員
の
場
合
は
短
く
て
二
J
三
年
間
で
あ
っ
た
。
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一
例
と
し
て

一
八
年
の
上
海
周
進
一
二
懸

の
検
定
を
取
り
上
げ
る

〈

日

)

と
、
質
際
に
試
験
を
受
け
た
者
は
五

O
%
に
及
ば
ず
、
合
格
率
は
全
教
員
の
三

O
%
に
及
ば
な
か
っ

た
。
ま
た
江
蘇
省
全
鐙
の
合
格
者
は
六
千

(

貯

)

(

日

〉

除
名
に
達
し
て
い
た
が
、
懸
立
小
翠
だ
け
で
も
六
千
校
を
こ
え
た
嘗
時
の
江
蘇
省
で
は
、
合
格
数
員
数
が
小
摩
校
数
に
及
ば
な
い
事
態
も
珠
想

そ
れ
で
は
初
等
数
員
の
受
験
情
況
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
れ
、
も
し
も
小
向
学
校
に
は
正
教
員
を
少
な
く
と
も
一
名
は
必
要
と
す
る
と
い
う
規
定
を
準
用
す
る
な
ら
ば
、
少
な
か
ら
ぬ
小
島
平
校
が
閉
鎖
に

(
印
)

追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
異
常
事
態
さ
え
心
配
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
検
定
合
格
者
の
数
が
少
な
く
、
そ
の
一
方
で
不
合
格
者
も
未
受
験

(
印
)

者
も
依
然
と
し
て
敬
壇
で
様
を
食
ん
で
い
る
と
い
う
情
況
は
、
上
海
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
全
園
的
な
傾
向
で
も
あ
っ
た。

つ
い
で
初
等
教
員
に
射
す
る
検
定
が
強
化
さ
れ
た
の
は
、
園
民
黛
統
治
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
教
育
に
封
す
る
園
家
統
制
を
強
化
し
つ
つ
あ

(

臼

)

っ
た
蒋
介
石
園
民
政
府
は
、
北
伐
の
途
上
よ
り
開
始
し
た
、
三
民
主
義
の
精
神
を
身
に
つ
け
た
「
黛
義
教
師
」
の
育
成
に
全
力
を
注
い
だ
。
禁

元一
培
が
推
進
し
た
大
間
管
区
制
の
下
に
設
け
ら
れ
た
江
蘇
大
祭
匿
の
「
検
定
小
筆
致
員
候
例
」
は
、

「革
命
」
反
射
を
主
張
す
る
数
員
を
排
除

(

臼

)

し
、
三
民
主
義
、
各
教
科
の
基
礎
知
識
、
教
育
原
理
、

教
育
行
政
、
数
準
法
な
ど
を
試
験
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
検
定
内
容
の
周
到
さ
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と
『
時
報
』
等
に
頻
繁
に
報
道
さ
れ
る
各
地
で
の
貫
施
情
況
か
ら
、
圏
民
政
府
の
教
員
検
定
に
か
け
る
熱
意
を
汲
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

検
定
の
方
針
を
見
る
と
数
員
個
々
の
教
授
能
力
と
思
想
傾
向
を
判
定
し
、
す
べ
て
の
数
員
を
「
黛
義
数
師
」
の
枠
内
に
組
み
込
も
う
と
す
る
管

理
主
義
的
護
想
が
前
面
に
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

で
t主

こ
う
し
た
資
格
検
定
に
針
す
る
初
等
数
員
の
割
腹
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
史
料
は
少
な
く
、
多
少
な
り
と

も
ま
と
ま
っ
た
記
事
が
上
海
附
近
に
お
け
る
一
九
二
三
年
の
反
検
定
闘
争
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
三
年
六
月
に
護
生
し
た

反
検
定
闘
争
は
、

一
八
年
の
検
定
の
結
果
合
格
と
認
定
さ
れ
た
教
員
が
五
年
聞
の
兎
許
期
限
を
完
了
し
て
再
度
検
定
を
受
け
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
時
貼
で
護
生
し
た
。
六
月
五
J
六
日
に
上
海
小
皐
数
員
聯
合
舎
は
、
二
十
齢
校
の
代
表
を
公
共
韓
育
場
に
集
め
て
数
員
検
定
に
劃
す
る
抗

議
集
舎
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
時
の
反
射
理
由
は
以
下
の
三
黙
で
あ
る
。
第

一
に
、
検
定
の
回
数
が
多
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
り
、
不
適
格
者
を
淘

汰
し
た
後
に
一
度
は
合
格
を
認
定
し
た
数
員
に
射
し
て
改
め
て
試
験
を
貫
施
す
る
こ
と
は
、
正
首
な
理
由
が
な
く
教
員
の
人
格
を
ふ
み
に
じ
る



も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
正
教
員
の
資
格
を
認
定
す
る
の
に
省
硯
撃
の
「
優
良
」
の
評
語
を
二
度
以
上
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
は
貫

情
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
地
方
の
皐
校
の
貫
情
に
よ
く
通
じ
た
鯨
親
筆
な
ら
と
も
か
く
、

省
親
民
平
は
都
市
部
の
皐
校
で
も
五

年
に
一
度
し
か
視
察
せ
ず
、
農
村
部
の
皐
校
で
は
一
度
も
硯
察
し
て
い
な
い
ケ
l
ス
が
あ
っ
て、

「
優
良
」
の
評
語
を
二
度
も
獲
得
す
る
こ
と

は
事
貫
上
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
検
定
の
有
数
期
限
を
五
年
と
か
八
年
と
か
洛
意
的
に
決
め
る
の
は
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
上
海
小
拳
数
員
聯
合
舎
は
江
蘇
省
数
育
鹿
に
向
け
て
こ
れ
ら
の
反
劃
理
由
を
文
書
で
提
出
す
る
と
と
も
に
、
大
衆
に
劃
す
る
宣
停
活
動
も

(

臼

)

お
こ
な
っ
た
。
た
し
か
に
こ
の
検
定
反
射
闘
争
に
立
ち
上
が

っ
た
皐
校
数
が
二
十
齢
と
い
う
の
は
、
江
蘇
省
全
鐙
の
小
向
学
校
教
か
ら
す
れ
ば
微

微
た
る
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
摘
し
た
問
題
貼
の
正
嘗
性
ゆ
え
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
多
少
な
り
と
も
嘗
局
側
の
譲
歩
を
導
き
出
す
こ
と
が

で
き
た
と
い
え
よ
う
。

蘇
州
の
呉
鯨
第
一
匿
教
職
員
研
究
舎
が
同
時
期
に
検
定
反
封
運
動
を
展
開
し
た
の
も
、

五
年
毎
の
資
格
検
定
と
勝
視
皐
の

「
優
良
」
評
債
の

問
題
に
射
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
に
劃
す
る
省
硯
皐
の
翠
校
覗
察
は
一
一
燃
に
数
校
を
抽
出
し
て
お
こ
な
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、

。
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年
間
教
鞭
を
と
っ
て
い
て
も
省
視
皐
の
顔
を
見
た
こ
と
が
な
い
教
員
が
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
省
覗
撃
の
視
察
は
問
題
と
な
ら
ず
、

岡
林
親
皐
に
よ
る
「
優
良
」
評
債
を
二
度
以
上
獲
得
す
れ
ば
数
員
資
格
が
え
ら
れ
る
と
い
う
黙
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

蘇
覗
撃
の
各

こ
こ
で
は

校
覗
察
が
毎
年
一
回
で
、

一
校
あ
た
り
一

J
二
時
間
の
視
察
時
間
で
は
三
、
四
名
か
ら
十
儀
名
に
及
ぶ
数
員
の
授
業
に
劃
し
て
正
確
な
評
債
を

(
臼
)

下
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
を
、
果
鯨
の
数
員
た
ち
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

山

山

)

(

印

)

(

m

山

〉

教
員
資
格
検
定
反
射
闘
争
は
、
同
時
期
に
松
江
敬
育
舎
、
銅
山
鯨
教
育
舎
、
如
泉
懸
小
皐
数
員
聯
合
舎
な
ど
の
組
織
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
運
動
の
盛
り
上
が
り
に
謝
し
て
、
江
蘇
教
育
臆
検
定
小
聞学
教
員
委
員
倉
は
検
定
候
文
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
鎮
静
化
を
は

か
っ
た
。
こ
の
修
正
と
は
検
定
の
有
数
期
限
の
五
年
を
八
年
に
延
長
し
、
省
硯
皐
の
他
に
廓
規
準
の
「
優
良
」
評
債
二
回
を
も

っ
て
数
員
資
格

(

印

)

を
認
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
臭
懸
第
一
区
数
職
員
研
究
舎
の
提
起
し
た
問
題
貼
を
何
ら
解
決
し
て
い
な
い
し
、
有
数

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
調
縫
策
を

727 

期
限
を
三
年
間
延
長
し
た
と
こ
ろ
で
事
態
の
本
質
的
な
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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打
ち
出
す
と
同
時
に
江
蘇
省
数
育
鹿
は
検
定
の
強
行
に
ふ
み
き

っ
た
。

(
初
)

で
は
そ
れ
が
質
施
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
侍
え
て
い
る
。

『
時
報
』
は
そ
の
後
、

(ω) 

無
錫
で
検
定
の
期
日
が
決
ま
り
、

蘇
州
と
常
州

(
礼

)

だ
が
、
こ
の
検
定
質
施
に
あ
た
っ
て
は
、
公
教
育
に
劉
抗
し
て
残
存
す
る
私
塾
の
数
師
に
そ
の
検
定
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と

い
う
課
題
が
依
然
と
し
て
残
っ
た
。
つ
い
で
公
私
立
感
校
数
員
の
未
受
験
者
や
不
合
格
者
に
射
す
る
任
兎
も
、
候
文
ど
お
り
に
お
こ
な
わ
れ
た

か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
未
受
験
者
や
不
合
格
者
を
す
べ
て
期
限
附
任
用
に
す
る
だ
け
の
権
限
を
地
方
教
育
行
政
機
闘
が
も
ち
え
た
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
も
し
も
こ
の
規
定
を
厳
守
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、門
学
校
数
育
の
現
場
は
数
員
数
の
歓
乏
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
こ
う
し
た
不
徹
底
な
教
員
の
資
格
検
定
に
刻
し
て
江
蘇
省
全
慢
で
六
千
名
を
こ
え
る
合
格
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

初
等
教
員
の

相
嘗
数
が
検
定
の
必
要
性
を
是
認
し
て
い
た
こ
と
を
誼
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
上
海
小
翠
数
員
聯
合
合
同
や
果
懸
第
一
匿
教
職
員
研

究
曾
な
ど
の
検
定
反
劉
運
動
が
、
わ
ず
か
に
有
数
期
限
の
延
長
や
「
優
良
」
評
定
権
者
の
枠
の
旗
大
と
い
っ
た
調
縫
策
だ
け
と
は
い
え
江
蘇
省

一 140-

数
育
臆
の
譲
歩
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
運
動
主
総
が
弱
佳
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
要
求
を

一
雁
首
局
側
に
認
め
さ
せ
た
こ
と
は
、

逆
に
か
れ
ら
の
主
張
の
正
首
性
を
浮
き
ぼ
り
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
園
民
政
府
統
治
下
に
お
い
て
は
検
定
反
封
運
動
に
関
す
る
報
道
は
完
全
に
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は

そ
れ
は
『
時
報
』
の
編
集
方
針
の
出変
化
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
の
上
に
強
力
に
推
進

さ
れ
た

「
黛
義
敬
師
」
の
育
成
政
策
に
見
ら
れ
る
園
民
政
府
の
数
育
政
策
の
浸
透
が
、
あ
る
種
の
理
論
的
魅
力
を
も
っ
て
初
等
教
員
を
規
制

し
、
そ
の
組
織
的
な
検
定
反
射
運
動
を
封
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。



数
員
の
経
済
闘
争
を
め
ぐ
っ
て

)
 

噌
E
a
・(
 
北
京
と
一
幅
建
に
お
け
る
運
動

高
等
数
育
機
関
の
数
職
員
や
皐
生
の
政
治
的
な
活
動
が
新
聞
・

雑
誌
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

に
よ
っ
て
汲
手
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
に

射
し
、
初
等
数
員
に
よ
る
運
動
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
ま
た
初
等
数
員
の
組
合
で
高
等
数
育
機
関
の
数
職
員
組
織
の
指
導

下
に
活
動
し
た
ケ
1
ス
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
『
時
報
』
記
事
で
そ
の
活
動
が
多
少
な
り
と
も
確
認
で
き
る
最
初
の
存
在
で
あ
る
北
京
小

拳
校
以
上
皐
校
数
職
員
聯
合
舎
は
、
一
九
一
九
年

一
二
月
中
旬
に
遅
配
給
輿
の
支
給
を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た
。
こ
の
時
の
指
導
者
は

馬
銭

倫
・
陳
大
宵
・
沈
土
遠
・
李
大
剣
ら
で
、
遅
配
給
興
を
小
撃
数
員
で
全
額
、
中
泉
数
員
で
八
割
、
専
門
皐
校
以
上
の
数
員
で
七
割
を
そ
れ
ぞ
れ

支
給
せ
よ
と
要
求
し
て
ス
ト
に
突
入
し
、
あ
わ
せ
て
視
察
圏
を
組
織
し
て
各
校
の
ス
ト
賞
施
情
況
を
偵
察
す
る
な
ど
か
な
り
組
織
的
な
運
動
を

(
η
)
 

展
開
し
た
。
そ
し
て
、
翌
二
O
年
の
一

J
二
月
に
は
こ
の
聯
合
舎
が
北
京
各
皐
校
教
職
員
公
曾
と
の
共
同
行
動
を
お
こ
な
っ
た
。

一141ー

こ
の
公
舎
は
数
育
問
題
の
研
究
、

数
育
事
業
の
促
進
、
数
育
従
事
者
の
身
分
保
障
、
教
職
員
の
互
助
事
業
の
推
進
な
ど
を
運
動
目
標
と
し
、

(η
〉

護
起
人
に
は
馬
絞
倫

・
沈
士
遠

・
沈
晋
ノ歌
・
陶
履
恭

・
陳
大
斉
ら
北
京
大
星
を
中
心
と
す
る
鐸
々
た
る
聞
学
者
た
ち
が
名
を
列
ね
て
い
た
。
組
織

と
し
て
は
小
皐
・
中
皐
・
専
門
拳
校
以
上
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
一

名
ず
つ
の
合
計
三
三
名
よ
り
構
成
さ
れ
る
委
員
舎
制
を
採
っ
て
お
り
、
形
式
的

に
は
三
者
の
力
関
係
は
劃
等
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
設
起
人
の
氏
名
や
そ
れ
ま
で
の
活
動
情
況
か
ら
見
て
、
専
門
皐
校
以
上
の
敬
職
員

、が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
握

っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
前
述
の
北
京
小
拳
以
上
翠
校
数
職
員
聯
合
舎
が
皐

(

社

)

校
を
畢
位
と
す
る
組
織
で
あ
る
の
に
射
し
て
公
禽
の
方
は
個
人
を
皐
位
と
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
雨
者
は
十
分
に
併
存
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

729 

っ
た
。
こ
の
二
つ

の
組
合
は
そ
の
指
導
者
が

一
部
重
複
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
南
方
の
曾
員
と
な
っ
た
数
職
員
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
こ
う
し
た
二
種
類
の
組
合
を
通
し
て
、
馬
錠
倫
ら
は
あ
ら
ゆ
る
数
職
員
を
組
織
の
劃
象
と
し
、

よ
り
多
く
の
教
職
員
を
運
動
に
参
加



730 

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
敬
職
員
聯
合
舎
は
山
東
問
題
に
劃
し
て
日
本
と
の
直
接
交
渉
を
拒
否
し
、
園
際
連
盟
に
よ
る
調
停
を

(
万
)

期
待
す
る
な
ど
の
政
治
的
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
政
治
的
姿
勢
を
も
ち
つ
つ
数
職
員
濁
自
の
諸
要
求
を
掲
げ
て
展
開

し
た
か
れ
ら
の
運
動
は、

五
四
運
動
の
精
神
を
縫
承
し
た
数
員
運
動
の
先
腫
的
存
在
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
一
二
年
五
月
に
は
北
京
に
お
け
る
園
立
専
門
以
上
八
校
(
北
京
大
皐
・
北
京
勝
専

・
北
京
農
幕

・北
京
高
師

・
北
京
女
子
高
師
・
北
京
法
事

・
北

(

町

内

)

京
工
専
・
北
京
美
専
〉
の
遅
配
経
費
獲
得
運
動
を
支
援
す
る
た
め
に
、
中
小
向
山
干
の
教
職
員
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
突
入
し
た
。

二
二
年
三
月
一
四
日
、
三
カ
月
分
に
及
ん
だ
給
興
の
遅
配
に
射
し
て
、
そ
の
支
給
を
求
め
る
緊
急
集
禽
が
京
師
公
立
小
泉
校
教
職
員
聯
合
禽

(
行

)

の
手
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
。
こ
の
結
果
、
北
京
の
中
小
皐
校
は
あ
い
つ
い
で
ス
ト
に
突
入
し
、
そ
の
数
は
一

三
八
校
、

児
童

・
生
徒
数
二
蔦
敷

(

符

)

千
に
及
び
、
教
職
員
の
請
願
園
が
日
夜
数
育
部
の
後
院
を
包
囲
し
た
。

二
四
年
七
月
に
は
北
京
小
皐
激
職
員
聯
席
食
議
が
小
事
校
閲
係
の
数
育
経
費
の
増
額
問
題
と
あ
わ
せ
て
賃
上
げ
闘
争
を
夏
季
休
暇
中
に
組
織

(
mm
)
 

す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
八
月
に
入
っ
て
か
ら
八
J
九
カ
月
分
に
及
ん
で
い
る
遅
配
経
費
の
支
給
を
要
求
す
る
請
願
書
を
教
育
部
に

(
加
)

提
出
し
て
い
る
。

-142ー

(
創
)

(

m

M

)

二
六
年
一

一
月
に
は
京
師
公
立
小
向
学
校
数
員
協
曾
と
京
師
公
立
小
翠
校
務
討
論
舎
が
、
遅
配
給
興
の
支
給
を
求
め
て
ス
ト
に
突
入
し
た
。

『
時
報
』
紙
上
に
散
見
さ
れ
る
こ
う
し
た
小
向
学
教
員
の
活
動
か
ら
も、

遅
配
給
輿
の
支
給
な
ど
を
求
め
た
経
済
闘
争
を
中
心
と
す
る
数
員
運

動
が
、
北
京
に
お
い
て
ね
ば
り
強
く
績
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
名
稀
が
次
々
と
饗
わ
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
組
織

と
し
て
は
永
繍
的
な
も
の
は
少
な
く
、
な
か
に
は
患
な
る
名
義
饗
更
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

そ
の
多
く
は
離
合
集
散
を
く

(
部
)

り
逗
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
経
済
闘
争
は
一
隅
建
省
で
も
展
開
さ
れ
た
。

の
下
に
結
集
し
て
、
月
給

一
O
元
以
下
の
者
の
六

O
%
の
昇
給
な
ど
卒
均
五

O
%程
度
(
た
だ
し
月
給
二
四
元
以
下
の
場
合
の
み
〉
の
賃
上
げ
を
要

(

制

)

求
し
て
第

一
次
の
職
場
放
棄
と
い
う
ス
ト
ラ
イ
キ
を
敢
行
し
た
。
だ
が
、

一
九
二
二
年
、
生
活
苦
に
あ
え
ぐ
一
隅
建
省
の
小
間
学
教
員
は

(
一幅
州
〉
小
皐
数
回
貝
聯
合
舎

い
っ
た
ん
聯
合
舎
側
の
提
示
し
た
昇
給
案
を
承
認
し
て
ス
ト
を
牧
拾



し
た
省
政
府
は
、
財
政
難
を
口
貰
に
一
方
的
に
昇
給
案
を
破
棄
し
た
。
こ
の
違
約
に
抗
議
し
て
小
皐
数
員
聯
合
舎
は
八
月
二
一
日
よ
り
第
二
波

(

お

)

の
ス
ト
に
突
入
す
る
。

就
業
を
強
制
せ
ん
と
し
た
。

夏
休
み
の
終
了
間
近
に
は
じ
ま
っ
た
数
員
の
職
場
放
棄
で
あ
っ
た
た
め
に
そ
の
影
響
を
恐
れ
た
嘗
局
側
は
、
ま
ず
各
校
長
に
藍
力
を
加
え
て

し
か
し
、
聯
合
舎
の
反
劉
の
た
め
に
局
面
打
聞
を
は
か
れ
な
か
っ

た
省
政
府
は
、
警
察
を
動
か
し
て
集
舎

・
結
社

い
か
な
る
集
舎
も

一
一
一
時
間
以
上
前
に
届
け
出

の
取
り
締
ま
り
と
い
う
名
目
の
下
に
弾
匪
に
乗
り
出
し
た
。
こ
の
時
に
出
さ
れ
た
布
告
は
、

て
、
警
察
の
監
視
の
下
に
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
も
の
で
、
明
ら
か
に
聯
合
舎
の
運
動
弾
匪
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

貫
際
に
九
月
五
日
の
小
筆
致
員
聯
合
禽
の
集
舎
は
、
警
官
の
監
-
戒
の
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
は
整
然
と
賃
上
げ
問
題
を
討
議
し
て

警
官
に
干
渉
の
口
買
を
輿
え
な
か
っ
た
。
干
渉
の
機
舎
を
失
し
た
警
察
は
、
散
曾
後
に
こ
の
聯
合
曾
に
劃
す
る
解
散
命
令
を
出
し
、
聯
合
禽
の

印
一章
を
強
奪
す
る
と
い
う
強
行
手
段
に
訴
え
た
。
さ
ら
に
警
察
署
長
が
こ
の
教
員
運
動
の
中
心
人
物
と
目
さ
れ
る
人
物
に
つ
き
ま
と
っ
て
威
嚇

-143ー

す
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
た
。
こ
の
弾
匪
に
劃
し
て
聯
合
舎
は
た
だ
ち
に
抗
議
集
舎
を
聞
い
て
省
政
府
に
そ
の
緯
明
を
求
め
る
と
と
も
に
、

同
年
一

O
月
に
山
東
省
済
南
市
で
開
催
さ
れ
る
全
園
教
育
舎
聯
合
舎
に
代
表
を
汲
遣
し
て
そ
の
不
嘗
性
を
訴
え
、
全
園
に
向
け
て
弾
匪
の
貫
態

(

叫

山

)

を
打
電
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
つ

い
で
印
章
を
強
奪
さ
れ
た
た
め
に
、
以
前
に
使
用
し
て
い
た

「
省
鯨
公
私
立
小
皐
数
員
聯
合
禽
」
の
印
章

(

幻

)

「
小
皐
敬
員
聯
合
曾
」
の
現
名
は
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
と
解
散
命
令
は
拒
否
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

を
使
い
な
が
ら

福
建
数
育
界
を
ま
き
こ
ん
だ
こ
の
賃
上
げ
闘
争
に
射
し
て
李
厚
基
省
長
は
、
重
要
な
軍
事
費
す
ら
全
額
支
出
で
き
な
い
の
に
教
育
界
の
賃
上

げ
要
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
昇
給
を
拒
否
し
、
授
業
再
開
を
命
じ
た
。
省
長
の
強
硬
な
姿
勢
に
お
さ
れ
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
小
向
学
教
員

(

m

∞〉

聯
合
舎
の
内
部
に
護
生
し
た
動
揺
の
た
め
か
、
そ
の
原
因
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
聯
合
禽
側
は
卒
均
五
O
%
の
賃
上
げ
案
に
固
執

し
な
い
こ
と
を
言
明
し
、
第
三
者
に
よ
る
調
停
に
委
ね
る
こ
と
を
篠
件
に
、
九
月
一
六
日
に
ス
ト
を
中
止
し
て
授
業
を
再
開
し
た
。
結
果
的
に

731 

い
か
な
る
昇
給
案
が
成
立
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
賃
上
げ
闘
争
の
な
か
で
小
事
数
員
聯
合
禽
に
劃
す
る
支
援
活
動
を
描
明
け
て
き
た
中

(
関

〉

等
以
上
数
職
員
聯
合
曾
の
内
部
に
分
裂
が
生
じ
、
校
長
グ
ル
ー
プ
が
脱
退
し
た
こ
と
は
、

運
動
が
緊
迫
感
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
校
長
グ
ル
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ー
プ
の
運
動
内
部
に
お
け
る
階
級
的
位
置
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(2) 

北
伐
期
の
数
員
運
動

『
時
報
』
記
事
に
よ
れ
ば
、
二

0
年
代
の
初
等
数
員
の
運
動
に
大
き
な
愛
化
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
北
伐
の
時
期
で
あ
る
。
表
面
的
に
見
る
か

ぎ
り
、
上
海
周
溢
の
数
員
組
合
は
北
伐
軍
の
北
上
と
と
も
に
こ
の
園
民
革
命
軍
歓
迎
の
一
意
向
を
表
明
し
、
支
援
活
動
に
移
っ
て
い
る
。
二
七
年

(
卯
〉

の
決
議
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
「
皐

三
月
上
旬
、
ま
ず
上
海
中
小
皐
数
職
員
聯
合
舎
が
中
小
皐
二
十
除
校
の
代
表
を
集
め
て

(
m
m
)
 

閥
」
と
は
、
職
業
数
育
運
動
の
推
進
母
鐙
と
な
っ
た
中
華
職
業
数
育
祉
を
創
設
し
設
展
さ
せ
た
黄
炎
培
・
沈
思
学
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
さ
し
て
い

(

m
出

)

る
。
か
れ
ら
は
『
中
園
青
年
』
よ
り
の
巌
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
蒋
介
石
の
園
民
政
府
と
も
劉
立
し
、

黄
炎
一培
は
逮

(
m
m
)
 

捕
命
令
を
う
け
て
日
本
に
亡
命
し
て
い
る
。
こ
の
黄
炎
培
ら
を
批
判
し
た
上
海
中
小
準
教
職
員
聯
合
舎
の
姿
勢
は
、

後
述
す
る
運
動
の
展
開
形

「
事
閥
打
破
」

-144ー

態
と
も
照
合
さ
せ
る
と
、
明
ら
か
に
蒋
介
石
の
側
に
立
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

孫
体
芳
軍
撤
退
の
あ
と
を
う
け
て
第
働
者
が
支
配
す
る
上
海
に
蒋
介
石
軍
は
入
城
す
る
。
二
七
年
四
月
一

一
一日
、
こ
の
上
海
に
お
い
て
蒋
介

石
は
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
を
断
行
し
、
武
漢
に
針
抗
し
て
南
京
に
園
民
政
府
を
樹
立
し
た
。
こ
の
政
襲
に
劃
し
て
上
海
と
そ
の
周
港
に
成
立
し
て

い
た
数
員
組
合
の
多
く
は
、
蒋
介
石
の
政
策
に
協
力
す
る
活
動
方
針
を
う
ち
出
し
、
あ
る
い
は
行
動
に
移
っ
て
い
る
。
こ
の
四
月
に
入
っ
て
か

ら
(
上
海
)
特
別
市
中
小
皐
数
職
員
総
聯
合
舎
は
黛
化
数
育
研
究
所
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
、
上
賓
匡
小
準
教
職
員
総
聯
合
舎
は
黛
化
数
育

(

似

)

(
三
民
主
義
の
数
育
)
の
潮
流
に
封
臆
で
き
る
委
員
制
の
改
組
を
は
か
っ
た
。
そ
し
て
、

反
共
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
の
翌
一

一一一日午
後
四
時
、
特
別

市
中
小
皐
激
職
員
総
聯
合
舎
は
緊
急
禽
議
を
聞
い
て
、
工
人
糾
察
陵
の
武
装
解
除
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、

黛
化
教
育
の
推
進
、

革
命
運
動
へ

(
%
)
 

の
参
加
、
総
理
紀
念
週
の
暴
行
な
ど
を
決
議
し
た
。
と
く
に
工
人
糾
察
隊
の
武
装
解
除
と
革
命
運
動
へ
の
参
加
を
呼
挽
し
た
こ
と
は
、

蒋
介
石

政
府
へ
の
全
面
協
力
を
一
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
聯
合
舎
が
、
必
要
な
時
に
は
ス
ト
を
お
こ
な
う
こ
と
を
決
議

(

M

m

)

 

し
て
い
る
が
、
二
日
後
に
上
海
数
育
界
同
志
舎
と
い
う
組
織
に
よ
っ
て
ス
ト
行
痛
は
共
産
分
子
の
捜
鈍
行
篤
と
み
な
す
べ
き
だ
、
と
し
て
批
判



さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
上
海
数
育
界
同
志
舎
は
ま
た
、
黛
化
数
育
を
質
施
し
叛
蹴
分
子
を
粛
清
す
る
、
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
二
二
日

に
は
(
上
海
)
女
数
職
員
聯
合
舎
は
十
除
名
の
代
表
を
集
め
て
執
行
委
員
舎
を
聞
き
、
首
組
織
に
は
こ
れ
ま
で

「
不
良
伶
子
」
が
混
入
し
て

(
巾
別

)

い
た
が
、
現
在
で
は
す
で
に
組
織
を
離
れ
て
お
り
、
議
化
数
育
の
推
準
に
あ
た
っ
て
障
害
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く

(

m

m
)
 

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
不
良
品
川
子
」
と
は
、
共
産
主
義
に
心
を
寄
せ
る
数
員
た
ち
で
あ
ろ
う
。
四
日
後
の
二
六
日
に
は
、
こ
の
女
数
職
員
聯
合
舎

「
不
卒
分
子
を
排
除
し
え
た
後
の
本
曾
員
は
す
べ
て
三
民
主
義
の
信
徒
で
あ
り
、
青
天
白
日
旗
の
下
に
黛
化
数
育
を
お
こ
な

(
鈎
)

ぅ
ー
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
白
色
テ
ロ
ル
が
猛
威
を
ふ
る
っ
た
蒋
介
石
の
支
配
す
る
上
海
で
は
、
園
民
黛
右
汲
か
ら
見
て
合
法
的
と
み
な
し
う
る

は
改
組
し
て
、

数
員
組
織
し
か
存
績
し
え
ず
、
園
民
黛
左
汲
や
共
産
禁
寄
り
の
立
場
を
と
る
数
員
た
ち
は
、
地
下
に
潜
行
し
て
運
動
を
績
け
ざ
る
を
え
な
か

っ

た
。
あ
る
い
は
こ
の
な
か
に
は
、

『
上
海
数
師
運
動
回
憶
録
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
共
産
黛
な
ど
左
涯
系
の
諸
国
鎧
の
運
動
を
組
織
し
て
い

っ
た

-145-

数
員
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

南
京
圏
民
政
府
を
樹
立
し
た
蒋
介
石
に
劃
し
て
、
三
民
主
義
の
貫
徹
、
黛
化
教
育
の
推
進
、
孫
総
理
の
遺
像
と
青
天
白
日
旗
に
劃
す
る
敬
躍

な
ど
の
運
動
方
針
を
う
ち
出
し
、
そ
の
路
線
に
便
乗
す
る
組
合
が
績
出
し
た
。
特
別
市
中
小
泉
数
職
員
総
聯
合
舎
、

(
削
)

舎
、
上
質
小
皐
数
職
員
聯
合
曾
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
な
か
の
特
別
市
中
小
皐
激
職
員
組
聯
合
曾
の
ご
と
く
「
わ
れ
わ
れ
す
べ
て

(
上
海
〉
小向
学
教
師
聯
合

が
三
民
主
義
の
使
徒
で
あ
る
。
:
:
:
わ
れ
わ
れ
の
主
義
は
三
民
主
義
で
あ
り
、
三
民
主
義
以
外
に
第
二
の
主
義
は
な
い
」
と
の
政
治
的
色
彩
を

(
川
〉

お
び
た
宣
言
を
護
表
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
純
粋
の
職
業
圏
韓
で
全
舎
員
の
一
踊
利
の
賓
現
を
め
ざ
す
、
と
非
政
治
性
を
謡
う
園
燈
も
あ
っ

た
。

ま
た
上
海
市
立
皐
校
教
職
員
聯
合
舎
は
(
上
海
)
女
教
職
員
聯
合
舎
な
ど
と
結
ん
で
北
伐
軍
の
軍
費
を
援
助
す
る
た
め
に
遊
醤
曾
を
お
こ
な

(
印

)

ぃ
、
市
内
二
四
校
か
ら
も
軍
費
の
提
供
を
受
け
て
、
大
洋
六
八
五
元
徐
り
、
小
洋
七
、
四
八
三
角
、
銅
元
六
、
八

一
三
枚
を
集
め
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
四
・
一
ニ
ク
ー
デ
タ
ー
前
後
の
上
海
周
迭
の
数
員
組
合
は
、
蒋
介
石
の
政
策
に
協
力
す
る
以
外
に
政
治
的
な
活
動
は
許
さ
れ
な
か
っ

か
つ
て
の
数
員
組
合
の
歩
み
の
な
か
で
は
例
が
な
い
ほ
ど
の
園
家
権
力
へ
の
協
力
と
奉
仕
が
お
こ
な
わ
れ
た

733 

た
し
、
表
面
的
に
見
る
か
ぎ
り
、
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の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
初
等
間
学
校
教
員
の
生
活
が
南
京
園
民
政
府
の
成
立
に
と
も
な

っ
て
繁
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
苦
し
い
生
活
と
劣
悪
な

数
育
環
境
が
そ
こ
に
は
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
蒋
介
石
軍
に
よ
る
白
色
テ
ロ
ル
が
い

っ
た
ん
小
康
を
え
た
こ
ろ
か
ら
数
員
組
合
の
本
来
の

上
海
市
立
小
皐
の

数
職
員
が

一
五
カ
僚
の
要
求
を
提
出
し

た
。
そ
の
主
要
な
項
目
に
は
、
毎
週
の
授
業
時
聞
を
八
一

O
分
以
内
に
制
限
す
る
こ
と
、
月
給
は
七
O
元
以
上
で
翠
級
捲
任
は
一

O
元
追
加
、

(
m
m
)
 

年
度
毎
の
昇
給
、
年
金
制
度
の
確
立
、

数
員
の
校
務
曾
議
に
拳
校
運
営
権
を
附
興
す
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
求
は
あ
ま
り
に

運
動
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
る
。

ク
ー
デ
タ
ー
よ
り

一
カ
月
絵
を
程
、過
し
た
こ
ろ
、

も
現
貫
離
れ
し
た
質
現
の
可
能
性
の
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
初
等
数
員
の
組
合
運
動
の
最
大
限
の
獲
得
目
標
が
ど
の
あ
た
り
に
お

か
れ
て
い
た
か
を
示
す
一
つ
の
材
料
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
最
も
緊
急
を
要
す
る
の
は
遅
配
給
興
の
支
給
で
あ
る
。
ま
ず
上
海
市
立
皐
校
数
職
員
聯
合
舎
は
校
長
舎
を
、
逼
じ
て
嘗
局
に
劃
し
て

(

山

間

)

五
月
分
の
給
興
を
六
月
一
日
ま
で
に
支
給
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
つ

い
で
九
月
に
は
月
給
七
O
元
以
上
の
貫
現
な
ど
待
遇
改
善
を
改
め
て
敬
育

(
附
)

局
に
射
し
て
要
求
し
た
。

一
O
月
に
入
っ
て
運
動
は
本
格
化
し
、
賃
上
げ
の
た
め
に
二
六
日
よ
り
の
ス
ト
突
入
を
決
め
、

三
日
開
の
ス
ト
を
決

(

川

川

)

行
し
た
。
こ
れ
は
上
海
特
別
市
議
部
青
年
部
の
冷
僑
部
長
の
調
停
に
よ
っ
て
一
躍
解
決
さ
れ、

市
数
育
局
は
月
給
の
最
低
額
を
四

O
元
と
す
る

(
問
)

賃
上
げ
を
お
こ
な
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
れ
は
嘗
-
初
珠
算
額
に
五
元
を
加
え
た
も
の
で
不
十
分
な
額
で
あ
っ
た
が
、
築
部
の
調
停
と
あ
れ
ば

受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
時
期
の
政
治
情
勢
か
ら
い
え
ば
、
三
日
聞
の
ス
ト
を
打
つ
こ
と
は
許
容
限
度
ぎ
り
ぎ

146-

り
の
活
動
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
四
・
一
二
ク
ー
デ
タ
ー
直
後
の
ス
ト
さ
え
許
さ
れ
な
い
緊
張
が
次
第
に
緩
和
さ
れ
て
、

数
員
運
動
が
本

来
の
姿
に
戻
り
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
も
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(3) 

北
伐
後
に
お
け
る
数
員
運
動
の
展
開

北
伐
が
完
成
し
、
園
民
政
府
の
権
力
基
盤
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
後
も
、
初
等
教
員
の
数
育
環
境
や
生
活
に
目
立

っ
た
襲
化
は
見
ら
れ
な
か



っ
た
。
依
然
と
し
て
低
い
給
輿
と
そ
の
濯
配
が
績
き
、
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
を
求
め
て
ス
ト
ラ
イ
キ
や
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
が
頻
費
し
た
。
か
れ

ら
初
等
教
員
の
行
動
に
劃
し
て
、
楊
偉
文
は
「
け
だ
し
生
活
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
、
や
む
を
え
ず
し
て
こ
の
よ
う
な
行
動
に
出
て
い
る
の
で

(

川

川

)

あ
り
、
そ
れ
は
情
と
し
て
許
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
人
聞
と
し
て
、
第
働
者
と
し
て
嘗
然
の
擢
利
と
も
い
う
べ
き
園

結
構
や
争
議
擢
に
劃
し
て
園
家
権
力
に
よ
る
手
か
せ
、
足
か
せ
が
次
第
に
は
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

北
卒
(
北
京
〉
で
「
小
皐
数
員
工
舎
」
を
組
織
せ
ん
と
し
て
、

ろ
、
数
育
関
係
機
関
の
教
員
と
職
員
は

「
工
舎
法
」
第
三
係
、
第
一

六
像
、

〈
問
〉

な
い
と
し
て
申
請
が
却
下
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三

O
年
二
月
、

市
首
局
を
通
し
て
行
政
院
の

指
示
を
あ
お
い
だ
と
こ

第
二
三
候
四
項
の
規
定
に
よ
り
工
曾

(
労
働
組
合
)
は
組
織
で
き

つ
ま
り
工
人
(
品
目
働
者
〉
は
拙
労
働
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
が、

数
員
は
第
働
者
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
工
曾
法
を
援
用
し
て
第
働
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
で
も
喧

俸
さ
れ
る
数
師
聖
職
論
の
一
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
二
九
年
か
ら
三
O
年
に
か
け
て
、

遅
配
鰹
費
の
支
給
を
求
め
て
活
設

な
闘
い
を
展
開
し
て
い
た
蘇
州
市
の
小
皐
数
職
員
は
ス
ト
ラ
イ
キ
戦
術
を
と

っ
た
が
、
こ
れ
に
射
し
て
江
蘇
省
数
育
臆
は
懸
府
に
命
令
し
て
蘇

(
川
)

州
市
校
数
職
員
聯
合
舎
の
組
織
を
取
り
締
ま
り
、
ス
ト
を
中
止
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
数
員
組
合
に
よ
る
組
織
的
な
経
済
闘
争
が
、
も
は

や
公
然
と
お
こ
な
い
え
な
い
政
治
情
勢
が
大
勢
を
し
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
現
象
と
い
え
よ
う
。
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こ
う
し
た
動
き
と
井
行
し
て
園
民
政
府
の
数
育
政
策
に
協
力
す
る
御
用
圏
践
的
な
数
員
組
織
の
育
成
も
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
必
ず

し
も
数
員
組
合
的
な
組
織
と
は
い
え
な
い
が
、
北
京
・
上
海
の
数
育
界
の
人
士
二
百
除
名
が
提
唱
し
た
「
六
六
数
師
節
」
は
こ
う
し
た
傾
向
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
一
年
六
月
、
部
爽
秋
・
謝
循
初

・
程
其
保
・
張
忠
遁
・

在
惣
粗
・
張
士
一
・

彰
百
川
・
張
耀
朔

・
楊
振
先

・
王

書
林
・
許
俗
土
・

夏
成
楓
・
胡
昌
才
・
馬
静
軒
・
李
清
煉
・
朱
定
鈎
ら
が
中
心
に
な

っ
て
六
月
六
日
を
「
六
六
数
師
節
」
と
し
て
数
員
運
動
の

『
数
育
雑
誌
』
な
ど
に
お
い
て
健
筆
を
ふ
る
う
論
客
も
少
な
か
ら
ず

大
同
国
結
を
は
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
提
唱
者
の
な
か
に
は
、

、
-
-
0

1uw
ふ
れ

「数
師
節
」
制
定
に
際
し
て
掲
げ
ら
れ
た
運
動
目
標
に
は
、
数
師
の
生
活
や
待
遇
の
改
善
、
数
師
の
身
分
保
障
、
数
師
の
専
門
的
数
養

735 

の
向
上
な
ど
が
あ
っ
た
。
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同
年
六
月
七
日
、
中
央
大
皐
に
お
い
て

「
数
師
簡
」
制
定
の
第

一
回
準
備
大
舎
が
聞
か
れ
、
そ
の
席
上
で
護
表
さ
れ
た
同
胞
に
告
ぐ
る
の
書

(
川
〉

に
お
い
て
は
、
数
員
の
生
活
苦
や
身
分
保
障
の
不
在
、
政
治
の
努
動
に
翻
弄
さ
れ
る
教
育
界
の
妾
な
ど
が
切
々
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
掲

げ
た
諸
要
求
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
数
員
組
合
の
諸
要
求
と
ほ
と
ん
ど
饗
わ
ら
な
い
。
と
は

い
え
、

「
わ
れ
わ
れ
は
数
育
嘗
局
に
一
意
一
見
を
た
て

ま
つ
り
、

一
般
社
舎
に
苦
衷
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ

て、

逐
年
の
改
準
を
得
ん
こ
と
を
こ
い
ね
が
う
」
と
す
る
そ
の
主
張
に
は
、
数
員
自
身
の

姿
勢
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
と
祉
舎
の
理
解
を
求
め
、

支
援
を
受
け
た
い
と
す
る
請
願
的
姿
勢
が
強
く
現
わ
れ
、

六
月
六
日
を
「
隻
六

簡
」
と
銘
打
っ
て
衆
目
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
上
か
ら
の
数
員
組
織
の
再
編
成
を
め
ざ
し
た

「
壁
六
数
師
節
」
の
そ
の
後

(
山
)

の
経
過
に
つ
い
て
は
十
分
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
翌
三
二
年
に
は
記
念
式
典
が
準
備
さ
れ
て
お
り
、
し
ば
ら
く
は
存
績
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

園
民
政
府
の
支
配
鐙
制
の
確
立
に
伴
っ
て
数
育
統
制
が
強
化
さ
れ
た
た
め
、
数
回
員
組
合
の
運
動
は
表
面
的
に
は
合
法
的
装
い
の
下
に
進
め
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
し
、
圏
結
権
や
争
議
権
す
ら
奪
わ
れ
て
い

っ
た
教
員
組
合
は
買
質
的
な
存
在
慣
値
を
失
っ
て

い
っ
た
か
に
見
え
る
。

一
方
、
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教
育
界
の
員
の
鑓
革
を
め
ざ
す
貫
質
的
な
数
員
運
動
は
、
昭
洋
座
の
自
を
逃
れ
て
地
下
深
く
潜
行
す
る
こ
と
を
よ、
き
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お、

わ

り

園
民
数
育
の
普
及
が
獲
高
に
叫
ば
れ
て
い
た

一
九
二

0
年
代
の
中
園
数
育
を
支
え
て
き
た
初
等
教
員
た
ち
は
、
低
い
給
輿
と
身
分
保
障
の
な

い
情
況
の
な
か
で
多
忙
な
校
務
に
追
わ
れ
て

い
た
。
生
活
苦
と
劣
悪
な
教
育
環
-
境
に
苦
悩
し
て
い
た
か
れ
ら
は
、

五
四
運
動
に
績
く
附
労
働
運
動

の
高
揚
の
な
か
で
、
数
員
組
合
に
相
嘗
す
る
聯
合
舎
組
織
を
各
地
に
結
成
し
て
い

っ
た
。
そ
の
運
動
目
標
に
は
、
数
育
方
法
の
共
同
研
究
な
ど

(
川
)

の
研
修
的
側
面
と
賃
上
げ
や
数
育
費
の
遅
配
解
消
を
め
ざ
す
経
済
闘
争
的
側
面
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
別
表
に
示
し
た
よ
う
に
二

0
年
代
の

慢
性
的
な
数
育
経
費
の
依
乏
と
い
う
環
境
に
規
定
さ
れ
て
、
賃
上
げ
や
遅
配
解
消
と
い

っ
た
経
済
闘
争
が
中
心
的
位
置
を
し
め
る
こ
と
に
な

っ

た
。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
初
等
教
員
の
運
動
に
は
、
嘗
時
の
務
働
運
動
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
明
確
な
運
動
理
論
や
戦
術
が
あ
っ
た
わ
け
で
は



な
い
。
敬
員
運
動
は
地
味
で
、
経
済
的
苦
境
か
ら
郎
自
的
に
導
き
だ
さ
れ
る
運
動
目
標
は
掲
げ
て
も
、
大
半
の
運
動
は
そ
の
祉
曾
的
地
位
に
規

制
さ
れ
て
穏
健
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
数
員
組
合
の
経
済
闘
争
に
は
北
京
や
一幅
建
に
お
け
る
よ
う
に
波
朕
的
で
緊
迫

感
を
伴
っ
た
も
の
に
設
展
し
た
も
の
も
あ

っ
た
が
、

一
部
を
除
き
そ
の
闘
い
の
蹄
趨
を
史
料
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
特

異
な
ケ
l
ス
と
し
て
は
、
数
員
資
格
検
定
反
封
闘
争
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
数
員
資
格
の
剥
奪
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
検
定
試
験

の
も
つ
不
合
理
さ
に
射
し
て
二
三
年
に
反
封
闘
争
が
護
生
す
る
が
、
首
局
側
の
わ
ず
か
な
譲
歩
し
か
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の

背
景
に
は
数
員
組
合
に
結
集
す
る
開
学
校
教
の
少
な
さ
か
ら
く
る
主
鐙
的
力
量
の
飲
如
が
あ
り、

ま
た
検
定
そ
れ
自
鐙
が
数
員
資
質
の
向
上
を
目

的
と
す
る
と
い
う
存
在
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

一
部
に
「
日
貨
抵
制
(
日
本
一
商
品
ボ
イ
コ
ッ
ト
〉
」

(

山

川

〉

「
針
日
経
済
断
交
」
を
呼
抽
仇
し
た
圏
穫
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、

ほ
と
ん
ど
が
経
済
闘
争
に
移

四

・
一
二
ク
ー
デ
タ
ー
の
前
後
よ
り
上
海
周
遊
の
数
員
組
合
を
中
心
に
政
治
性
を
お
び
た
運
動
が

い
く
つ
も
の
圏
鐙
が
共
産
主
義
分
子
を
そ
の
内
部
か
ら
排
除
し、

三
民
主
義
の
数
育
を
標
携
し
て
蒋
介
石
の
数
育
政
策
に
協
力

し
て
い
っ
た
。
だ
が
、
南
京
園
民
政
府
の
支
配
位
制
が
い
ち
お
う
確
立
し
た
後
も
数
育
費
の
級
乏
欣
態
は
解
消
さ
れ
ず
、
結
局
、
こ
れ
ら
の
数

員
組
合
は
遅
配
給
興
の
支
給
や
賃
上
げ
を
求
め
て
の
運
動
を
再
開
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
た
だ
園
民
政
府
に
よ
る
数
育
統
制
の
強
化
は
運
動

始
し
た
二
七
年
ま
で
の
数
員
組
合
に
射
し
、
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展
開
さ
れ
る
。

を
散
渡
的
な
も
の
と
し
、
長
期
間
の
ス
ト
を
構
え
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
合
法
的
な
教
員
運
動
し
か
容
認
さ
れ
な
い
政

治
情
勢
の
下
に
、

「
六
六
数
師
節
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
上
か
ら
の
数
員
組
織
の
再
編
が
進
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
共
産
主
義
に
心

を
寄
せ
る
初
等
数
員
は
ひ
そ
か
に
一
新
し
い
組
織
を
つ
く
り
、
根
本
的
な
敬
育
改
革
の
た
め
の
苦
し
い
闘
い
を
績
け
た
の
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
首

初
は
経
済
闘
争
を
中
心
と
し
て
い
た
数
員
組
合
の
運
動
は
、
南
京
圏
民
政
府
の
成
立
以
後
は
政
治
性
を
お
び
た
も
の
と
な
り
、
御
用
組
合
的
な

合
法
路
線
を
歩
む
も
の
と
地
下
に
潜
行
し
て
非
合
法
な
闘
争
を
綴
け
た
も
の
と
の
二
極
分
解
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
運
動
を
進
め
る
に
あ
た

っ
て、

初
等
教
員
は
上
紐
皐
校
数
員
と
の
共
闘
関
係
を
組
む
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

(
山
〉

数
員
聯
合
禽
の
よ
う
に
上
級
拳
校
数
員
と
の
聞
に
生
じ
た
差
別
的
取
り
扱
い
に
抗
議
し
て
い
る
濁
立
性
に
富
む
園
陸
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
初
等

(
安
徽
)
省
城
小
向学
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教
員
の
組
合
は
不
適
格
と
み
な
し
う
る
校
長
の
排
斥
運
動
を
お
こ
な
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
校
長
側
と
樹
立
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
省
数

育
聴
な
ど
園
家
権
力
の
出
先
機
関
と
針
立
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
機
関
に
射
し
て
請
願
行
動
を
お
こ
な
う
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
。
し
た
が

(
川

)

っ
て
、
校
長
聯
合
禽
な
ど
管
理
職
側
の
組
織
と
は
連
帯
行
動
を
と
る
ケ

l
ス
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
ま
だ
参
加
校
数
の
少
な
か

っ
た
-初

等
教
員
の
組
合
運
動
が
、
そ
の
力
量
不
足
を
補
う
た
め
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
仲
聞
を
集
め
、
諸
要
求
を
寅
現
す
る
た
め
の
闘
い
を
よ
り
買
数

(
山
)

あ
る
も
の
に
す
る

一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

註

本

文

中

の

(

)

は
筆
者
註
で
あ
る
。
ま
た
『
数
育
雑
誌』

は
年

度
毎
に
巻
数
が
か
わ
る
た
め
、
夜
行
年
は
初
出
の
場
合
に
の
み
明
示
し

た。

(
1
〉
李
超
英

『中
図
師
範
数
育
論
』
一
商
務
印
書
館、

一
九
三
九
年
。

(

2

)

隙
酪
天
『
近
代
中
園
数
育
史
』
躍
的
中
華
書
局
、

一
九
六
九
年
、
第

一
一二
章
、
第
二
三
章
。
陳
青
之
『
中
園
数
育
史
』
墓
湾
一
商
務
印
書
館
、

一
九
七
三
年
復
刊
、
第
四
七
章
、
第
五
三
章
。
周
予
同
『
現
代
中
園
教

育
史
』
良
友
闘
書
印
刷
公
司
、
一
九
三
四
年
、
第
八
章
、
な
ど
。

(
3
〉
上
海
歴
史
研
究
所
数
師
運
動
史
組
編

『
上
海
数
師
運
動
回
憶
銭
』
上

海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
。

(

4

)

『
時
報
』
は
民
園
前
期
の
中
園
に
お
い
て
は
『
申
報
』
『
一
新
聞
報』

な
ど
と
並
び
稿
せ
ら
れ
る
大
新
聞
で
、
一
九
一
四
年
頃
に
は
一
高
二
千

部
を
設
行
し
て
い
た
。
こ
の
新
聞
に
関
し
て
は
、
小
関
信
行
『
五
四
時

期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』

(
京
大
人
文
研
共
同
研
究
報
告
『
五
四
運
動

の
研
究
』
第
三
函
所
枚
)
同
朋
合
、
一
九
八
五
年
、
に
詳
し
い
解
説
が

あ
る
。

(

5

)

陳
青
之
前
掲
書
、
五
八
七
頁。

(

6

)

「
江
蘇
諮
議
局
調
査
雨
江
師
範
皐
堂
報
告し

一二、

一
九
二
年
。

(

7

)

「
江
蘇
省
数
育
行
政
報
告
書
」
『
数
育
雑
誌
』
六
|
一

、

年
。

(

8

)

朱
元
善

「整
理
師
範
課
程
」

『数
育
雑
誌
』

七
|
三
、

年。

(

9

)

賀
彊
藻
「
検
定
小
皐
教
員
疑
問
」

『
数
育
雑
誌
』
九

二一
、

一
七
年
。

(
凶
)
李
超
英
前
掲
世
一回
、
二
六
七
頁。

そ
の
た
め
十
中
七
八
は
教
員
と
し
て

の
遊
性
に
飲
け
る
師
範
卒
業
生
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
た

(雲
六
「
現
行

師
範
皐
制
的
流
弊
及
其
改
革
法
」
『
数
育
雑
誌
』
一

一一

i
九、

一
九
二

O
年
)
。
す
で
に
清
末
段
階
か
ら
、
師
範
間学
校
で
皐
び
な
が
ら
中
途
退

察
、
鶴
間
学
、
他
の
分
野
へ
の
就
職
等
々
の
進
路
第
更
を
す
る
畢
生
の
出

現
を
防
止
す
る
手
段
が
諮
じ
ら
れ
て
い
た
(
「
師
範
生
之
貼
費
」
『
数

育
雑
誌
』

一一一
l
一
一
一
)
。
さ
ら
に
民
園
元
年
の
数
育
部
笈
布
の
師
範
皐

校
規
程
令
に
も
、
卒
業
生
の
皐
校
へ
の
勤
務
義
務
に
関
す
る
詳
細
な
規

『
教
育
雑
誌
』

一一一
|

一
九
一
四
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一
九

一
五九



定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
(
「
数
育
部
公
布
師
範
皐
校
規
程
令
」
『
教
育

雑
誌
』
四
|
一
一
一
、
一
九

一
二
年
〉
。
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
寅
始
以

あ
る
も
の
で
は
な
く
、
師
範
卒
業
生
の
他
の
職
種
へ
の
流
出
は
後
を
断

た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
『
時
報
』
民
園
六
年
二
月
一
一
一
日
「
師
範
生

須
遜
章
服
務
」
〉
。

(
江
)

買
堕
繋

「
今
之
師
範
数
育
問
題
」
『
数
育
雑
誌
』
八
|
て
一
九
一

六
年
。

(
ロ
〉
堅
郁
「
中
圏
西
部
之
師
範
数
育
」

『数
育
雑
誌
』

一一
1

八
、
一
九

一
九
年
。

(
日
〉
糞
炎
培
「
孜
察
本
園
敬
育
筆
記
」
『
数
育
雑
誌
』
七
一
。

(

H

)

何
仲
英
「
数
師
忽
緩
縫
可
以
長
進
」
『
数
育
雑
誌
』
一
一
一

l
一。

(
日
)
戴
克
敦
「
論
検
定
数
回
貝
」
『
数
育
雑
誌
』
一一一
1

一
。

(
日
目
)
侯
鴻
鑑
「
針
於
中
央
行
政
舎
議
佃伺言」

『数
育
雑
誌
』
八

l
一一。

(
げ
〉
拙
稿
「
陳
嘉
庚
と
教
育
」
『
東
洋
数
育
史
研
究
』
第
五
説
、

一
九
八

二
年
。

(
国
)

「
数
蔀
寅
施
義
数
之
初
歩
計
鐙
」
『
数
育
雑
誌
』
一
一
一

ー

一
一
、
一

九
二
九
年
。

(

U

)

田
康
生
「
吾
園
小
皐
之
寅
際
問
題
」

『新
数
育
』

一一一
|

て

一
九
二

O
年。

(
初
)
「
小
皐
数
師
之
賓
際
問
題
」
『
数
育
雑
誌
』

二
O
|
五
、
一
九
二
八

年。

(
幻
)
「
翠
園
渇
望
之
提
高
小
準
教
員
待
遇
案
」
『
数
育
雑
誌
』

一一一
ニ
|

八
、
一
九
一
一一
一
年
。

(
幻
)
「
蘇
省
無
雑
倉
文
官
減
俸
小
屋
教
師
加
薪
之
呈
請
」

二
二

l
六
、
一

九
三
O
年
。

739 

『
教
育
雑
誌
』

(
お
〉
越
演
「
数
師
的
自
救
」
『
数
育
雑
誌
』
一
九
|
一

、

一
九
二
七
年
。

ま
た
奉
天
で
は
、
数
員
の
給
輿
は
努
働
者
の
給
輿
の
二
分
の

一
に
も
及

ば
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
(
「
奉
天
教
育
之
衰
落
」

『
数
育
雑
誌
』

一

八
|
八
、
一
九
二
六
年
)。

(

U

A

)

上
海
祉
舎
科
皐
院
歴
史
研
究
所
編

『
五
分
運
動
史
料
』
第

一
巻
、
上

海
人
民
出
版
社
、

一
九
八
一
年
、
二
四
九
頁
。

(
お
〉
「
晴
飢
競
懇
之
小
皐
数
育
界
」

『教
育
雑
誌
』
一
一
一
一
|
五
。
こ
れ
以

前
の
一
九
一

一
一
年
に
も
、
北
京
の
あ
る
数
回
貝
が
生
活
に
因
り
易
者
を
し

て
糊
口
を
し
の
い
だ
こ
と
が
惇
え
ら
れ
て
い
る
(
『
長
報
』
民
園
一
O

年
六
月
二
日
「
小
皐
敬
員
算
卦
糊
口
」
)
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
例
は
無

数
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
現
寅
に
生
活
で
き
な
い
給
料
で
は
他

に
枚
入
の
途
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
別
収

入
の
途
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
現
時
黙
で
は
史
料
が
見

つ
か
ら
ず
、
筆
者
に
は
解
明
で
き
て
い
な
い
。

(

M

m

)

『
時
報
』
民
圏
一
二
年
三
月
二

一日

「嘉
輿
|小
準
教
員
之
宣
言
」。

(幻
)
既
澄
「
庚
州
数
師
的
加
薪
運
動
」

『数
育
雑
誌
』

一
四
|
二
、

一
九

二
二
年
。

(
お
)
食
子
夷
「
小
皐
教
員
生
活
状
況
調
査
」
『
数
育
雑
誌
』

一
五
|

一、

一
九
二
三
年
。

(
勿
)
葉
塞
陶
「
教
師
問
題
|
希
室
長
師
範
拳
校
和
師
範
生
」

『数
育
雑

誌
』
一
四
|
七
。

(
却
)
趨
秩
塵
「
数
師
的
生
活
問
題
」

『数
育
雑
誌
』

一
九
l
四。

(
幻
)
『
時
報
』
民
園

一
四
年
二
月
一
六
日
「
師
範
生
徹
請
菟
枚
膳
害
。

〈

M

M

)

導
之
「
小
皐
数
員
要
求
加
薪
問
題
」

『教
育
雑
誌
』
一
五
|
三
。

(
お
〉
李
超
英
前
掲
書
、
コ
三
一
一
一
J
二
四
頁
。
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(
鈍
)
「
漸
省
賀
行
職
数
員
養
老
金
之
先
制
皆
」
『
数
育
雑
誌
』

一一一

一
ー
一
。

(
お
〉
こ
う
し
た
問
題
貼
は
す
で
に

一
九

一
九
年
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
『
時
報
』
民
図
八
年
一

O
月
六
日
「
敬
告
小
製
品
鉱
員
(
進
之
)
」
)
。

(
お
)
天
民

「
級
幽
編
制
之
数
育
方
案
」

『
数
育
雑
誌
』
八
l
九
。
田
錫
安

「
小
事
数
育
貧
際
上
諸
問
題
」

『
数
育
雑
誌
』

一一一

l
一
一
。
孫
一
踊
照

「
致
全
園
小
皐
数
師
」

『
数
育
雑
誌
』
一
八
|九
。

〈
町
山
)
郎
直
育

「
改
進
小
皐
敬
育
之
一

筒
先
決
問
題
」

『
数
育
雑
誌
』
一

四

ー

一
O
。

(
お
)
妊
食
「
組
織
全
闘
激
員
聯
合
舎
」

『
数
育
雑
誌
』
一
一
l
l
七
。
ま
た

こ
こ
で
荘
散
は
欧
米
の
教
員
組
合
の
積
極
的
活
動
を
範
と
し
て
い
る。

(
ぬ
)
何
仲
英
前
掲
論
文
。
な
お

一
九
二
O
年

一
月
に
金
海
縦
は
、
各
地
の

小
皐
数
員
が
小
恩
十
数
員
吻
合
舎
を
作
り
相
互
扶
助
を
お
こ
な
う
べ
き
で

あ
る
と
提
案
し
て
い
る
(
『時
報
』
民
図
九
年

一
月一一
六
日

「
小
準
教

員
経
済
問
題
」
)。

こ
れ
も
妊
食

・
何
仲
英
ら
の
主
張
と
同
じ
傾
向
の
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(
川
叩
)
予
同
「
数
員
組
合
」

『
教
育
雑
誌
』
一

四
1

一。

(
引
)
た
と
え
ば
既
澄

「
再
論
数
員
組
合
」

『
数
育
雑
誌
』
一

四
|
四
、
な

ど
は
そ
の
代
表
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

(
必
)
「
革
命
軍
勢
力
下
之
湘
都
絡
数
育
」

『
数
育
雑
誌
』

一
九
|
一

。

(必〉

『時
報
』
民
図
九
年
二
月
二
日
「
北
京
教
職
員
公
舎
成
立
」
に
よ
れ

ば
、
公
舎
の
成
立
大
舎
へ
の
参
加
者
は
数
百
名
で
あ
る
。
一
方
、

『
時

報
』
民
園
九
年
一
月
二
八
日
「
北
京
教
職
員
聯
禽
告
成
」
に
よ
れ
ば
、

こ
の
組
織
で
小
・
中

・
専
門
以
上
各
一
一

名
の
代
表
を
選
出
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
は
、
小
問
問
干
の
部
の
第
一
位
は
王
子
均
で
二
三

O
票
、
中

鼠
干
の
部
の
第
一
位
は
張
鴻
来
で
一
一
九
票
、
専
門
以
上
の
郡
の
第
一
位

は
馬
絞
倫
で
九
七
票
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
位
以
下
の
票
の
出

具
合
か
ら

一
一
名
連
記
の
投
票
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

全
鐙
で
五

O
O名
を
こ
え
る
数
職
員
が
投
票
に
多
加
し
た
と
推
定
さ

れ
、
さ
ら
に
全
構
成
員
は
そ
れ
よ
り
相
賞
多
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

〈似
)

『
時
報
』
民
園
一

六
年
一
二
月
八
日

「
杭
州
小
皐
聯
合
舎
成
立
」
。

(
M
W
)

『
時
報
』
民
圏
一
七
年
七
月
四
日
「
市
校
今
日
全
陸
復
謀
」
に
よ
れ

ば
、
上
海
市
教
職
員
聯
合
舎
の
請
願
運
動
に
三
四
O
名
徐
り
が
参
加
し

て
い
る
が
、
こ
の
数
値
も
規
模
を
推
定
す
る

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る

だ
ろ
う
。

(
必
)

一
九
二
六
年
に
お
け
る
各
省
の
園
民
皐
校
数
は
二
ハ
七
、
O
七
六
で
、

各
省
園
民
皐
校
教
職
員
総
数
は
二
二
三
、
二
七
九
と
な
っ
て
お
り
、
園

民
皐
校

一
校
あ
た
り
の
教
職
員
数
は
わ
ず
か
一

・一一
一一一一人で
あ
る
(
王

克
仁
「
畢
校
人
員
数
回
問
題
的
研
究
」

『数
育
雑
誌
』
一
八

l
一一

〉。

そ
の
た
め
こ
う
し
た
小
さ
な
規
模
で
は
皐
校
内
部
に
単
調
の
組
合
組
織

を
作
る
こ
と
は
事
質
上
不
可
能
で
あ
る
。

(
幻
)

「
鼠
宇
部
奏
湿
擬
検
定
小間
学
教
員
及
優
待
小
率
教
員
章
程
摺
併
翠
」

『
数
育
雑
誌
』
一
一
|
一
、

一
九

一
O
年。

(同叩〉

戴
克
敦
前
掲
論
文
。

(
品開)

「
検
定
小
拳
数
員
誌
閲
」

『
数
育
雑
誌
』

一一一

l
一一
。

(
印
)
「
舎
談
政
務
庭
議
覆
御
史
越
照
奏
検
定
小
率
教
員
章
程
妨
族
教
育

片
」
『
数
育
雑
誌
』
一
一
|
四
。

(
日
〉
銭
智
修

「
数
員
選
任
及
成
績
考
験
法
」
『
数
育
雑
誌
』
六
1

九。

(
臼
)

「
検
定
数
員
章
程
概
要
」

『
数
育
雑
誌
』
七
|
五
。

(
白
山
)
「
数
育
部
呈
進
論
考
験
京
兆
各
属
小
皐
敬
員
詳
擬
瓢
別
規
定
文
」
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『
教
育
雑
誌
』
七
|
九
。

(
臼
)

「麗
別
小
曲
学
教
員
之
新
規
定
」
『
敬
員
雑
誌
』
八
|
二
。

(
日
)

「
教
育
部
訂
定
施
行
検
定
小
筆
致
員
緋
法
」
『
数
育
雑
誌
』
九

三
、

『
時
報
』
民
圏
一
二
年
六
月
二

O
日
「
検
定
数
員
候
文
修
正
」
。

(
回
〉
『
時
報
』
民
園
七
年
九
月
二
日
「
道
属
数
育
行
政
曾
議
之
議
決
案
」
。

(
幻
)
「
江
蘇
教
育
進
行
計
叢
書
」
『
数
育
雑
誌
』

一一

ーー
七。

(
回
)
『
第
一
次
中
園
数
育
年
鑑
』
第
二
朗
、
四
二
四
頁
。

(
臼
〉
同
註
(
日
)
。

(
印
〉
買
堕
環
「
歳
暮
篇
」
『
数
育
雑
誌
』
一
一

l
一。

(
臼
〉
こ
の
営
時
の
園
民
黛
の
数
育
政
策
に
関
し
て
は
、
「
『
黛
化
数
育
』
之

意
義
及
其
方
案
」
『
数
育
雑
誌
』
一
九
|
八
、
参
照
。

〈
臼
〉
「
江
蘇
大
間
四
千
匡
検
定
小
皐
数
員
傑
例
」
『
数
育
雑
誌
』
二
O
l
六。

ま
た
中
等
教
員
の
検
定
科
目
に
も
同
様
に
三
民
主
義
、
建
図
方
略
、
建

園
大
綱
、
五
権
憲
法
、
熊
史
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
、
組
織
的
に
お
こ
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
「
蘇
省
検
定
皐
校
黛
義
教
師
傑
例
」

『数
育
雑

誌
』
二

0
1八〉。

(
臼
)
『
時
報
』
民
圏
一
二
年
六
月
七
日
「
小
拳
数
員
抗
議
検
定
」
。

(
臼
)
『
時
報
』
民
園

一二
年
六
月

一
O
日
「
蘇
州
|
小
皐
教
員
反
抗
検

定
」
。
ま
た
何
心
冷
「
一
箇
比
検
定
小
翠
数
員
還
要
重
要
的
問
題
」
『
教

育
雑
誌
』
一
五
|
九
、
で
は
江
蘇
全
省
に
お
け
る
こ
う
し
た
問
題
黙
に

ふ
れ
て
い
る
。

(間山〉

『
時
報
』
民
圏
一
二
年
六
月
一
四
日
「
松
江
|
数
育
禽
定
期
開
舎
」。

(
叫
山
)
『
時
報
』
民
圏

一一

一
年
六
月
二
七
日

「
徐
州
|
懸
数
育
曾
関
舎
」
。

(
門
別
)
『
時
報
』
民
園
一
二
年
七
月
一
日
「
如
泉
|
小
象
数
員
反
針
重
検
」
。

(
伺
)
『
時
報
』
民
園
一
二
年
六
月
二

O
日
「
検
定
数
員
僚
文
修
正
」
。

(
的
)
『
時
報
』
民
園
一
二
年
八
月
六
日

「
無
錫
l
数
員
検
定
日
期
」
。

(
叩
〉
『
時
報
』
民
圏
一
二
年
八
月
二
九
日
「
蘇
州
|
検
定
小
血
半
数
員
」
。

(
礼
)
こ
の
私
塾
を
、
通
し
て
の
数
育
と
公
数
育
と
の
関
連
性
は
大
き
な
問
題

で
あ
り
、
少
々
本
論
に
か
か
わ
る
問
題
黙
を
取
り
上
げ
た
い
。
清
末
よ

り
私
塾
を
改
良
し
て
簡
易
小
皐
に
等
し
い
地
位
を
奥
え
よ
う
と
す
る
試

み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
(
「
京
師
試
緋
私
塾
改
良
情
形
」

『
教
育
雑

誌
』
二
|
二
)
。
民
園
に
入

っ
て
も
各
地
の
私
塾
の
数
は
多
く
、
南
京

・
庚
州
な
ど
で
は
公
数
育
機
闘
を
し
の
ぐ
勢
力
を
も
っ
て
い
た
(
『
時

報
』
民
園
二
年
四
月
二
四
日
「
南
京
教
育
界
表
面
観
」
。
導
之

「
推
庚

小
皐
之
捷
径
|
利
用
私
塾
」

『
教
育
雑
誌
』

一
四

l
五。

「
庚
州
市
取

締
私
塾
数
育
」
『
数
育
雑
誌
』
一
七
|
四
、
一
九
二
五
年
)
。
こ
う
し

た
私
塾
に
濁
し
て
北
京
政
府
や
湖
北
省
な
ど
は
私
塾
の
改
良
と
取
り
締

ま
り
を
蛍
行
さ
せ
、
程
度
の
優
れ
た
も
の
を
公
敬
育
に
取
り
込
む
こ
と

を
は
か
つ
て
い
る
(
「
数
育
綱
要
」

『
数
育
雑
誌
』
七
|
一

O
。

「
湖

北
数
育
界
之
曙
光
」

「
奈
儒
糖
普
及
数
育
之
新
候
陳
」
と
も
に

『数
育

雑
誌
』
七
四
)
。
ま
た
各
地
に
設
け
ら
れ
た
園
民
皐
校
の
多
く
が
、

校
舎
も
狭
く
設
備
も
貧
弱
で
私
塾
と
大
差
が
な
か
っ
た
こ
と
も
事
貧
で

あ

る

(
『時
報
』
民
園
一
一
年
二
月
一

九
日
「
数
育
費
分
配
法
之
魯
数

艦
船
霊
文
」
)
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
二
七
年
に
は
南
京
市
で
私
塾
数
師

に
射
す
る
組
織
的
な
検
定
を
準
め
て
資
質
的
な
数
育
普
及
を
お
こ
な
お

う
と
し
て
い
る
〈
『
申
報
』
民
園
二
ハ
年

一
一
一
月
一
五
日

「
南
京
市
教

育
局
検
定
塾
師
之
進
行
」
〉
。
だ
が
、

今
の
と
こ
ろ
こ
の
南
京
市
敬
育
局

の
方
針
に
類
似
し
た
ケ
1
ス
は
他
に
あ
ま
り
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
検
定
を
私
塾
教
師
に
ま
で
及
ぼ
す
方
針
は
一
部
の
地
方
で
の
み

採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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〈
η
)

『
時
報
』
民
図
八
年
一
二
月
一
六
日
「
京
校
数
職
員
全
股
罷
課
」。

(
刀
〉
『
時
報
』
民
園
九
年

一
月
一
九
日
「
北
京
教
職
員
組
織
公
舎
」
。
「
北

京
数
時
軸
員
組
織
公
舎
」

『
数
育
雑
誌
』
一
一

一|一一。

(
丸
)
『
時
報
』
民
園
九
年
一
月
二
八
日
「
北
京
激
職
員
聯
合
曾
告
成
」
。

(
万
〉
『
時
報
』
民
園
九
年
二
月
一
一
一
日
「
北
京
教
職
員
之
憤
慨
」。

(
祁
)
『
時
報
』

民
圏
一

O
年
五
月
二
七
日
「
北
京
皐
潮
之
消
息
種
種
」
、

五
月
二
七
日
「
時
評
一

l
数
潮
輿
交
系
」
。
な
お
こ
の
数
育
費
闘
争
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
笠
原
十
九
司
「
北
京
園
立
皐
校
の
数
育
費
闘
争
1

一
九
二

0
年
代
初
頭
の
反
軍
閥
闘
争
の
一

形
態
l
」
(
『
中
島
敏
先
生
古

稀
記
念
論
集
』
下
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
一
年
、
所
牧
)
参
照
。

(
村
川
)
『
時
報
』
民
図
一
一
年
一
一
一
月
一
八
日
「
小
泉
索
薪
風
潮
嫌
大
」
。

(
河
)

『時
報
』
民
薗
一
一
年
一一
一
月
一
一
一
日

「
京
師
中
小
拳
罷
課
後
之
救
済

撃」。

(乃〉

『時
報
』
民
圏
一

一一一
年
七
月
一
一一
一
日

「
数
育
界
要
開
」
。

(
加
)
『
時
報
』
民
園
一

一一一
年
八
月
一
一

一日

「
京
師
小
皐
教
員
索
薪
」
。

な

お
こ
こ
で
の
請
願
書
は
京
師
中
小
皐
教
職
員
聯
合
舎
と
い
う
名
義
に
な

っ
て
お
り
、
小
思
十
数
回
貝
と
中
準
教
員
が
共
同
の
請
願
行
動
を
お
こ
な
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
連
合
園
堕
は
翌
年
暮
れ
に
も

同
様
の
運
砺
を
展
開
し
て
い
る
(『長
報
』
民
圏
一
四
年
二
一
月
一一一O

日
「
中
小
謬
数
職
員
今
日
開
禽
」
〉
。

(
刷
出
〉
『
時
報
』
民
園
一
五
年
一

一
月
四
日
「
北
京
小
皐
数
員
議
決
罷
課
索

薪
」
。

(
侶
〉
『
時
報
』
民
圏

一
五
年

一
一
月
八
日
「
小
皐
校
長
絡
線
僻
職
」
。

(
出
)
そ
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
北
京
の
公
立
小
中
皐
敬
服
員
の
組
織
に
は

「
京
波
」
と

「
保
汲
」
の
封
立
が
あ
っ
て
、
小
皐
校
務
討
論
舎
は
京

源
、
小
皐
校
長
聯
席
舎
議
と
小
皐
数
員
協
舎
は
保
波
と
な
っ
て
お
り
、

教
職
員
組
織
同
士
の
封
立
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
〈
「
北
京
中
小
闘争
数

職
員
之
部
落
式
的
争
闘
」

『
教
育
雑
誌
』
一

九
l
一)。

(
制
)
『
時
報
』
民
園

一
一
年
四
月
一一一O
日

「
関
省
小
息
子
教
職
員
同
盟
罷

工」
。

こ
れ
に
先
立
ち
二
一

年

一
一
月
に
は
、
小
泉
数
員
聯
合
指聞
が
五

年
開
に
わ
た
る
物
債
調
査
表
を
作
り
、
か
れ
ら
の
主
張
に
客
観
性
を
も

た
せ
る
と
と
も
に
軍
事
費
が
数
育
費
を
堅
迫
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る

(『
時
報
』
民
圏
一

O
年

一一

月
九
日
「
閤
省
教
育
界
要
訊
」
)。

(
お
)

『時
報』

民
園
一
一
年
九
月
五
日

「関
垣
小
事
界
之
加
薪
風
潮
」
、

九
月
七
日

「闘
省
小
間
学
教
職
員
之
加
薪
風
潮
」
。

(

M

m

)

以
上
の
経
過
は
、

『時
報
』
民
圏
一
一

年
九
月
一
四
日

「
閣
官
際
感
一

迫
一数
育
界
」
に
よ
る
。

〈閉山)

『時
報
』
民
園
二
年
九
月

一
九
日
「
関
垣
数
育
界
之
新
波
溺
」
。

(

ω

∞
)
『
時
報
』
民
園
一
一
年
九
月
一一
六
日

「
蘭
垣
教
育
界
波
潤
之
起
伏
」。

(
的
)
『
時
報』

民
圏

一一

年
九
月

一
一一
日

「
関
垣
小
皐
罷
数
風
潮
之
近

訊」。

(
叩
)

『時
報
』
民
圏

一
六
年
三
月

一
O
日

「
中
小
準
教
職
員
聯
合
舎
定
期

成
立
」
、

三
月
二
五
日

「
職
業
数
育
祉
腕
三
匿
然
部
接
枚」
。

(
引
)
こ
の
職
業
数
育
運
動
に
関
し
て
は
、
拙
稿

「
黄
炎
培
と
職
業
数
育
運

動」

『
東
洋
史
研
究
』

一一一
九
i
四
、
一
九
八

一
年
、
を
参
照
さ
れ
た

t
v
 

(
幻
)
こ
の
問
題
を
初
め
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
菊
池
貴
晴

「
糞
炎
培
と
中

奪
取
業
数
育
波
に
つ
い
て
中
園
民
族
資
本
革
命
化
の
一
過
程
|
」

『一
喝
大
史
皐
』
一一
一
一
-
一一一一

一統、

一
九
八

一
年
、
で
あ
る
。

田
正
卒
「
黄
炎
培
職
業
数
育
思
想
初
探
」

(中
華
職
業
教
育
社
職
業
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数
育
理
論
研
究
座
談
合
論
文
〉
一
九
八
一
年
、
参
照
。

(
倒
〉
『
時
報
』
民
園
一
六
年
四
月
一
一
一
一
日

「
革
新
撃
中
之
教
育
界
」
。

(
問
山
)
『
時
報
』
民
国

一
ム
ハ
年
四
月
一
五
日
「
中
小
率
教
職
員
禽
之
議
案
」
。

(
伺
)
『
時
報
』
民
園
一
六
年
四
月
一
七
日
「
中
小
数
聯
曾
罷
課
案
之
反

響
」
。
『
民
園
日
報
』
民
園
二
ハ
年
四
月
一
七
日
「
中
小
皐
数
聯
曾
議

決
罷
課
之
反
締
」
。
な
お
こ
の
宣
言
の
な
か
で
蒋
介
石
擁
護
も
諮
っ
て

い
る
。

(
巾
別
〉
『
時
報
』
民
園
一
六
年
四
月
一
一
一
一
一
日
「
女
教
職
員
聯
舎
執
行
舎
」
。

(
m
m

〉
上
海
市
中
小
皐
数
職
員
線
聯
合
舎
は
、
こ
れ
ま
で
執
行
委
員
曾
や
監

察
委
員
舎
を
少
数
の
共
産
主
義
者
に
操
縦
さ
れ
て
他
の
者
は
褒
言
の
品
跡

地
が
な
か
っ
た
が
、
今
や
か
れ
ら
が
追
放
さ
れ
た
た
め
に
正
し
い
軌
道

に
戻
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
(
『
民
園
日
報
』
民
圏

一
六
年
四
月
一
八

日
「
上
海
市
中
小
準
教
職
員
総
聯
合
舎
定
期
改
組
」
)
。
こ
れ
な
ど
も
四

・
一
二
ク
ー
デ
タ
ー
前
の
上
海
の
教
職
員
組
織
の
な
か
に
相
嘗
数
の
共

産
主
義
者
が
い
た
こ
と
を
詮
明
す
る
に
足
る
記
事
で
あ
る
。

(
伺
)
『
時
報
』
民
圏

一
六
年
四
月
二
四
日
「
女
数
職
員
聯
合
曾
宣
言
」
。

(
削
)
『
時
報
』
民
園
二
ハ
年
五
月
九
日
「
中
小
皐
数
線
舎
改
選
職
員
」

「
小
皐
数
聯
曾
之
臨
時
大
舎
」
「
上
賓
小
照子
数
聯
舎
之
臨
時
曾
善
。

(
川
)
『
時
報
』
民
園
一
六
年
五
月
一
八
日
「
中
小
皐
数
聯
曾
之
宣
言
」
、

五
月
二
五
日
「
中
小
皐
教
職
員
曾
今
日
開
執
行
舎
」
。

(
山
山
)
『
時
報
』
民
園
一
六
年
六
月

一
一
一
一
日
「
市
校
数
聯
曾
之
臨
時
執
行

舎
」
、
六
月
二
四
日
「
市
立
皐
校
教
聯
曾
之
執
行
曾
」
。
な
お

『
民
園
日

報
』
民
圏
一
六
年
五
月
六
日
「
雨
数
聯
舎
訊
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聯
合

舎
は
自
身
の
一
隔
利
と
数
育
の
様
化
を
宗
旨
と
し
、
市
内
の
三

O
校
が
一

律
加
入
し
て
い
る
。

〈

m〉
『
時
報
』
民
園
一
占
ハ
年
五
月

一
八
日

「
市
立
小
島
・
数
職
員
提
要
求
」。

こ
れ
よ
り
少
し
後
の
二
八
年
初
め
、
杭
州
市
小
皐
激
職
員
聯
合
禽
が
市

政
府
に
提
出
し
た
要
求
は
、
週
あ
た
り
授
業
時
開
六

O
O
J九
O
O

分
、
月
給
は
七

O
元
以
上
、
年
度
毎
の
昇
給
な
ど
で
あ
っ
て
、
上
海
の

そ
れ
と
類
似
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
高
い
要
求
は
、

今
ま
で
の
運
動
で

は
要
求
の
一
部
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
寅
情
を
ふ
ま
え
て
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
一
方
で
は
、
貧
現
可
能
な
要
求
を
出

し
て
完
全
貧
施
を
求
め
る
園
偉
も
あ
っ
た
。
同
時
期
に
奥
浴
の
小
皐
激

職
員
が
提
出
し
た
月
給
を
正
教
員

一
八
元
、
助
数
員

一
四
元
と
し
、
食

費
は
六
元
で
一
二
カ
月
を
も
っ
て
計
算
す
る
(
「
小
皐
教
職
員
罷
数
運

動
之
風
起
」
『
数
育
雑
誌
』
二

O
l四
)
と
い
う
要
求
は
後
者
の
ケ
ー

ス
で
あ
ろ
う
。

(山間)

『時
報
』
民
園

二
ハ
年
五
月
二
九
日
「
市
教
聯
合
曾
之
代
表
大
倉
」
。

(
郎
)

『時
報
』
民
園
一
占
ハ
年
九
月
二
O
日
「
市
立
小
田学教
員
向
教
育
部
請

願」。

(
附
)
『
時
報
』
民
園
二
ハ
年
一

O
月
二
五
日

「
市
校
数
職
員
全
鐙
大
倉

紀」、

一
O
月
一
一
六
日
「
市
小
教
職
員
寅
行
寵
数
」
、
一

O
月
二
八
日

「市
校
数
職
員
今
日
復
謀
、

(
閉
山
)
『
時
報
』
民
圏

一
六
年
一

O
月
三

O
日

「
市
数
局
宣
怖
数
職
員
加
薪

緋
法
」
。

(
川
川
〉
楊
偉
文
「
小
同
学
教
師
薪
水
問
題
」
『
数
育
雑
誌
』
二

O
l六。

(
削
〉
「
教
職
員
集
禽
結
社
自
由
之
限
制
」

『教
育
雑
誌
』
一
一
二

三
。

(
川
〉
『
時
報
』
民
圏

一
八
年
一
二
月
一一一一一
日

「
全
市
小
皐
教
職
員
僻
職
索

薪
」
、
一
一
一
月
二
五
日
「
蘇
州
|
市
校
罷
数
綴
閲
」
、
民
園
一
九
年
五
月

一
二
日
「
蘇
州
|
勤
激
員
復
課
L

。
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(m〉
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
「
中
園
数
師
組
織
運
動
之
勃
興
」

雑
誌
』

一
一一二

l
七
、
に
よ
る
。

(
山
)
『
申
報
』
民
園
二
一
年
五
月
五
日
「
鍔
備
六
月
六
日
教
師
節
慶
祝
」
。

(
出
〉
後
掲
の
表
に
記
し
た
よ
う
に
奥
山地
小
間
学
教
員
聯
合
舎
が
半
月
刊
を
刊

行
し
、
上
質
小
製
数
職
員
聯
合
舎
や
杭
州
市
私
立
小
皐
激
戦
員
聯
合
禽

が
舎
刊
瑳
行
を
計
澄
し
て
い
る
。
ま
た
上
海
特
別
市
教
職
員
聯
合
舎
が

米
図
の
教
育
家
ポ
ー
ル
H

モ
ン
ロ
ー
を
招
鴨
し
て
講
演
禽
を
主
催
す
る

な
ど
の
活
動
も
見
ら
れ
た
。

(川川)

『
時
報
』
民
園

一
二
年
三
月
一
一
六
日

「
湖
北

激
職
員
聯
舎
律
師
公

舎
」
。
ま
た
上
海
特
別
市
小
康
敬
師
聯
合
舎
も
同
様
の
決
議
を
す
る
と

と
も
に
、

夏
休
み
に
卒
民
皐
校
を
開
く
こ
と
を
決
定
し
て
い
る

(『時

報
』
民
図
一
六
年
六
月
二
八
日
「
小
皐
数
師
聯
舎
執
委
曾
議
」
〉
。

(山
)
(
安
徽
)
省
城
小
率
教
員
聯
合
舎
は
安
徽
省
数
育
舎
へ
の
代
表
選
出

に
お
い
て
、
小
準
教
員
は
上
級
拳
校
数
員
に
差
別
さ
れ
て
い
る
と
抗
議

し
た
。
そ
の
抗
議
内
容
を
見
る
と
、
選
母
方
法
に
闘
し
て
中
等
以
上
の

皐
校
と
省
立
小
撃
は
代
表
選
出
の
単
位
と
な
る
が
、
各
師
紳
小
撃
は
鯨
か

ら
一
名
の
代
表
を
出
せ
る
だ
け
で
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
不
公
卒
で
あ
る

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
有
名
な
数
育
家
陶
知
行
(
の
ち
の
行

知
)
に
針
し
て
訴
え
て
い
る
〈
『時
報
』
民
闘

一
一
年
五
月
八
日
「
安

『数
育

徽

|
省
数
育
舎
」)。

(
川
)
た
と
え
ば

「
小
皐
数
員
之
罷
数
風
潮
」

『教
育
雑
誌
』
一
一
一
1

て

『
時
報
』
民
園

一
七
年
一

二
月

一一

日

「
蘇
州
l
数
職
員
停
課
索
薪
」

な
ど
。
な
お
省
数
育
騰
が
校
長
聯
合
舎
を
遁
し
て
数
員
運
動
の
沈
静
化

を
は
か
っ
た
ケ
l
ス
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
賞
然
そ
こ
に
は
校
長
聯

合
舎
と
数
員
組
合
と
の
閲
に
腔
擦
が
生
じ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
黙
に
詳
し
く
言
及
し
た
記
事
は
見
あ
た
ら
ず
、
そ
の
質
態
を
解
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

(
山
〉
本
稿
は
近
代
中
園
に
お
け
る
初
等
教
員
の
組
織
問
題
と
い
う
未
聞
の

分
野
に
ふ
み
こ
ん
で
、
そ
の
寅
態
の
解
明
と
分
析
を
試
み
て
き
た
が
、

主
と
し
て

『時
報
』
と
『
数
育
雑
誌
』

に
依
接
す
る
だ
け
で
は
明
ら
か

に
し
え
な
か
っ
た
部
分
が
あ
ま
り
に
も
多
い。

今
後
は
さ
ら
に
多
角
的

な
史
料
の
牧
集
と
抗
日
戦
争
期
ま
で
を
親
野
に
お
さ
め
た
長
期
的
視
野

に
も
と
づ
く
数
員
運
動
史
を
叙
述
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
き
た

〔
附
記
〕

本
稿
は
、
昭
和
五
九
年
度
文
部
省
科
間
学
研
究
補
助
金
に
よ

る
総
合
研
究

ω「
ア
ジ
ア
各
地
域
の

『
園
家
と
敬
育
と
の
関
係
』
に

つ
い
て
の
比
較
史
的
研
究
」
の
分
権
研
究
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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九
二
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報
』
等
新
聞
記
事
に
み
え
る
教
員
組
合
運
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州
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市
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職
員
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一
遅
配
給
輿
の
支
給

，

一

(
註
)

記
事
は
す
べ
て
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
く
、

運
動
園
陸
名
の
な
い
も
の
や
あ
ま
り
重
要
で
な
い
と
判
断
し
た
も
の
は
省
略
し
た
。
な
お
州

は

『長
報
』
記
事
に
よ
る
。
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Chinese living in the same area. But when the trade between the Jurchen

and the Ming began to flourish from the Yongle reign period (1403-

1424) on, this state of isolation was as a result discontinued, and Jurchen

from all over the northeast came to live inside the city wall of Liaoyang･

Among them were those who presented tributeto the Ming and occupied

themselves by trade, those who were literatein Jurchen and provided

facilitiesfor written communication between the Jurchen in the northeast

and the Ming dynasty, and those who had learnt Chinese and became

go-betweens in the exchange of information between the Jurchen and

the Ming by acting as interpreters.　Because　of the welcome reception

given to the Koreans envoys to the Ming and the overly heavy imposition

of tａχand corvee in their native country, the flight of the inhabitants

of the Pingan Circuit continued incessantly. Many crossed the Yalu River

and entered the various parts of Liaodong, including the city of Dongning

Commandery. They maintained the language, dress and culinary traditions

of their home country and thus the city became multi-racial. The role

played by the inhabitants of this cityin the diplomatic relations between

north and south and in culturalｅχchangeis not to be overlooked. Because

of the activitiesof these people, it was easy for Nurhaci to attain control

over Liaodong at the end of the Ming.

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE

　　　

HISTORY OF SCHOOL TEACHERS IN

　　　　　　　　　　

MODERN CHINA

ＫＯＢＡＹＡｓＨ工Yoshifumi

　　　

Elementary school teachers in China in the 1920s, though with low

salariesand no guarantees of their status, were pressed by the heavy

work load in their schools. Influenced by the May Fourth Movement,

they formed federations equivalent to teachers' unions in all parts of the

country.

　

The goals of their movement comprised both career
training

through e･ｇ.the practice of joint research, and economic goals such
as

salary raises and the cessation of the delaying of the allocation of gove｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



rnment funds for education. The movement initiatedby the elementary

school teachers' unions was for the　most part occupied by economic

struggle and especially in Beijing and Fujian the movement developed

acco°panied by waves of tension.　The opposition to the qualification

screening of teachers in 1923 resulted in their winning concessions from

the authorities,ending as it did in what may be calledａ detailedrevision

of the relevant regulations.　Ａ complete transformation of this kind of

teachers' movement came after the coup d'etat on April 12th, 1927.

Chiefly the teachers' unions in the vicinityof Shanghai advocated ａ form

of education based on the Three Principles of the People, and they

collaborated with the educational policies of Chiang Kai-shek, expelling

teachers from their midst who leaned towards communism. But even

after the power basis of the KMT had been established,the problem of

the lack of funds for educational purposes was not solved, and thus the

teachers' unions reverted from politicalstruggle to economic struggle･

In ａ politicalenvironment where only ａ teachers' movement using lawful

means was tolerated,on the one　hand ａ restructuring of the teachers'

organizations from above took place, and on the other hand the groups

that organized themselves according to communist principles went unde-

rground and continued their struggle for reforms.　The unions of the

elementary school teachers were mainly organized locally according to

province, county or city, but they also fought together with the organi-

zation of teachers at schools of higher grade and the federation of scho-

olmasters, thus endeavoring to supplement theirinsu伍ciant Stl°ength.

－５－


