
ま比

評
・
紹

介

小
漬
正
予
著

近
代
上
海
の
公
共
性
と
国
家

=と
口

誠
一
郎

津

小
潰
正
子
氏
は
、
日
本
を
代
表
す
る
上
海
史
研
究
者
の
ひ
と
り
と
し
て
上
海

に
お
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
車
箸
で
あ
る
。

中
園
都
市
史
研
究
は
、
中
園
の
各
都
市
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
闘
を

中
心
と
す
る
欧
米
に
お
い
て
も
急
速
な
進
展
を
見
せ
て
お
り
、
膨
大
な
研
究
業

績
が
妥
表
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
現
吠
は
、
評
者
(
吉
津
)
が
、
小
潰
氏
な
ど
の

先
皐
に
拳
び
つ
つ
中
国
近
代
都
市
の
歴
史
を
勉
強
し
は
じ
め
た
こ
ろ
の
感
じ
か

ら
す
る
と
、
意
外
と
い
う
ほ
か
な
い
隆
盛
で
あ
る
。
本
書
の
刊
行
は
、
そ
の
よ

う
な
動
向
の
な
か
で
、
日
本
で
の
研
究
水
準
を
示
す
と
い
う
責
務
を
負
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
は
じ
め
に
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
本
書
は
、
丁
寧
な
史
料
分
析

と
着
賞
な
論
の
運
び
に
よ
っ
て
、
そ
の
責
務
を
き
ち
ん
と
果
た
し
た
と
評
債
で

き
る
。本

書
は
、
お
茶
の
水
女
子
大
皐
か
ら
聞
宇
位
を
得
た
博
士
論
文
に
基
づ
い
て
い

る
。
既
に
雑
誌
等
に
公
刊
さ
れ
庚
く
知
ら
れ
た
論
考
の
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
書
き
下
ろ
し
部
分
も
十
分
な
検
討
に
値
す
る
問
題
提
起
に
満
ち
て
い
る
。
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さ
っ
そ
く
、
内
容
を
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
、
序
章
「
問
題
設
定
と
本
書
の
親
角
」
で
は
、
上
海
社
舎
を
考
察
す
る

軸
と
な
る
「
社
圏
」
の
概
念
と
公
共
性
へ
の
注
目
と
い
う
親
角
が
読
明
さ
れ

る。
「
祉
圏
」
と
は
「
後
期
一
帝
政
期
か
ら
近
代
の
中
園
に
お
け
る
、
成
員
の
な
ん

ら
か
の
自
渡
的
意
園
的
な
結
集
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
祉
禽
圏
僅
」
(
六
頁
)

で
あ
り
、
具
鐙
的
に
は
、
舎
館
・
公
所
や
民
閲
慈
善
圏
鐙
、
民
間
消
防
圏
鐙
、

一
商
曾
、
工
舎
な
ど
を
指
す
。
そ
も
そ
も
社
固
と
は
、
成
員
聞
の
な
ん
ら
か
の
共

通
性
の
認
識
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
仲
閲
意
識

に
支
え
ら
れ
た
共
同
性
が
存
在
す
る
(
八
頁
〉
。
こ
の
よ
う
な
祉
圏
の
リ
ー
ダ

ー
と
な
る
よ
う
な
人
々
を
本
書
で
は
地
域
エ
リ
ー
ト
と
呼
ぶ
ハ
七
頁
)
。

地
域
に
お
け
る
共
向
性
の
認
識
の
成
立
を
、
社
圏
を
軸
に
考
え
て
み
る
場

合
、
地
域
全
僅
の
共
向
性
に
立
脚
し
た
園
陸
の
登
場
が
劃
期
を
な
ず
で
あ
ろ
う

(
九
頁
〉
。
こ
の
よ
う
な
地
域
社
禽
全
慢
の
共
向
性
は
、
も
は
や
全
鐙
性
・
普

遍
性
・
公
開
性
な
ど
を
志
向
す
る
債
値
観
を
含
ん
だ
「
公
共
性
」
と
呼
ぴ
う
る

も
の
で
あ
る
〈
九
頁
)
。
「
地
域
社
舎
に
は
、
そ
れ
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に

な
ん
ら
か
の
形
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
諸
機
能
が
存
在
す
る
。
た
と
え

ば
そ
れ
は
、
教
育
、
経
済
秩
序
の
設
定
と
維
持
、
地
域
防
衛
、
治
安
維
持
、
社

曾
的
弱
者
の
救
済
、
水
利
、
道
路
・
橋
梁
な
ど
の
建
設
・
維
持
、
消
防
と
い
っ

た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
本
書
は
そ
れ
を
地
域
社
舎
の
公
共
闘
機
能
と
呼
び
、
そ

れ
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
場
を
「
公
」
領
域
と
呼
ぼ
う
」
(
一

0
1
一一一貝〉。

こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
「
地
方
公
金
」
と
い
う
理
念
に
着
目
し
て
、
そ
の

具
鍾
相
を
探
る
こ
と
(
第
二
部
)
、
そ
し
て
、
社
圏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
い
か

に
園
民
統
合
の
基
盤
と
さ
れ
て
ゆ
く
か
と
い
う
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

(
第
三
部
)
と
い
う
課
題
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
部
「
祉
圏
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
上
海
都
市
〈
枇
禽
〉
」
の
第
一
章

「
都
市
八
社
舎
〉
の
形
成
」
で
は
清
末
か
ら
民
園
前
期
に
至
る
上
海
の
歴
史
を
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概
観
し
な
が
ら
、
問
題
提
起
を
行
な
う
。
こ
の
時
期
の
上
海
で
は
、
自
渡
的
な

結
社
で
あ
る
杜
闘
が
叢
生
し
た
が
、
急
速
に

E
大
化
す
る
近
代
都
市
の
名
種
サ

ー
ビ
ス
の
う
ち
、
か
な
り
の
部
分
は
各
種
の
杜
固
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
。
そ

し
て
複
数
の
祉
闘
に
属
す
る
個
人
を
媒
介
と
し
て
、
祉
国
関
の
関
係
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
杜
園
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設
展
こ
そ

が
、
都
市
〈
祉
曾
〉
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

第
二
部
「
「
公
」
領
域
の
展
開
|
|
民
聞
社
闘
の
捻
う
公
共
性
」
で
は
、
慈

善
事
業
と
救
火
舎
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
る
。
第
二
章
「
慈
善
事

業
」
。
い
う
ま
で
も
件
ぺ
明
末
以
降
の
「
善
奉
」
へ
の
着
目
は
、
夫
馬
進
氏
の

研
究
を
端
緒
と
す
る
が
、
小
演
氏
は
、
そ
れ
を
う
け
つ
つ
、
民
園
時
期
の
慈
善

事
業
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

民
園
期
の
上
海
で
は
、
社
曾
的
弱
者
の
救
済
な
ど
を
め
ざ
す
慈
善
事
業
は
、

基
本
的
に
民
聞
社
圏
が
捲
嘗
し
、
庚
く
「
地
方
公
金
」
に
役
立
つ
も
の
と
認
識

さ
れ
て
い
た
。
慈
善
事
業
は
民
間
資
金
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
各
層

の
住
民
か
ら
寄
付
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
人
々
の
公
共
事
業
へ
の

参
筆
意
識
が
根
づ
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
従
来
の
善
患

の
鵠
系
を
改
獲
し
、
地
方
自
治
の
一
環
と
し
て
の
批
曾
事
業
を
め
ざ
す
方
向
も

含
ん
で
い
た
。

一
九
二
七
年
、
ニ

O
徐
の
慈
善
園
鐙
が
集
ま
っ
て
上
海
慈
善
圏
鐘
聯
合
舎
が

組
織
さ
れ
、
以
後
、
上
海
慈
善
界
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
核
と
な
っ
た
。
園
民
革

命
の
後
の
上
海
市
政
府
が
慈
善
事
業
へ
の
開
輿
を
強
め
る
中
で
、
慈
善
界
内
部

の
連
帯
も
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

第
三
一
章
「
救
火
曾
L

。
上
海
華
界
の
消
防
を
捨
嘗
し
た
救
火
舎
と
い
う
祉
国

の
具
慢
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
上
海
南
市
で
は
消
防
は
も
と
も
と
善
堂
の
活
動

の
一
環
で
あ
っ
た
が
、
光
緒
年
閲
に
専
門
の
民
閲
組
織
と
し
て
救
火
舎
が
設
立

さ
れ
て
い
っ
た
。
二

O
世
紀
に
入
り
、
地
方
自
治
の
制
度
化
が
進
む
な
か
、
多

く
の
救
火
舎
の
連
合
組
織
と
し
て
上
海
救
火
聯
合
舎
が
設
立
さ
れ
た
。
救
火
曾

の
活
動
が
に
な
う
「
地
方
公
益
」
の
理
念
は
、
地
域
エ
リ
ー
ト
を
は
じ
め
と
す

る
南
市
の
各
層
の
人
々
や
地
方
政
府
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。

上
海
救
火
聯
合
舎
は
、
庚
く
一商
入
居
な
ど
か
ら
の
寄
付
を
獲
得
し
、
ま
た

(
以
前
か
ら
公
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
土
地
な
ど
〉
不
動
産
の
所
管
を
認
可
さ

れ
る
こ
と
で
、
財
政
的
基
盤
と
し
て
い
た
。
質
際
に
消
火
に
あ
た
る
救
火
舎
の

舎
員
は
、
各
種
の
商
業
関
係
の
仕
事
に
つ
い
て
い
る
者
で
あ
っ
た
。

園
民
革
命
の
後
、
上
海
華
界
の
消
防
は
上
海
市
政
府
公
安
局
の
管
轄
下
に
お

か
れ
、
積
極
的
な
指
導
・
監
督
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

附
篇
「
上
海
共
同
租
界
中
園
人
参
政
運
動
に
つ
い
て
」
。
上
海
の
共
同
租
界

に
お
い
て
、
納
税
者
で
あ
る
中
園
人
住
民
が
、
費
用
負
捨
に
み
あ
う
受
盆
と
参

政
権
を
求
め
て
展
開
し
た
運
動
を
分
析
す
る
。
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
五
・
四

運
動
や
五
・
三

O
運
動
と
い
っ
た
機
舎
を
と
ら
え
、
ま
た
財
源
確
保
の
た
め
の

増
税
に
反
射
す
る
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
力
を
も
っ
て
ゆ
き
、

工
部
局
参
事
舎
に
中
園
人
を
含
め
る
な
ど
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
部
は
「
黛
|
園
家
の
下
の
上
海
|
|
都
市
社
舎
の
再
編
」
と
題
さ
れ
、

園
家
に
よ
っ
て
祉
圏
が
再
編
・
解
堕
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
扱
う
。
第
四
一
軍

「
南
京
圏
民
政
府
下
に
お
け
る
祉
園
の
再
編
」
で
は
、
商
人
園
陸
と
工
舎
の
媛

濯
を
詳
し
く
分
析
す
る
。
上
海
の
商
人
圏
鐙
と
し
て
は
、

.ブ
ル
ジ
ョ
ア
上
層
を

中
心
と
し
た
線
一
商
一
舎
と
中
小
商
人
を
結
集
し
た
一
商
総
聯
舎
と
が
あ
っ
た
が
、
園

民
革
命
の
激
動
の
な
か
で
、
商
人
圏
鐙
再
編
の
試
行
錯
誤
が
進
ん
だ
。
南
京
政

府
の
断
固
と
し
た
政
策
に
よ
っ
て
、
上
海
市
商
曾
の
も
と
に
工
一
商
一
同
業
公
舎
が

統
轄
さ
れ
る
よ
う
な
系
統
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
小
・
零
細
経
営
を
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含
む
康
範
な
商
工
業
者
が
、
南
京
政
府
の
支
持
基
盤
と
し
て
統
合
さ
れ
た
と
言

え
る
。次

に
工
曾
で
あ
る
が
、
工
場
努
働
者
だ
け
で
な
く
、
分
散
閏
な
労
働
環
境
に

あ
る
徒
弟
な
ど
の
組
織
化
に
も
目
を
く
ば
る
必
要
が
あ
る
。
南
京
政
府
は
、
工

場
労
働
者
の
工
舎
を
労
使
協
調
路
線
に
よ
っ
て
再
編
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
政
府
は
、
階
級
的
制
割
時
を
否
定
し
つ
つ
も
、
努
働
運
動
を
容
認
し
、
産
業

設
展
の
た
め
の
労
働
者
の
結
集
と
い
う
意
義
を
強
調
し
て
い
っ
た
。
園
民
革
命

が
高
揚
し
た
時
期
に
庖
員
層
も
工
舎
に
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
の
動
き
を

南
京
政
府
は
許
さ
ず
、
雇
用
者
と
と
も
に
工
商
同
業
公
舎
に
統
合
し
よ
う
と
努

め
た
。こ

う
し
て
工
喬
同
業
公
曾
・
工
禽
が
そ
れ
ぞ
れ
利
盆
代
表
と
し
て
政
府
に
働

き
か
け
る
機
能
を
施
う
よ
う
な
鐙
制
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

終
章
で
は
、
日
本
軍
政
下
の
保
儲
政
権
、
そ
の
あ
と
の
園
民
黛
の
統
治
、
そ

し
て
中
華
人
民
共
和
園
建
園
後
の
時
期
に
、
園
家
に
よ
る
社
圏
の
統
制
が
強
化

さ
れ
て
ゆ
き
、
都
市
の
公
共
闘
機
能
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
行
政
に
渡
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
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以
上
、
本
書
の
豊
富
な
内
容
の
概
略
を
示
し
て
み
た
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
本

書
の
特
長
と
し
て
、
上
海
で
活
動
し
た
い
く
つ
か
の
種
類
の
祉
圏
に
つ
い
て
、

貨
に
詳
細
な
具
鍾
像
を
提
示
し
た
鮎
を
翠
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
か
で
も
、
数

量
的
な
情
報
の
整
理
を
ふ
ま
え
て
、
単
な
る
印
象
論
を
こ
え
た
設
得
的
な
議
論

を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
特
筆
し
た
い
。
随
所
に
数
字
を
示
し
た
表
が
挿
入
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
作
成
し
た
作
業
量
は
本
書
の
成
功
に
と
っ
て
大
き
な

貢
献
を
な
し
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
民
園
前
半
期
の
上
海
祉
舎
を
祉
圏
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
把
握
す
る

視
角
は
、
研
究
の
導
線
と
し
て
更
な
る
探
求
を
誘
う
こ
土
光
ろ
う
。
近
年
、
都

市
の
祉
圏
に
着
目
し
た
論
考
は
着
賞
に
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
、
社
舎

を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
て
い
る
か
と
い
う
設
明
は
、
徐
り
な
さ
れ
て
い
な

い
。
小
潰
氏
の
提
示
す
る
模
式
は
、
一
定
の
地
域
の
祉
圏
が
、
複
数
の
枇
圏
を

指
導
す
る
地
域
エ
リ
ー
ト
を
通
じ
て
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
て
、
地
域
社
告
聞
の
寅
僅

を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
展
開
討
)
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
を
引
き
起
こ
し
う
る
示
唆
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

本
書
の
眼
目
を
な
す
の
は
、
公
共
性
と
い
う
概
念
の
提
示
と
そ
れ
に
も
と
づ

く
兵
僅
像
の
描
寓
で
あ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
「
公
共
性
」
の
意
味
内
容
が
大
き

く
異
な
る
の
で
確
認
し
て
お
き
た
い
が

v

評
者
の
剣
断
に
よ
れ
ば
、
小
園
田
氏
の

「
公
共
性
」

は
、
〈
a
)

「
異
な
る
立
場
・

意
見
の
併
存
を
前
提
と
す
る
討
論

の
場
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ

(
b
〉
「
祉
曾
を
一
丸
と
す

る
共
同
意
識
・
一
種
感
を
前
提
と
し
粧
品
開
全
慢
の
利
盆
を
は
か
ろ
う
と
す
る
理

念
」
で
あ
る
。
小
潰
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
相
濯
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
と
い
っ
た
要
素
を
重
視
す
る
小
漬
氏
の
議
論
か
ら
し
て

(

a

)

で
は
な
く
(

b

)

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
〈
小
潰
氏
が
公

共
性
と
結
び
つ
け
る
「
公
開
性
」
も
共
向
性
の
輸
を
車
内
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
志

向
と
解
回
押
さ
れ
る
の
で
、
異
質
な
債
値
観
の
共
存
を
強
調
す
る
理
念
で
は
な

い
)
。
日
本
語
に
は
確
か
に
小
演
氏
の
よ
う
な
「
公
共
」
概
念
が
存
在
す
る
の

で
小
漬
氏
の
用
語
も
嘗
然
正
嘗
と
言
え
る
。
一
例
を
奉
.
け
れ
ば
、
日
本
図
憲
法

第
一
二
僚
に
「
こ
の
憲
法
が
園
民
に
保
詮
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
園
民
の
不

断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
園
民
は
、

こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ

れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
」
と
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
「
公
共
」
は

〈
a
)
の
意
味
で
は
理
解
で
き
ず
、
「
地
域
社
禽
全
鐙
の
維
持
毅
展
を
考
慮
す
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る
よ
う
な
意
識
」
(
小
漬
氏
著
書
九
頁
)
に
通
じ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の

よ
う
な
「
全
鐙
」
主
義
的
な
理
想
が
小
油
田
氏
の
公
共
性
概
念
の
核
心
に
あ
り
、

お
そ
ら
く
「
公
」
と
い
う
中
園
語
の
語
義
に
も
忠
寅
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

公
共
性
を
重
ん
じ
た
市
民
の
自
渡
性
へ
の
着
目
と
共
感
は
本
書
を
一
貫
し
て

い
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
に
祉
舎
の
た
め
に
自
ら
霊
力
す
る
人
々
の
存
在

が
、
特
に
民
園
前
期
の
上
海
社
曾
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
、
本
書
で
み
ご
と
に

示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
評
者
の
念
頭
に
の
ぼ
る
唯
一
の
疑
問
は
、
そ
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ

イ
ア
を
奉
仕
活
動
{
戸
市
動
員
と
ど
の
よ
う
に
区
別
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

小
演
氏
が
指
摘
す
る
興
味
ぶ
か
い
事
例
と
し
て
、
消
防
活
動
で
殉
職
し
た
者

の
顕
彰
が
あ
る
(
二
ハ
八
J
一
占
ハ
九
頁
)
。
こ
れ
は
、
模
範
的
な
行
震
を
華
々

し
く
稽
え
る
こ
と
で
事
業
へ
の
自
渡
的
な
参
加
を
誘
う
と
い
う
政
策
意
固
に
支

え
ら
れ
た
も
の
と
解
胡
押
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
放
火
舎
は
、
チ
ャ
ン

ス
を
求
め
て
上
海
へ
や
っ
て
来
た
、
聾
か
で
な
い
普
通
の
青
年
が
、
日
常
的
な

仕
事
や
居
住
地
匡
の
鮮
を
基
盤
に
活
動
す
る
中
か
ら
、
社
品
聞
の
公
盆
に
参
宣
す

る
上
海
社
告
聞
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゆ
く
た
め
の
、
重
要
な
手
が
か
り
と

な
っ
て
い
た
」
(
一
六
九
頁
〉
と
い
う
読
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
首
肯

し
つ
つ
評
者
が
讃
み
替
え
る
と
、
上
海
社
禽
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、
(
火
事
場
で
の
危
険
を
と
も
な
う
)
奉
仕
活
動
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
小
樹
由
民
が
丹
念
に
質
詮
さ
れ
た

よ
う
に
、
上
海
の
下
層
民
を
構
成
し
が
ち
で
あ
っ
た
蘇
北
の
出
身
者
は
、
救
火

舎
に
参
如
す
る
機
舎
が
狭
か
っ
た
ハ
一
七
八

l
一
七
九
頁
)
と
い
う
こ
と
も
、

奉
仕
活
動
が
特
権
問
な
も
の
に
な
る
と
い
う
逆
説
的
傾
向
を
強
め
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
消
防
活
動
へ
の
熱
意
・
自
震
性
や
殉
職
に
射
す
る
熱
狂

的
な
賞
賛
と
い
う
心
情
そ
の
も
の
は
嘗
然
あ
っ
た
と
考
え
た
い
が
、
小
漬
氏
の

い
う
公
共
性
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
奉
仕
を
要
請
す
る
債
値
観
に
一
裏
づ
け

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
評
者
と
し
て
は
注
視
し
た
い
黙
な
の
で
あ

る
。
小
潰
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
「
内
向
き
の
共
向
性
を
越
え
た
」
地
域
社
禽

の
共
向
性
(
九
頁
)
は
、
ま
さ
に
、
庚
範
な
人
々
を
奉
仕
活
動
に
動
員
す
る
理

念
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
上
海
の
公
共
事
業
を
支
え
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

お
よ
そ
社
曾
と
は
、
人
間
の
そ
の
よ
う
な
公
共
性
へ
の
参
加
意
欲
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
園
語
で

「
義
務
労
働
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
(
勤
労
奉
仕
〉
の
意

味
だ
ろ
う
。
義
務
が
す
な
わ
ち
自
渡
的
な
も
の
と
な
る
の
は
、
社
舎
を
能
動
的

に
支
え
る
こ
と
が
祉
舎
人
と
し
て
の
務
め
と
考
え
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
こ

に
見
え
る
虞
寅
と
欺
臓
か
ら
は
、
近
代
上
海
の
人
々
と
同
様
に
、
現
代
の
我
々

も
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
共
性
の
問
題
に
評
者
が
関
心
を
も
つ
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
黙
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
公
共
性
が
、
園
民
議
つ
い
で
共
産
禁
の
統
治
の
も
と
に
抑
座
さ

れ
て
い
っ
た
と
い
う
小
潰
氏
の
示
唆
に
、
評
者
は
啓
設
さ
れ
な
が
ら
も
、
や
や

疑
念
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
「
公
共
性
」
に
惹
く
す
と
い
う
理
念
と
組
織
形
態

は
、
そ
の
公
共
の
福
祉
の
内
質
を
入
れ
替
え
れ
ば
容
易
に
園
家
建
設
や
抗
日
運

動
そ
し
て
祉
曾
主
義
改
造
に
服
務
す
る
と
い
う
形
に
な
り
う
る
。
小
潰
氏
の
い

う
園
家
と
祉
禽
の
「
混
浴
し
や
す
さ
」
か
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
は
正
蛍
だ
ろ
う
。
思
え
ば
、
共
産
黛
の
統
治
も
、
人
民
の
自
渡
的
な
運
動
と

い
う
形
を
と
り
な
が
ら
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
溝
口
雄
三
氏
は
、
歴
史
的
に
展
開
し
て
き
た
「
公
」
の
理
念
が
中
園

祉
曾
主
義
の
前
提
と
な
っ
た
ん
は
日
い
う
指
摘
を
さ
れ
、
そ
れ
は
主
に
経
済
思
想
に

重
黙
を
お
い
た
議
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
想
起
し
た
評
者
に
と
っ
て
は
、
(
以
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下
は
瀞
口
氏
御
自
身
の
本
意
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
て
小
潰
氏
の
指
摘

さ
れ
た
よ
う
な
公
共
性
が
、
貸
は
祉
曾
主
義
檀
制
と
一
定
の
親
和
性
を
も
っ
て

い
た
と
す
ら
思
え
る
。
だ
か
ら
「
近
代
上
海
の
公
共
性
は
な
ぜ
、
縫
承
さ
れ
な

か
っ
た
初
予
」

2
三
九
頁
)
と
い
う
小
潰
氏
の
問
い
を
評
者
一
は
共
有
し
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
公
共
性
に
着
目
し
よ
う
と
す
る
小
潰
民
の
試
み
か

ら
目
が
離
せ
な
い
の
は
、
や
は
り
理
由
が
あ
る
。
本
書
で
み
ご
と
に
描
寓
さ
れ

た
よ
う
な
公
共
性
は
、
近
代
中
園
の
人
々
の
現
賓
感
賓
と
理
想
意
識
と
の
賜
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蛍
時
の
人
々
も
、
高
一
ひ
た
す
ら
自
己
の
利
盆
の
た
め
に

自
己
主
張
す
る
人
閲
ば
か
り
で
は
世
の
中
が
立
ち
ゆ
か
な
い
と
い
う
事
寅
へ
の

洞
察
を
も
ち
、
そ
の
よ
う
な
個
別
的
利
害
と
全
種
的
一
碕
一
耽
の
聞
で
卒
衡
を
と
ろ

う
と
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
「
滅
私
奉
公
」
「
人
民
の
震
に
服
務
す

る
」
式
の
公
共
性
の
高
唱
は
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
が
山
車
に
「
自
私
自
利
」

を
迫
求
す
る
利
己
主
義
ば
か
り
で
は
困
る
。
こ
れ
は
政
治
思
想
史
の
古
典
的
な

問
題
と
言
え
よ
う
が
、
民
園
時
期
の
上
海
の
人
々
は
賞
践
的
に
こ
の
間
い
を
解

こ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。

さ
て
、
も
う
ひ
と
つ
小
潰
氏
の
議
論
で
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
公
共
性
と
園

家
の
関
係
で
あ
る
。
「
地
域
社
舎
に
お
け
る
公
共
性
」
(
一

O
頁
〉
と
い
う
表

現
に
一
が
さ
れ
る
よ
う
に
、
小
潰
氏
の
関
心
は
、
地
域
社
曾
の
た
め
の
「
民
閲
」

公
盆
事
業
に
公
共
性
を
見
い
だ
す
こ
と
に
あ
る
。
ま
さ
に
第
二
部
が
「
「
公
」

領
域
の
展
開
|
|
民
聞
社
闘
の
捲
う
公
共
性
」
と
題
さ
れ
る
と
と
に
、
小
掛
田
氏

の
観
角
が
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
公
」
領
域

と
は
、
公
共
性
が
顕
現
す
る
場
〈
一

O
頁
〉
で
あ
り
、
「
園
家
と
私
領
域
の
間

に
あ
っ
て
、
そ
の
雨
方
に
属
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
雨
者
を
媒
介
す
る
機

能
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
」
(
一
一
一
良
)
。
一
一
頁
の
圃
O
l
一
に
「
公
」
領

域
の
説
明
と
し
て
「
教
育
、
社
曾
福
祉
、
治
安
、
ィ

γ
フ
ラ
整
備
な
ど
」
と
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
公
金
事
業
、
公
共
事
業
の
行
わ
れ
る
場
と
理

解
で
き
る
。
こ
こ
で
理
解
し
に
く
い
の
は
、
園
家
は
あ
く
ま
で
も
「
公
」
領
域

の
外
側
か
ら
こ
れ
に
「
浸
透
」
す
る
も
の
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
「
園
家
と
社

舎
の
機
能
的
同
型
性
」
と
い
う
指
摘
を
行
な
う
以
上
、
「
園
家
|
祉
曾
関
係
」

と
い
う
視
角
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
園
家
と
祉
曾
が
別

個
の
寅
鐙
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
な
用
語
法
を
と
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
機
能
的

に
同
型
で
あ
り
、
し
か
も
相
互
浸
透
し
て
い
る
と
も
い
う
の
は
、
説
明
の
し
か

た
と
し
て
は
や
や
混
鋭
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
地
域
社
舎
と
園
家
が
「
機

能
的
に
同
型
」
と
い
う
な
ら
、
地
域
社
舎
と
園
家
を
異
質
な
も
の
の
二
項
封
立

と
み
る
よ
う
な
論
理
構
成
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
園
家
と
祉
舎
が
限
り
な

く
混
滑
し
て
ゆ
く
」
(
=
ニ
頁
)
と
い
う
な
ら
、
概
念
的
に
園
家
と
社
舎
を
区

別
す
る
理
由
は
何
か
。
こ
れ
は
、
評
者
も
直
面
す
る
困
難
な
問
い
な
の
で
、
敢

え
て
記
し
た
い
。

小
潰
氏
は
、
社
圏
の
設
展
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
き
ち
ん
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
祉
圏
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
地
域

社
曾
の
共
同
性
〈
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
)
は
、
さ
ら
に
康
範
な
共
向
性

を
志
向
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
小
潰
氏
の

「
公
共
性
」
翻
に
よ
れ
ば
、
「
お
園
の
た
め
に
牽
く
す
」
と
い
う
の
も
公
共
同

な
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
園
の
た
め
に
」
は
公
共
同
で
な
く
「
地

域
社
曾
の
た
め
に
」
は
公
共
的
で
あ
る
と
す
る
根
援
は
あ
る
ま
い
。
「
愛
園
」

理
念
役
一
犠
牲
に
し
て
「
地
方
公
盆
」
を
守
ろ
う
と
主
張
し
た
事
例
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
身
近
な
地
域
社
曾
へ
の
服
務
を
め
ざ
す
公
共
性
が
、
「
民
主
主

義
の
拳
校
」
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
頑
角
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
お
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園
の
た
め
」
に
縛
轍
(
ま
た
は
直
進
?
)
し
な
い
た
め
の
係
件
と
は
何
だ
ろ
う

か
。
小
漬
氏
の
公
共
性
論
か
ら
痛
切
に
感
じ
る
疑
念
は
、
ま
さ
に
こ

の
黙
で
あ

る
。
園
家
と
杜
舎
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
別
個
の
異
質
な
寅
盟
な
の
か
、
そ
れ
と

も

「
機
能
的
に
同
型
」
な
の
か
と
敢
え
て
問
う
評
者
の
意
図
は
、
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
困
難
は
、
小
潰
氏
だ
け
で
な
く
、
評
者
も
含
め
多
く
の
論
者

が
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る
一

o吋
方
自
治
と
地
域
エ
リ
ー
ト
研

究
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
な
わ
れ
な
が
ら
も

Y

い
ま
だ
突
破
で
き
て
い
な
い

問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ど
う
飽
括
・
超
克
す
る
か
。
本
書
刊
行
に
ひ
き

つ
づ
き
小
演
氏
は
じ
め
皆
で
議
論
し
て
ゆ
き
た
い
。

以
上
や
や
抽
象
論
に
傾
い
た
が
、
次
に
い
く
つ
か
の
論
黙
を
筒
皐
に
示
す
こ

と
に
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
小
潰
氏
の
大
著
を
讃
み
つ
つ
、
今
後
、
自
分
な
り
に

考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
黙
で
あ
る
。

-
都
市
の
共
向
性

社
圏
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
は
、
上
海
と
い
う
都
市
を
一
丸
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ

ゴ
ア
ィ
の
存
在
を
強
調
す
る
議
論
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
上
海
社
曾
は
、
各
地
か
ら
の
人
口
流

入
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
が
、
た
と
え
ば
寧
波
人
が
そ
の
牛
耳
を
と
り
、
蘇
北

人
が
下
層
に
お
と
し
め
ら
れ
て
お
り
、
出
身
地
に
よ
っ
て
明
確
な
差
別
意
識
が

再
生
産
さ
れ
て
い
た
。
都
市
自
治
と
市
民
意
識
と
い
う
テ
!
マ
は
古
く
て
新
し

い
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
上
海
に
お
い
て
各
種
各
様
の
祉
闘
に
結
集
し
て
こ
そ
生

活
が
成
り
立
つ
と
い
う
欣
況
に
鑑
み
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
「
上
海
人
」
な
る
集
合

意
識
が
質
感
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
と
す
ら
評
者
に
は

感
じ
ら
れ
る
。
「
地
方
公
金
」
は
、
首
然
そ
の
よ
う
な
上
海
の
一
鐙
性
と
い
う

理
念
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
蘇
北
人
に
封
す
る
殴

し
い
疎
外
の
質
態
を
念
頭
に
卸
守
、
慈
善
園
堕
す
ら
出
身
地
の
紳
に
よ
る
も
の

が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
差
別
意
識
が
ま
す
ま
す
強
化
さ

れ
、
ば
ら
ば
ら
に
分
裂
し
て
ゆ
〈
佐
倉
像
す
ら
摘
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

の
朕
況
が
年
代
を
お
っ
て
克
服
さ
れ
上
海
市
民
と
し
て
の

一
睡
感
が
強
ま
っ
て

い
っ
た
と
い
う
寅
護
的
根
援
は
今
だ
見
い
だ
さ
れ
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

・
租
界
論

租
界
が
、
中
園
近
代
史
に
も
っ
た
意
義
は
や
は
り
大
き
い
。
近
年
、
租
界
の

外
園
入
社
曾
に
劃
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る

f
、
小
潰
氏
が
本
書
で
論
詮
さ

れ
た
中
園
人
参
政
運
動
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
制
度
の
問
題
、
ま
た
領
事
裁

判
権
に
示
さ
れ
る
司
法
の
問
題
な
ど
に
見
ら
れ
る
中
園
人
と
外
園
人
の
か
か
わ

り
の
具
鐙
相
は
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
租
界
行
政
に
お
け
る
公
共
性
と
は
い
か
な
る
性
格
を
も

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
黙
は
興
味
を
引
か
れ
る
。

上
海
を
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ

ム
(
向
日
目
。
官
。

Z
2
2
5
)
の
特
色
で
把
復
す
る
認
識
と
、
小
潰
氏
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
論
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
外
園
人
の
も
つ
傑
約
特
権

や
租
界
の
特
殊
な
法
的
性
格
は
、
中
園
人
と
外
園
人
の
関
係
を
規
定
す
る
大
き

な
要
因
で
あ
り
、
そ
の
も
と
で
経
済
的
な
相
互
依
存
の
よ
う
な
共
生
の
状
態
が

生
ま
れ
て
い
た
v

こ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
公
共
性
を
い
か
に
論
じ
る
べ
き
な

の
だ
ろ
う
か
。
反
帯
愛
園
の
理
念
に
よ
っ
て
「
買
緋
」
「
渓
好
」
な
ど
と
批
剣

さ
れ
る
中
園
人
は
、
公
共
性
か
ら
顔
を
そ
む
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も

上
海
史
の
文
脈
で
、
公
共
性
と
園
家
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
起
こ
っ
て
く
る

疑
問
で
あ
る
。

な
お
、
小
潰
氏
の
議
論
に
補
足
す
る
と
、
上
海
公
共
租
界
に
お
け
る
中
園
人

参
政
運
動
の
過
程
で
、
そ
れ
を
正
嘗
化
す
る
た
め
の
議
論
と
し
て
提
示
さ
れ
た

- 96ー
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一
論
援
は
、
「
天
津
租
界
で
は
と
っ
く
に
肇
董
一
名
が
あ
り
、
す
で
に
八
年
に

も
な
る
が
、
い
ま
だ
華
董
が
私
的
で
放
縦
な
振
る
舞
い
に
及
ん
だ
こ
と
は
な

い
」
(
『
申
報
』
一
九
二

O
年
四
月
八
日
)
と
い
う
黙
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

一
九
一
一
一
年
以
降
、
天
津
英
租
界
旗
大
医
域
に
お
い
て
、
撃
董
一
名
が
選
ば
れ

て
い
た
こ
と
を
指
す
が
(
一
九
一
八
年
に
雨
区
域
は
合
併
)
、
お
そ
ら
く
園
民

革
命
時
期
の
租
界
回
枚
の
動
き
を
ふ
ま
え
沢
一
一
九
三

0
年
代
に
は
天
津
英
租

界
の
董
事
曾
で
華
董
は
半
数
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各
地
の
租
界
の

動
向
が
、
相
互
に
参
照
さ
れ
る
黙
も
注
目
に
値
す
る
。

・
日
常
性
|
|
職
場
と
近
郊
関
係

人
々
の
日
常
生
活
は
、
小
漬
氏
の
用
語
法
で
は
「
私
領
域
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
と
枇
圏
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ

う
に
設
明
す
る
か
、
ま
た
寅
詮
的
に
探
求
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
都
市

の
下
層
民
が
日
常
的
な
職
業
と
居
住
の
場
で
形
づ
く
る
共
向
性
を
何
ら
か
の
形

で
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
近
郊
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
が
一
つ
の
要
黙
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
中
関
層
な
い
し
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
の
場
合
に
は
、
職
場
を
ど
の
よ
う
な
秩
序
の
場
と
考
え
る
か
も
大
切
な
論
黙

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
は
、
「
公
司
」
と
い
う
脇
田
利
の
場
だ
が
、
あ
る
種
の
共
同
性

と
階
層
性
の
場
で
も
あ
る
v

・
祉
圏
の
歴
史
的
演
濯

小
潰
氏
は
、
「
俸
統
中
園
の
吐
曾
圏
健
と
、
近
代
の
あ
る
い
は
近
代
的
な
そ

れ
と
を
裁
然
と
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
」
(
二
四
頁
)
と
し
て
、
「
奮

式
枇
圏
」
と
「
新
式
祉
圏
」
の
概
念
的
医
別
を
行
な
う
こ
と
に
徐
り
意
義
を
認

め
て
い
な
い
。
確
か
に
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
匿
別
を
か
な
り
園

式
的
に
行
な
っ
て
し
ま
い
、
嘗
然
に
想
定
さ
れ
る
蓮
績
性
を
切
り
捨
て
単
純
す

ぎ
る
と
評
者
も
感
じ
る
。
ま
た
、
民
園
前
期
は
、
そ
の
よ
う
な
新
・
奮
の
祉
圏

が
混
在
し
て
い
る
時
代
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
商
曾
の
登
場
に
着
目

す
る
中
園
の
奉
者
の
調
黙
に
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
新
し
さ
」
を
見
い
だ
せ

る
と
い
う
歴
史
的
関
心
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
お
そ
ら
く
、
嘗
時
の
人
々

も
、
こ
の
社
圏
は
「
新
し
い
」
、
そ
の
祉
園
は
「
古
い
」
な
ど
と
い
う
感
鹿
児
を

持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
曾
館
・
公
所
に
お
い
て
重
ん

じ
ら
れ
て
い
た
職
業
紳
の
崇
奔
は
、
二

O
世
紀
初
頭
に
現
れ
る
商
曾
に
は
無
縁

で
あ
る
。
曾
館
・
公
所
を
「
封
建
」
閏
〈
弘
~
。
め
か
し
い
〉
と
す
る
意
識
は
、

十
分
な
関
心
の
封
象
と
す
る
債
値
が
あ
ろ
引
r

以
上
、
あ
た
か
も
高
み
に
立
っ
て
小
漬
氏
の
大
著
を
評
す
る
よ
う
な
印
象
を

輿
え
る
論
評
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
貨
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
も

小
潰
氏
の
著
作
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
で
き
た
地
歩
に
他
な
ら
な
い
。
ま
さ

に
後
進
の
利
貼
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
に
改
め
て
謝
意
を
表
す
る
こ
と
で
拙
評

の
結
び
と
し
た
い
。

- 97ー

註(
工
)
夫
馬
進
『
中
園
諮
問
曾
善
堂
史
研
究
』
〈
同
朋
合
出
版
、
一
九
九
七

年
〉
。
夫
馬
氏
著
書
に
劃
す
る
小
潰
正
子
氏
の
見
解
は
「
最
近
の
中
閣
議
回

堂
史
研
究
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
七
二
一
鋭
、
一
九
九
九
年
)

参
照
。
ま
た
、
同
書
の
書
評
と
し
て
は
、
斯
波
義
信
氏
の
も
の
(
『
東
洋

史
研
究
』
五
七
巻
二
説
、
一
九
九
八
年
〉
と
吉
津
の
も
の
(
『
祉
禽
経
済

史
皐
』
六
回
答
二
鋭
、
一
九
九
八
年
〉
も
あ
る
。

(

2

)

〈
5

2
口
件
。
。
。
臼
田
曲
。
ユ
w
h
a
p

向釦沖合目白ロ
H
2
2
n
H
H
O
H
n
r
g

口
O
E
-

4
0
-
-
o
臼
ω
ロ『

-o
臼
n
o門
司

O
同鈴江
O
ロω
n
H
H
F
ロ
O
山田⑦回ロ『『曲目
MMO
白骨
H1
白
《
巴
己
。
ロ
-

E
w
-
-
2
~
w
N
N
G
G一
足
、
宮
守
位
。
句
、
白
、

p
.向N
転
向
丸
町
句
な
。
向
。
h

刊な
w
ロ
O
ロ〈
O
口。

臼
恥
同
日
夕
〈
OH
・
見
合
唱
由
也
〉
・
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(

3

)

評
者
の
印
象
に
よ
れ
ば
、
中
園
共
産
黛
の
統
治
、
つ
ま
り
、
各
々
の

皐
位
に
議
支
部
を
お
い
て
、
黛
員
と
皐
位
成
員
と
い
う
雨
属
性
を
も
っ
者

に
よ
っ
て
多
く
の
園
鐙
を
統
合
し
て
ゆ
く
手
法
も
、
(
圏
鐙
そ
の
も
の
の

組
織
力
は
異
な
る
に
せ
よ
)
、
同
じ
原
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

4

)

「
公
共
性
」
の
概
念
設
定
は
各
種
各
様
あ
り
う
る
が
、
こ
こ
で
は
蛍

然
、
な
が
ら
小
潰
氏
の
概
念
規
定
を
傘
重
し
て
議
論
を
進
め
る
。
「
共
通
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
基
づ
く
「
公
共
性
」
概
念
に
否
定
的
な
立
場
の

著
作
と
し
て
は
、
例
え
ば
以
下
が
あ
る
。
粛
藤
純
一
『
公
共
性
」
(
岩
波

書
庖
、
二

O
O
O年
)
。
東
島
誠
『
公
共
圏
の
歴
史
的
創
造
|
江
湖
の
思

想
へ
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、
二

0
0
0年
)
。
「
公
」
観
念
に
削
到
す
る

評
者
の
考
え
は
、
不
十
分
な
が
ら
、
拙
稿
「
電
車
と
公
憤
|
辛
亥
革
命
前

夜
天
津
の
市
内
究
通
を
め
ぐ
る
政
治
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一

O
五
編
二
続
、

一
九
九
六
年
)
で
示
し
た
。
最
近
で
は
、
次
の
論
文
も
小
演
氏
と
や
や
異

な
る
「
公
共
」
理
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
∞
ミ
ロ
曲
。
。
。
円
H
B
2
・

h
a

∞
命
日
ロ
同
司
ロ
『
ロ
ロ
リ
吋
r
o
司
o--Z円
目
。
同
問
。
司
『
2
0ロ
g
z
oロ
ヨ
H
由
H

∞

ω
Eロ
mrrww
同
Q
3

号、、
S
3
Q向。¥入山
hhQHR
匂

HRSGhu
〈
o-・
8
・

Z
0・H
Q
0
0
3
・

(

5

)

こ
の
貼
で
は
、
以
下
に
お
け
る
理
論
的
検
討
よ
り
示
唆
を
う
け
た

〈
具
鐙
的
に
は
異
な
る
状
況
を
論
評
し
て
い
る
が
〉
。
中
野
敏
夫
「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
動
員
型
市
民
社
禽
論
の
陥
奔
」
(
『
現
代
思
想
』
二
七
巻
五
抗
、

一
九
九
九
年
)
。
溢
谷
望
「
〈
参
加
〉
へ
の
封
じ
込
め
」
(
同
前
)
。

(
6
〉
溝
口
雄
三
「
中
園
に
お
け
る
公
・
私
概
念
の
展
開
」
(
『
思
想
』
六

六
九
鋭
、
一
九
八

O
年
。
同
『
中
園
の
公
と
私
』
研
文
出
版
、
一
九
九
五

年
に
再
録
)
。

(

7

)

こ
れ
は
、
枇
闘
の
愛
揮
す
る
公
共
性
は
、
共
産
黛
が
鐙
現
し
よ
う
と

す
る
公
共
性
に
と
っ
て
も
容
易
に
わ
が
も
の
と
し
て
統
合
し
う
る
性
格
を

も
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
社
曾
主
義
革
命
の
必

然
性
を
前
提
と
す
る
議
論
で
な
く
、
共
産
禁
の
勝
利
の
理
由
を
説
明
す
る

意
図
も
な
い
(
祉
曾
主
義
政
権
形
成
の
理
由
は
、
ま
ず
は
一
九
四

0
年
代

の
政
治
過
程
か
ら
解
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
)
。

(
8
〉
祉
曾
な
い
し
園
家
の
利
盆
を
第
一
と
す
る
公
共
観
念
に
抵
抗
す
る
思

想
は
、
自
由
主
義
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
l
ト
・
ミ
ル
』
O
F
ロ

2
5
2
玄
三
は
、
社
曾
に
抗
す
る
個
人
の
自
由
(
個
人
の
多
様
な
生
き

方
)
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
ミ
ル
を
翻
誇
し
た
巌
復
は
、
そ
の

黙
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
回
目
・

芯
ヨ
ロ
円
・

ω忌
耳
R
R
(卒
野
健
一
郎
誇
)
『
中
園
の
近
代
化
と
知
識
人

|
殿
復
と
西
洋
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、
一
九
七
八
年
〉
第
六
章
。
南
京

政
府
時
期
に
な
り
、
胡
遊
な
ど
に
よ
り
「
人
権
」
「
民
権
」
が
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
紫
園
と
針
時
す
る
自
由
主
義
的
な
主
張
と
言
え

る
。

(
9
)

地
域
の
利
盆
と
中
園
の
利
盆
と
の
関
わ
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
は
、
ま
だ
議
論
さ
れ
は
じ
め
た
ば
か
り
の
問
題
と

言
え
よ
う
。
土
屋
洋
「
清
末
山
西
に
お
け
る
鎖
山
利
権
回
牧
運
動
と
青
年

知
識
層
」
(
『
名
古
屋
大
皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
四
鏡
、
二

0
0
0年)。

拙
稿
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誕
生
」
(
潰
下
武
志
・
川
北
稔
編
『
支
配
の

地
域
史
』
山
川
出
版
社
、
二

O
O
O年)。

〈
叩
)
李
遼
嘉
「
上
海
商
人
的
政
治
意
識
和
政
治
参
輿
(
一
九

O
五

一

九

一
一
)
」
(
『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
』
二
二
期
上
、
一
九
九
三

年
)
。
田
中
比
呂
志
「
清
末
民
初
に
お
け
る
地
方
政
治
構
造
と
そ
の
務
化

|
江
蘇
省
賓
山
燃
に
お
け
る
地
方
エ
リ
ー
ト
の
活
動
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一

- 98ー
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O
四
編
三
挽
、
一
九
九
五
年
)
。
佐
藤
仁
史
「
清
末
・
民
園
初
期
に
お
け

る
一
在
地
有
力
者
と
地
方
政
治
上
海
豚
の
《
郷
土
史
料
》
に
聞
し
て
」

(
『
東
洋
皐
報
』
八

O
俳
句
二
続
、
一
九
九
八
年
)
。
稲
田
清
一
「
清
末
、
江

南
に
お
け
る
「
地
方
公
事
」
と
銀
董
」
(
『
甲
南
大
筆
紀
要
』
文
皐
編
一

O
九
、
一
九
九
九
年
)
。

(
日
)
何
自
己
一
司
出
。
巳
m-

。za
s
h門

U
E
E
w
R
阿

hF丘
町
た
い
宅

hh明

R~VENUEV』守白鳥

な

NhgbwpmFbp
』句刷。
1

』
喝
旬
。
(
ペ
色
。

C口
同
〈
A
W
『
巴
同
可

-
M
『

OM♂
]
戸
山

wmvN〉・

帆
刈
浩
之
「
近
代
上
海
に
お
け
る
遁
鐙
庭
理
問
題
と
四
明
公
所
|
同
郷
ギ

ル
ド
と
中
園
の
都
市
化
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一

O
三
編
二
続
、
一
九
九
四

年
)
。
虞
和
卒
「
清
末
以
後
城
市
同
郷
組
織
形
態
的
現
代
化
|
以
寧
波
抜

泡
同
郷
組
織
篤
中
心
」
(『
中
園
経
済
史
研
究
』

一
九
九
八
年
三
期
〉
。

(
ロ
〉
桂
川
光
正
「
上
海
の
日
本
人
位
曾
」
(
『
園
際
都
市
上
海
』
産
研
叢

書
て
大
阪
産
業
大
皐
産
業
研
究
所
、
一
九
九
五
年
)
。
高
綱
博
文
・
陳

租
恩
主
編
『
日
本
僑
民
在
上
海
」
(
上
海
辞
書
出
版
社
、
二

O
O
O年
)

o

moro江
田
n
r
2
P
N
W三
宮
な

s
c
r.空
H(去
向
ロ
n
r
g円

2

Cロ
2
2臼
F
Q

司
円
。
白
川

rHmzw申
)
・

(
日
)
佐
々
波
智
子
「
戟
前
期
、
上
海
租
界
地
区
に
於
け
る
不
動
産
取
引
と

都
市
護
展
」
(
『
祉
曾
経
済
史
皐
』
六
二
巻
六
鋭
、
一
九
九
七
年
)
。
本
野

英
一
「
訴
訟
問
題
か
ら
み
た
清
末
民
初
の
中
英
経
済
関
係
」
(
『
歴
史
評

論
』
六
O
四
鋭
、
二

O
O
O年)。

(
U
〉
こ
の
こ
と
は
、
衣
の
論
文
に
よ
っ
て
知
っ
た
。
陳
三
井
「
上
海
租
界

華
人
的
参
政
運
動
|
華
董
産
生
及
増
設
之
奮
闘
過
程
」
(
中
央
研
究
院
近

代
史
研
究
所
編
『
近
代
中
園
匿
域
史
研
討
曾
論
文
集
』
中
央
研
究
院
近
代

史
研
究
所
、
一
九
八
六
年
。
ま
た
以
下
に
再
録
。
陳
三
井
『
近
代
中
圏
第

局
下
的
上
海
』
東
大
圏
書
公
司
、
一
九
九
六
年
)
。

ハ
お
)
向
克
強
・
劉
海
岩
主
編
『
天
津
租
界
政
禽
研
究
』

位
、
一
九
九
六
年
)
一
一
七
J
一
一
八
頁
。

(

日

山

〉

者

g
a
r
-ロペ
o
y
d
o
G
O
E
z
r陶
S
P
B
E
E
S
-
d
g
o
h

開
A

、
。
同
可
《
同
副
可

F
は

O
H口

ω『
曲
口

mF曲
勺
由
回
白
ロ
】
円
。
向
。

rzpww
入
山
吉
町
、
d.
円白しお

包・
5
3
.
2
N
N
N
G
S
.
2
3
〈

o-・
5
0
w
Z
0・
H
O
B
3・
E
g
n
F
E
E
-

N
w
q
S札
H
r
弓
gwHhthと
行
阿
号
、
匂
RH3h叫

b
s
h叫
』

S
.
3
h
e
N
k
q
h
h宅

叫

4
8
2位
向

HF
内

USHR
ミ

(
C巳
〈
四
円
田
町
可
え
の
丘
一
同

OBF曲
目

ν円
。
同
臼
・

5
S〉
・
小
潰
氏
は
消
防
活
動
と
近
郡
関
係
の
漣
闘
に
つ
い
て
示
唆
し
て

い
る
が
、
次
の
論
文
に
も
鋭
い
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
関
文
斌
同
唱
曲
回

玄

E
∞E
(劉
海
岩
誇
)
「
飢
世
l
天
津
混
混
見
輿
近
代
中
図
的
城
市

特
性
」

(
『
減
市
史
研
究
』
一
七

・一

八
輯
、
ニ

0
0
0年)。

(
ロ
〉
曾
館

・
公
所
に
「
封
建
迷
信
」
の
色
彩
を
見
い
だ
し
た
例
と
し
て
、

馬
敏
・
朱
英
『
俸
統
輿
近
代
的
二
重
一
隻
奏
|
晩
清
蘇
州
商
曾
個
案
研
究
』

(
巴
萄
書
祉
、
一
九
九
三
年
)
一
一
一
一

O
頁
を
掌
げ
て
お
く
。
な
お
以
下
で

も
二

O
世
紀
初
頭
の
意
識
務
化
に
注
目
し
た
。
拙
稿
「
清
末
の
都
市
と
風

俗
|
天
津
史
の
ば
あ
い
」
〈
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
〔
二

O
〕
ア
ジ
ア
の

近
代
』
岩
波
書
庖
、
一
九
九
九
年
)
。二

O
O
O年
二
月
東
京
研
文
出
版

A
5
剣

三

七

三

頁

八

五

O
O園

(
天
津
人
民
出
版
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