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叫
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植

民

レ)

世

界

史

的

二由主

，居、

義

l

l
貧
し
き
も

ω
は
必
や
勝
つ
と
い
ふ
こ
と

l
l
l

言r
I日I

田

f呆

，馬

全
睦
の
目
ざ
す
・
ち
の
は
つ
お
に
部
分
の
日
玄
、
令
、
叉
意
引
刑
げ
ざ
る
も
の
で
あ
る
円
一
部
分
は
其
目
引
ざ
す
v
と
こ
ろ

ド
ト
向
っ
て
誕
む
う
f
p
i
m
新
日
川
は
そ
の
日
5
、3
3
句
し
も
の
に
齢
4
4

相
し
て
ゆ
く
c

生
命
は
成
長
を
求
め
て
死
滅
す

る
。
身
鯉
の
細
胞
は
相
互
に
争
闘
し
て
、
共
結
果
、
相
共
に
後
達
す
る
。
所
謂
理
性
の
校
智
と
一
五
ひ
、
目
的
異
質

の
原
則
と
一
五
ふ
も
の
は
、
皆
こ
れ
を
き
す
。
有
史
以
来
、
植
民
の
努
力
は
不
断
に
行
は
れ
つ
〉
あ
る
。
若
し
こ
れ
を

あ
ま
り
に
超
歴
史
的
な
る
見
方
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
、
突
の
如
〈
い
云
は
う
。
資
本
主
義
国
家
は

す
べ
て
植
民
的
活
動
を
つ
Y
け
つ
〉
め
る
。
此
植
民
的
活
動
と
一
五
ふ
の
念
、
資
本
に
よ
る
自
国
の
政
治
的
優
勢
の
利

用
と
一
五
ふ
こ
と
に
解
す
る
こ
と
と
拘
束
し
て
置
か
う
。
こ
れ
が
植
民
的
活
動
の
最
密
な
る
意
義
で
あ
る
と
主
張
す

る
や
う
な
意
闘
は
少
し
も
在
に
な
い
。
定
義
は
殺
果
の
問
題
で
あ
る
。
何
れ
に
サ
よ
、
植
民
は
白
幽
の
宮
強
の
震

ド
ぃ
、
若
く
ぱ
自
闘
の
資
本
の
蓄
積
を
容
易
に
す
る
震
に
な
さ
れ
る
。
而
も
そ
れ
は
や
が
て
自
己
の
衰
滅
を
、
弱
者

に
よ
る
掛
者
の
克
服
を
伴
ふ
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
植
民
は
つ
ね
に
一
一
白
か
ら
日
比
る
と
、
優
秀
な
る
文
化
の
構
充
全

植
民
の
世
界
鹿
的
意
義

ム，、



植
民
の
世
界
史
的
意
義

ム
ハ
問

意
味
し
て
ゐ
る
。
低
い
文
化
の
民
族
は
つ
な
に
優
れ
た
る
文
化
を
も
つ
も
の
の
植
民
的
活
動
に
よ
っ
て
の
み
、
文

化
の
高
い
段
階
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
ゆ
〈
。
け
れ
ど
も
こ
〉
に
は
さ
う
一
五
ふ
一
面
に
立
入
ら
う
と
す
る
の
で
は
な

し、。
枇
舎
の
進
化
の
内
容
は
一
面
よ
り
見
る
と
き
、
市
に
弱
き
も
の
が
勝
つ
、
と
一
五
ふ
一
の
命
題
に
縮
約
せ
ら
れ
得

岬
中
。
か
り
で
、
貴
族
階
級
の
家
裁
加
減
の
必
然
的
傾
向
を
論
読
し
た
る
ジ
ヤ
コ
ピ
は
、
自
然
は
平
等
を
好
か
に
似

f

、いこ、ノ島
4
p

』

4
/
f
γ
U
昂
土
だ

し
た
る
民
族
と
そ
の
十
分
に
後
蓬
せ
ゴ
る
民
族
な
ど
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
る
こ
と
が
め
る
。

り

'" 
d 〆〉

。

伎
は
も
問
向

rぽ
に
剖
内
に
於
げ
る
明
伎
の
み
で
は
な
'
¥

一
;
l
i
i
!
?
I
F
-
-
J
1
1
1
1

『
士
三
H
n
v
f
u
:
旦
C
L
1

、

E

b

k
書
士
斗

H
t〈
性
陣
地

ι
f

ぞ
れ
は
す

べ
て
人
口
の
自
然
的
増
減
に
闘
す
る
も
の
で
め
っ
た
。
此
自
然
的
精
滅
の
大
勢
に
於
て
.
貴
族
乃
至
支
配
階
級
、

都
曾
、
文
明
圃
は
人
口
減
少
す
る
か
又
は
増
加
の
勢
に
ぷ
く
、
而
し
て
こ
れ
に
封
し
て
弱
者
の
地
位
に
立
つ
も
の

(
被
支
配
階
級
、
農
村
、
文
明
の
遅
れ
た
る
凶
々
)
が
若
し
く
増
加
す
る
。
一
五
は
Y
強
者
の
地
位
に
め
る
も
の
は
早

晩
其
地
位
を
弱
者
の
あ
る
も
の
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
が
}
私
は
か
つ
て
、
若
干
の

統
計
資
料
を
基
礎
に
置
き
つ
〉
主
張
し
た
。

今
、
考
容
を
皐
に
人
口
率
的
の
も
の
に
限
る
こ
と
を
や
め
て
、
更
に
虞
き
見
地
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
岡
内

の
階
級
聞
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
時
格
別
に
注
目
を
ひ
く
に
至
っ
た
見
解
が
あ
る
。
ぞ
れ
は
グ
ィ
Y
ブ

V

エ
ド
・

バ
レ
エ
ト
の
選
良
の
周
流
の
法
別
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
上
層
の
階
級
の
や
が
て
に
波
落
し
て
、
下
層
の
階
級
の

あ
る
も
の
が
こ
れ
に
取
代
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
過
程
の
何
故
に
必
然
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

品t舎lf!~的研究、大正以r刊、 130- I 33Y[ 。



別
に
分
析
を
加
ふ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

十
一
、
三
本
能
的
傾
向
の
複
合
と
も
見
る
べ
き
獲
基

恒
常
性
な
ど

(
不
謹
性
、

と
色
『

E
E
!
|
lこ
れ
が
性
質
そ
れ
か
ら
混
生
せ
ら
れ
た
る
汲
生
陣
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
的
な
る
も
の
と
し
て
の

門広三く丘一
O

ロ
と
の
封
立
に
よ
り
て
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
)
が
階
扱
に
よ
っ
て
分
布
の
駅
鵡
タ
異
に
す
る
こ
と
、
残
基

こ
れ
ら
が
ふ
ー
の
貼
に
聯
関
し
て
明
に
せ
ら

の
差
異
が
如
何
に
革
命
と
密
接
な
る
聯
絡
を
有
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
、

れ
て
ゐ
る
。
同
様
な
る
階
扱
周
流
の
問
題
は
、
極
め
て
求
熟
な
る
も
の
で
は
め
る
が
、
私
色
か
つ
て
、
『
階
経
考
」

の
う
ち
に
、
可
な
り
に
詳
し
く
取
扱
っ
た
ず

こ
〉
に
は
深
く
そ
れ
に
立
入
ら
う
と
思
は
な
い
。
け
れ

E
も
た
Y

こ

れ
だ
け
の
こ
と
を
海
べ
た
い
。
司
一
一
位
舎
の
内
部
の
階
級
問
に
は
、
知
何
な
る
原
因
が
作
用
し
C
ゐ
る
に
せ
よ
、

と
に
か
く
、
膝
史
は
貴
族
の
草
場
で
あ
り
、
上
層
の
階
級
は
柵
火
に
役
務
す
る
。
一
服
脅
か
}
販
一
に
す
る

h
の
の
問
、

印
ち
民
族
相
互
の
聞
に
於
て
も
、
ま
た
同
様
な
る
意
味
の
周
流
炉
行
は
れ
な
か
っ
た
で
め
ら
う
か
。
又
行
は
れ
つ

、、J

な
い
で
あ
ら
う
か
。
な
は
人
類
の
進
化
の
全
躍
を
通
じ
て
、
此
問
題
に
答
へ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

た
V
J

資
本
主
義
の
植
民
的
活
動
の
中
に
か
う
る
階
級
周
流
的
な
る
意
義
を
混
み
と
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
て
ゐ

る
。
取
扱
ふ
内
容
が
直
ち
に
、
資
本
主
義
一
吐
舎
の
経
掛
そ
の
も
の
に
う
つ
る
の
は
こ
れ
が
震
で
あ
る
υ

パ
レ
エ
ト
の
祉
曾
準
が
今
日
フ
ァ
シ
ズ
ム
理
論
白
重
要
な
る
一
基
越
を
な
し
て
ゐ
る
と
と
は
周
知
の
事
責
で
あ
る
ロ
此
結
に
つ
い
て
は
土
ガ
成

美
博
士
者
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
参
照
せ
、
b
る
る
こ
王
を
も
と
む
。
此
選
一
民
周
流
司
理
論
の
与
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
共
叙
辿
が
十
分
に
組
織
的
で
あ
る
と

い
ひ
が
た
〈
、
社
合
目
的
勢
力
の
分
析
に
於
て
訣
く
る
所
が
あ
り
、
従
づ
て
そ
の
よ
暦
活
級
白
概
念
も
極
め
て
漠
然
た
る
も
白
で
あ
る
。
能
力
と
地

位
と
に
於
け
る
そ
れ
ぞ
れ
二
の
優
越
の
混
同
が
な
い
か
と
す
ら
考
へ
る
。
要
す
る
に
、
階
級
の
周
流
に
閥
す
る
パ
レ
エ
ト
白
見
解
は
決
し
て
ま
だ

十
分
な
る
も
の
と
許
し
が
た
い
。

植
民
の
陛
界
史
的
意
義

六
五

ViHn~d() Parelo， Traife de Sociologie Gfmerale， Volume II 1919 ~ 2025~2?5-.2・
pp. 1293-1305 根本潤一郎氏、従舎r~~~説研究、 368--444頁、パレト社合皐
i'~於ける社曾選民の広l流参照。
階級考、初版大iE十二年、 215-2呂自民、改版大正十四年、 147--194頁。
Part:to， op. cit.， p. I304. 4) 



耕
民
白
山
世
界
史
的
意
義

六
六

な
ほ
バ
レ
エ
ト
の
一
般
批
舎
墜
に
づ
い
て
。
前
掲
の
も
の
は
そ
の
初
版
の
併
誇
で
あ
る
。
遺
著
と
し
て
公
刊
せ

ιれ
た
る
莫
再
版
は
一
九
二
一
一
一

年
、
三
巻
と
な
っ
て
ゐ
る
。
三
六
一
二
頁
の
大
著
、
其
晩
年
の
心
血
を
傾
け
圭
出
し
た
る
も
の
で
あ
る
c

。ー..圃.

経
掛
的
な
る
関
係
は
す
べ
て
利
益
の
関
係
で
あ
る
し
、
而
も
相
互
の
利
盆
の
争
奪
が
其
問
に
行
は
れ
て
ゐ
る
と

見
ら
れ
て
ゐ
る
。
事
象
の
表
面
を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
繰
っ
て
ゐ
な
い
。
経
時
は
畢
克
優
勝
劣
敗
の
過
積
で
あ
る

c

中
小
の
資
本
は
大
資
本
必
漏
に
克
服
せ
ら
れ
、
無
産
者
は
資
本
の
錦
に
陸
地
?
ら
れ
る
コ

川
し
い
れ
ど
も
、
此
航
配
掛
、

然
り
、
責
買
と
交
換
と
の
聞
に
も
な
ほ
、
隠
さ
れ
た
る
過
粧
が
め
る
。
ぞ
れ
は
つ
ね
に
、
弱
き
も
の
の
勝
七
う
と

す
る
勢
で
あ
る
。
例
へ
ば
あ
る
海
の
表
面
は
束
に
流
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
の
底
の
流
れ
、
従
っ
て
潮
の
ま
こ
と
の
動

き
は
西
に
流
れ
る
こ
L
L
が
あ
る
。
同
様
に
、
表
面
に
は
優
勝
劣
敗
に
け
が
め
に
つ
く
け
れ
ど
も
、
経
掛
の
勤
き
の

ま
こ
と
の
姿
は
弱
き
も
の
の
勝
利
で
は
な
か
ら
う
か
。
此
底
の
疏
れ
を
七
Y

一
例
に
つ
い
て
見
ょ
う
。

金
本
位
制
度
炉
停
止
せ
ら
れ
、
銀
行
券
が
不
換
紙
幣
と
な
る
に
及
ぺ
ぱ
、
此
紙
幣
は
大
抵
金
に
罰
し
て
滅
慣
す
る

一
般
商
品
に
劃
し
て
も
滅
領
す
る
。
前
者
、
町
ち
特
殊
的
誠
債
は
、
後
者
帥
ち
一
般
的
蹴
債
と
決
し
て

業
率
を
一
に
し
な
い
の
多
〈
の
場
合
に
於
て
は
、
前
者
が
大
に
し
て
後
者
が
小
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
震
替
相

と
共
仁
、

場
の
低
落
(
受
取
勘
定
に
於
て
)
の
割
合
よ
り
も
.
物
債
騰
貴
の
割
合
の
方
が
大
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
此
不

換
紙
幣
闘
は
、
少
く
も
管
分
の
期
間
、
貿
易
の
貼
に
於
て
極
め
て
有
利
の
地
位
に
立
つ
。
金
を
標
準
と
し
て
見
た
る

囲
内
の
物
債
は
割
安
で
あ
る
か
ら
、
輸
出
は
促
進
せ
ら
れ
轍
入
は
阻
碑
せ
ら
れ
る
。
今
ま
で
多
〈
の
不
換
紙
融
問
圃



析出
ト'1.;
弘、が

そ
の
不
利
な
る
経
済
的
地
位
に
拘
は
ら
争
、
よ
く
轍
出
入
の
均
衡
を
保
ち
特
る
の
は
、
か

7
0事
情
じ
L
4
5

と

見
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
最
色
手
近
き
例
讃
は
最
近
の
金
本
位
離
脱
後
に
於
げ
る
英
吉
利
及
び
日
本
で
あ
る
。
こ
と
に

日
本
の
今
年
初
め
頃
の
事
情
に
つ
い
て
見
ょ
う

Q

震
替
相
場
の
下
落
、
郎
ち
聞
の
封
外
債
値
の
下
落
は
六
割
に
及

ん
だ
(
品
川
替
二
十
弗
内
外
)
。
固
の
封
内
債
仮
の
低
落
、
一
五
は
Y
物
債
の
勝
賞
は
二
割
内
外
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。

今
日
に
於
て
は
此
闘
L

き
が
著
し
〈
縮
め
ら
れ
て
は
ゐ
ょ
う
が
、
や
は
り
可
な
り
の
大
3
に
留
ま
っ
て
ゐ
る
。
北
米

合
衆
闘
に
と
っ
て
は

3
う
で
な
い
。
そ
の
金
本
位
離
脱
以
来
、
そ
の
最
も
重
要
な
る
取
引
先
で
あ
る
英
幽
2
の
関

係
に
つ
い
て
見
る
に
、
あ
れ
だ
け
怨
替
下
落
の
努
力
を
携
っ
た
に
拘
は
ら
や
、
鴬
替
の
下
落
は
内
割
に
し
て

E場
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き
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ら
J
V
信
明
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UJ
仕
方
一
し
よ
る

j
r一一事
t
d
r日

金
に
剖

し
て
見
て
も
約
三
割
の
侃
落
と
忠
は
れ
る
。
債
格
の
騰
貴
は
商
品
の
種
類
に
よ
っ
て
著
し
〈
匝
々
で
あ
る
け
れ
ぎ

一
般
物
債
水
準
の
騰
貴
は
ご
れ
よ
り
も
大
で
あ
る
こ
と
は
争
ひ
難
い
。
却
も
北
米
令
衆
圃
は
金
本
位
離
脱

に
よ
っ
て
囲
内
物
債
引
上
の
目
的
を
若
干
遣
し
得
だ
に
し
て
色
、

歩
を
獲
得
し
た
と
は
云
ひ
が
た
い
。
金
本
位
離
股
に
よ
っ
て
受
け
得
ら
る
る
一
般
的
利
盆
に
均
需
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
と
も
云
び
得
る
。
日
本
の
得
た
る
所
を
北
米
合
衆
国
の
得
な
か
っ
た
理
由
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。

ぐ
れ
に
よ
り
て
調
外
貿
易
上
、
有
利
な
る
地

終
梼
的
に
見
て
、
前
者
の
弱
〈
後
者
の
強
き
が
故
で
あ
る
。
見
え
、
ぎ
る
力
は
作
用
し
て
弱
き
も
の
を
有
利
な
ら
し

め
、
強
き
も
の
を
不
利
な
ら
し
め
る
。
日
本
は
匡
救
漁
算
に
基
〈
赤
字
会
債
に
よ
っ
て
財
政
の
前
途
を
危
ま
れ
、

又
満
洲
上
海
の
事
盛
に
よ
っ
て
財
政
不
安
が
愈
E
加
は
る
も
の
と
見
ら
れ
、
加
之
、
聯
明
凪
脱
退
に
よ
っ
て
葉
国
際

植
民
の
世
界
史
的
意
義

六
七



杭
氏
の
附
界
史
的
品
F1義

六
八

的
地
位
が
悲
観
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
事
情
の
活
に
、
日
本
の
品
川
替
は
議
想
以
上
に
低
落
し
亡
。
勿
論
、
貿
易
業

者
金
融
業
者
の
試
み
h
L
る
資
本
続
出

ω
努
力
の
影
響
も
ま
た
者
過
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
反
し
て

北
米
合
衆
国
の
掛
川
替
相
場
は
、
ぞ
の
園
内
の
物
慣
騰
貴
に
も
拘
は
ら
十
、

そ
の
鯨
蹄
的
貿
カ
に
封
す
る
信
頼
の
故

に
、
又
有
刺
な
る
幽
際
貸
借
の
故
に
、
低
落
の
程
度
が
比
較
的
に
小
で
あ
る
。
園
際
経
掛
的
信
用
の
差
異
が
潟
替

の
侃
落
の
上
に
か
〉
る
来
具
令
生
じ
た
の
で
あ
る
と
一
五
ひ
得
る
。
金
本
位
離
脱
は
北
米
合
衆
凶
の
貿
易
上
の
地
位

か
改
善
ω
l
A
r
、
戒
は
若
干
し
ヴ
ん
か
ι
机
下
什
〕
し
め

u

心、

c
l
L
T山
J
川
町
と
，

n'叉ぺ
r
h
p
D
O

4
d
p
e
H
l
t
J
r
t中
山

ず

じ

〈

'
』
・
弘
中
J
A
M
-一一
J

二
一
j
h
M
副
い
!
?
!
と
い
一
z

!寸
4
I
h
f
r
Jノ

J

U
批
も
告
白
3
5
1

噌

-
e

，、

十
t
ム
μ

ぞ
れ
は
弱
き
が
故
で
あ
る
。

弦
に
誠
一
べ
た
る
と
こ
ろ
は
、
米
闘
が
金
の
買
入
債
格
を
引
上
げ
傍
替
低
落
の
競
宇
に
於
て
桃
戦
的
態
度
に
山
刊
で
た
る
に
拘
は
ら
ず
、
園
内
物
債

の
引
上
に
そ
れ
が
さ
し
て
役
に
立
た
ぬ
と
云
E
J

最
注
目
事
態
に
説
奇
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
此
人
知
的
方
策
担
ま
と
と
の
結
果
如
何
は
未
だ
明
に

な
り
得
な
い
所
D
将
来
の
こ
主
が
、
b
で
あ
る
。
こ
れ
に
附
帯
し
て
、
大
戦
官
時
を
考
へ
る
。
日
木
の
物
債
は
十
五
割
も
聡
貴
し
た
る
と
寺
、
金
の

際
貢
は
一
割
鈴
り
(
一
匁
白
地
金
債
格
五
回
七
十
銭
)
で
あ
っ
た
。

hm論
、
外
凶
も
不
挟
紙
幣
凶
と
な
っ
て
ゐ
る
場
合
に
於
て
は
、
封
外
償
値
の
低

落
と
金
紙
白
閲
曹
(
特
殊
的
減
慣
)
と
を
同
一
一
服
す
べ
き
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
金
紙
の
聞
き
の
か
〈
主
で
小
で
あ
ヲ
た
こ
主
は
法
自
に
値
す
る
。

こ
れ
は
常
然
、
世
界
を
通
じ
て
の
金
の
債
格
白
低
位
に
あ
ヲ
た
事
に
原
因
す
る
で
あ

b
ぅ
。
而
も
、
こ
の
こ
と
が
世
界
を
通
じ
て
金
本
位
か
ら
の

離
脱
白
行
は
れ
た
こ
と
の
結
果
で
は
な
か
ヲ
た
ら
う
か
。
此
事
情
を
考
へ
る
と
、
近
寄
将
来
に
於
て
若
し
、
残
存
す
る
金
本
位
固
が
す
べ
て
金
本

位
を
離
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
金
白
一
恨
格
が
今
日
円
高
さ
を
(
例
へ
ば
日
本
に
於
て
、
故
人
闘
に
於
て
他
の
商
品
債
格
と
劉
比
せ

L
め

て
み
る
場
合
)
維
持
し
う
る
か
如
何
。
そ
こ
に
問
題
が
浅
さ
れ
て
ゐ
る
と
忠
ふ
。
こ
の
勤
に
つ
い
て
は
ま
だ
、
何
等
の
考
築
を
も
下

L
得
て
ん
な

い
。
た
だ
問
題
を
掲
げ
て
後
日
を
ま
っ
。

弱
き
も
の
の
-
打
ち
か
っ
過
程
は
植
民
的
活
動
に
於
て
更
に
頴
著
で
あ
る
。
資
本
主
義
生
産
の
愛
達
は
、
周
知
の

如
〈
、
あ
る
段
階
に
達
す
る
や
、
販
路
の
狭
小
に
苦
し
む
。
こ
の
困
難
を
打
開
す
る
震
に
は
新
し
き
販
路
、
従
っ
て
新



し
き
市
場
炉
開
拓
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
開
拓
を
最
も
有
放
な
ら
し
か
る
震
に
政
治
的
優
勢
が
利
用
せ
ら
れ
る
c

か
く
し
て
商
品
の
検
出
が
多
く
は
文
化
の
未
だ
十
分
に
発
達
せ
ま
る
地
域
に
封
し
て
行
は
れ
る
。

け
れ
ど
色
車
に

か
の
闘
難
は
十
分
に
救
は
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
な
る
ほ
ど
資
本
主
義

商
品
は
買
取
ら
る
る
に
し
て
も
ま
た
封
慣
が
受
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
幽
内
の
生
産
物
の
販
路
を
狭
小
に

針
等
な
る
責
門
真
交
換
を
行
ふ
の
み
に
て
、

し
な
い
で
あ
ら
う
か
。

資
本
の
利
中
引
い
か
ら
見
れ
ば
、
か
う
一
仁
ふ
る
。

相
手
か
ゐ
買
取
る
も
の
は
、
多
く
は
原
料
で
あ

る
。
こ
れ
を
低
い
債
格
に
於
て
買
取
る
o

勿
論
J

め
る
場
令
に
は
無
償
に
近
き
債
格
に
於
て
掠
取
す
る
。
自
己
の
生

産
物
hd-
高

iwHれ
ば
、
航
者
な
日
利
潤
fT
枇
め
得

n

也
、
一
原
料
の
生
産
者
は
園
内
に
於
け
る
第
一
一
一
者
(
資
本
家
で
も

労
働
者
で
も
と
い
)

で
ふ
る
。

実
沈
滞
は
一
泳
〈
一
刷
λ
3
L
-
こ
で
リ
で
は
む
い
。
に
い
・
山
只
予
部
九
一
拍
民
的
活
動
の
骨
身

の
側
が
ま
(
生
産
物
を
以
て
、
ま
た
実
貨
幣
矛
以
て
資
本
主
義
的
商
品
を
買
取
り
う
る
の
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
る
。

資
本
の
蓄
積
は
進
行
す
る
。
そ
れ
ゆ
る
市
に
新
な
る
方
法
が
は
じ
ま
弓
。
印
占
円
資
本
そ
の
も
の
の
輸
出
、
及
び
こ
れ

に
伴
ふ
資
本
財
の
轍
出
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
方
資
本
主
義
は
其
資
本
蓄
積
の
過
程
を
障
碍
な
く
走
行
す
る
。
而

も
こ
の
こ
と
は
如
何
な
る
結
果
を
生
じ
て
ゆ
〈
で
あ
ら
う
か
。

資
本
主
義
副
白
檀
に
於
け
る
事
態
の
進
行
。
前
遁
の
逼
程
が
失
敗
な
く
並
行
す
る
と
き
に
は
、
国
民
所
得
、
別

し
て
責
本
利
潤
炉
問
断
な
く
宿
加
す
る
。
闘
民
所
得
の
増
加
す
る
場
合
、
崎
労
働
所
得
が
こ
れ
に
比
例
し
て
増
加
す

る
と
は
云
は
れ
得
な
い
け
れ
ど
も
、
勢
力
闘
係
が
奥
へ
ら
れ
た
る
色
の
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
あ
る
程
度
ま
で
培

加
し
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
は
植
民
的
活
動
に
於
て
成
殺
し
た
る
闘
に
於
け
る
ほ
ど
頴
著
で
あ
る
。
英
士
ロ
利
の
崎
労
働

植
民
の
世
界
史
的
意
義

F、
丸



植
民
自
世
界
史
的
意
義

七
O

者
が
融
労
働
貴
族
の
名
稗
を
輿
へ
ら
れ
七
の
一
は
其
著
し
き
一
例
で
あ
る
。
資
本
家
の
利
潤
が
増
加
し
、
其
生
活
程
度

一か
4
r
ん
十
ん
と
高
ま
り
ゆ
く
場
合
に
、
勢
働
者
の
生
活
の
み
が
愈
1

低
下
す
る
と
一
五
ふ
こ
と
は
、
あ
り
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
少
〈
も
一
八
五

C
年
か
ら
大
戦
前
に
至
る
ま
で
は
、
勢
銀
が
極
め
て
徐
々
で
改
め
る
に
し
て
も
賓

質
的
に
見
て
騰
貴
し
た
る
時
代
で
あ
る
。
或
は
此
賓
質
的
騰
貴
を
以
て
、
時
労
働
者
の
閤
結
の
作
用
に
蹄
寸
る
も
の

も
め
る
。
そ
れ
は
さ
う
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
利
潤
の
増
加
が
此
闘
精
密
刺
激
し
助
長
し
た
と
し
に
な
ら
ば
、
勢
働

所
特
mw
幣
加
は
県
十
覚
、
帯
々
な
る
段
階
形
船
に
於
り
る
揃
民
的
活
動
の
結
果
で
あ
ら
う
c

資
本
主
義
国
白
煙
に
於
け
る
事
態
の
進
行
の
他
の
一
は
、
資
本
主
義
文
化
の
園
内
に
於
け
る
浸
潤
で
あ
る
。
資

本
主
義
は
一
方
に
於
て
あ
く
ま
で
合
理
主
義
で
あ
h
、
理
知
打
算
の
上
に
立
つ
。
他
方
に
於
て
、
ュ
、
れ
は
貰
買
の

原
理
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
貰
買
に
於
て
人
人
は
あ
く
ま
で
封
等
者
と
し
て
た
も
、
人
格
の
全
部
を
保
留

し
て
僅
に
物
財
そ
の
も
の
を
交
渉
せ
し
む
る
態
度
を
と
る
。
後
者
必
人
人
の
枇
曾
的
閥
係
争
-
直
接
に
封
等
な
る
も

の
と
見
せ
し
り
る
傾
向
を
蓑
ふ
。
責
買
の
交
渉
の
頬
繁
な
る
だ
け
此
作
用
は
助
長
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
。
合
理
主

義
の
態
度
が
人
聞
の
開
係
に
及
ぷ
と
き
、
人
人
は
盲
目
的
に
、
自
愛
的
に
従
属
し
ま
い
左
す
る
。

t
y
輿
へ
ら
る

る
範
固
に
於
て
奥
へ
よ
う
と
す
る
。
一
五
は
Y
交
換
の
原
理
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
に
至
る
。
民
主
主
義
政
治
は
こ

の
傾
向
の
一
表
現
た
る
に
過
ぎ
ぬ
。
民
主
的
気
風
は
資
本
主
義
文
化
の
一
性
格
で
あ
る
。

加
之
、
資
本
主
義
文
化
の
最
も
重
き
を
置
く
と
こ
ろ
は
自
然
の
克
服
で
あ
る
。
知
識
は
カ
で
あ
る
。
此
知
識
に

よ
っ
て
自
然
は
克
服
せ
ら
れ
、
生
活
内
容
は
高
め
ら
れ
生
活
様
式
は
利
便
を
加
へ
た
。
け
れ
ど
も
、
此
過
程
が
進



め
ば
進
む
ほ
ど
、
自
己
は
愛
惜
せ
ら
れ
る
。
危
険
は
さ
げ
ら
れ
，
岡
難
は
遠
ぎ
け
ら
れ
る
。
安
逸
k
快
適
と
が
塔

加
す
る
。
在
は
今
日
と
い
へ

E
色
、
重
工
業
努
働
者
の
州
労
働
の
苦
痛
の
如
何
に
は
げ
し
き
か
を
知
ら
ぬ
わ
け
で
は

な
い
。
た
ヲ
こ
の
こ
と
が
少
〈
も
責
本
家
に
つ
い
て
云
は
れ
う
る
し
、
而
し
で
そ
れ
が
資
本
主
義
文
化
の
基
調
を

な
す
乙
と
、
こ
の
基
調
が
漸
実
に
一
祉
舎
一
般
の
風
潮
を
な
す
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
。

••. 
---

節
セ
一
見
め
て
、
植
民
的
活
動
が
詩
文
身
の
側
に
如
何
な
る
結
果
営
も
た
ら
す
か
み
ぜ
考
へ
ょ
う
。
比
受
身
の
剛
一
い
あ

る
色
の
の
最
も
定
型
的
な
る
・
ち
の
は
所
謂
植
民
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
即
資
本
主
義
闘
の
政
約
的
市
慨
勢
が
受

れ
対
の
地
域
問
時
(
剛
山
永
又
は
民
館
〕
'T
臼
凶
の
資
本
の
潟
に
利
用
す
る
ば
か
7
で
な
'
¥
他
の
資
本
主
義
酬
の
勢
力

却
ち
同
様
な
る
態
度
を
排
除
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
植
民
的
活
動
は
必
中
し
も
か
〉
る
排
除
に
ま
で
到
達
す
る
も

の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
隣
邦
支
那
に
罰
す
る
各
列
強
の
以
前
の
鵡
度
の
中
に
は
か
出
る
排
除
の
要
求
は
あ
っ
た

に
し
て
色
、
排
除
ぽ
賞
現
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
は
ら
争
、
各
国
の
政
治
的
優
勢
は
自
国
の
資
本
を
後

援
し
て
こ
れ
を
有
利
の
地
住
に
立
た
し
め
て
ゐ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
、
支
那
は
各
闘
の
植
民
的
活
動
の
は
け
口
、

集
中
貼
で
あ
っ
た
と
も
一
五
へ
る
。
比
考
方
合
お
し
進
め
る
な
ら
ば
、
日
本
に
於
て
す
ら
、
か
つ
て
は
植
民
的
活
動

が
試
み
ら
れ
た
と
云
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。

き
て
、
受
身
の
側
に
於
け
る
影
響
も
大
韓
に
於
て
二
で
あ
る
。

一
は
そ
の
経
静
生
活
に
於
け
る
影
響
。
資
本
主

義
幽
か
ら
の
商
品
の
檎
入
は
新
し
き
世
界
を
数
へ
た
。
例
へ
ば
日
本
に
は
じ
め
て
、
嘩
砲
や
時
計
や
眼
鏡
ゃ
、
硝
子

楠
民
の
世
界
奥
的
意
義

七



植
民
の
世
界
史
的
煮
義

刊二

が
轍
入
せ
ら
れ
た
と
き
、
我
等
の
先
代
の
人
た
ち
は
如
何
な
る
態
度
を
以
て
こ
れ
に
到
し
た
で
め
ら
う
か
。
割
払
は

久
能
山
の
東
照
宮
に
於
て
家
康
の
遺
物
を
見
、
そ
の
中
に
眼
鏡
、
鉛
筆
、
時
計
を
認
め
得
に
る
と
き
に
、
彼
の
老

英
雄
の
胸
中
に
湧
き
出
で
た
る
小
供
の
如
き
好
奇
心
、
究
理
欲
を
想
望
し
て
微
笑
す
る
こ
と
を
禁
じ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
何
れ
と
も
め
れ
.
商
品
の
轍
入
に
よ
っ
て
芽
生
ヘ
に
る
究
理
欲
乃
至
摸
倣
の
要
求
に
到
し
て
は
更
に
新
し

き
資
料
が
輿
へ
ら
れ
る
。
資
本
財
の
轍
入
に
よ
っ
て
積
々
な
る
生
産
の
設
備
が
調
達
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
と
共
に
新

)
k
r
技
術
、
新
し
さ
科
闘
却
が
取
り
入
れ
ら
れ
人

2
0

勿
論
説
倣
、
官
訓
…

ω
一
お
じ
以
相
官
川
町
議
月
一
T
必
要

t
uで
ん
£
る

で
あ
ら
う
。
け
れ

E
も
早
晩
、
時
一
か
来
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

J

資
本
輸
入
の
十
分
に
行
は
れ
た
る
後
に
於
て
、
受

身
の
剛
、
云
は
Y
後
進
国
に
於
け
る
生
産
の
設
備
が
十
分
に
肱
放
逐
す
る
、
こ
れ
を
運
用
す
る
技
術
も
そ
こ
で
十
分

に
習
得
せ
ら
れ
る
。
種
々
な
る
方
面
に
於
て
は
、
新
な
る
生
産
方
法
の
接
見
す
ら
も
そ
こ
で
漸
衣
に
行
は
れ
る
。

他
の
影
響
は
資
本
主
義
文
化
の
浸
潤
で
あ
る
。
資
本
主
義
国
自
鯉
内
に
於
て
、
支
配
階
級
の
文
化
で
あ
る
資
本

主
義
文
化
が
下
層
に
ま
で
浸
潤
す
る
が
如
く
、
頻
繁
な
る
交
通
、
密
接
な
る
接
胸
、
及
び
強
者
の
も
つ
威
光
の
故

に
、
資
本
主
義
文
化
は
後
進
国
に
ま
で
入
h
ノ
こ
か
。
別
し
て
、
一
世
曾
聞
係
に
闘
す
る
傾
向
主
張
、
例
へ
ば
民
主
的

傾
向
の
如
き
は
、
其
控
透
比
較
的
に
容
易
で
め
る
。
こ
れ
は
複
雑
な
る
推
理
と
般
密
な
る
考
察
と
を
要
す
る
事
理

の
如
〈
、
又
卓
越
せ
る
能
力
と
洗
錬
せ
ら
れ
た
る
趣
味
と
を
要
す
る
華
街
の
如
く
、
輸
入
す
る
品
川
の
岡
難
が
大
で

な
い
。
明
治
の
初
年
、
民
樫
自
由
の
思
想
、

月
ペ
ン
サ
ア
の
皐
設
が
如
何
な
る
熱
意
を
以
て
迎
へ
ら
れ
た
る
か
を

想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
資
本
主
義
幽
に
於
て
醗
酵
す
る
と
こ
ろ
の
利
盆
枇
舎
的
気
風
は
漸
次
に
後
進



闘
に
植
ゑ
つ
け
ら
れ
る
。
物
質
的
商
品
の
轍
入
は
必
や
文
化
、
傾
向
、
別
し
て
利
益
枇
舎
の
轍
入
を
伴
っ
た
。

利
盆
枇
合
化
の
傾
向
が
如
何
に

7
A
F
平
等
化
の
傾
向
と
密
接
に
吐
仰
が
づ
い
て
ゐ
る
か
、
又
資
本
主
義
井
一
利
金
枇
曾
化
と
が
如
何
に
密
接
に
結

び
ワ
い
で
ゐ
る
か
。
こ
れ

ιの
監
に
つ
い
て
は
い
〈
た
び
か
詳
論
し
た
。
此
世
に
う
い
て
、
木
論
白
説
明
白
十
分
で
な
い
駐
が
あ
る
な
、
b
ぱ
、
そ

れ
ら
の
以
前
白
著
書
に
ヲ
い
て
凡
ら
る
る
こ
と
を
望
む
。

上
に
遁
ベ
た
る
雨
方
面
の
影
響
を
照
し
合
せ
て
考
へ
る
し
L

、
植
民
的
活
動
が
究
極
に
於
て
如
何
な
る
結
果
に
到

遣
す
る
か
は
明
に
せ
ら
れ
る
と
思
ふ
。
け
れ
ど
も
、
誌
に
深
く
立
入
ち
得
な
い
一
知
に

J

つ
い
て
若
干
の
附
吾
一
日
?
試

永

/

・

司

、

0

4
r
e

キ
j
p
w

被
民
的
活
動
の
受
身
に
立
つ
も
の
、
一
広
は
V
A

最
陳
列
義
に
於
げ
る
被
柏
民
者
は
そ
の
文
化
的
地
伎
か
ら
凡
て
、
又

式
集
倒
的
買
力
(
別
L
て
人
口
)
の

f
か
ら
見
て
種
々
の
色
の
で
あ
り
得
る

J

前
に
遁
ぺ
た
る
が
如
、
き
影
響
を
十
分

に
受
け
得
る
'
ち
の
は
、
割
合
に
高
き
岡
有
の
文
化
を
有
す
る
志
の
で
あ
り
、
叉
相
営
に
大
な
る
人
口
を
有
し
、
従

っ
て
こ
の
人
口
を
今
ま
で
養
ひ
得
た
資
源
ぞ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
め
去
り
に
低
く
、
人
口
あ
ま
り
に
少
き

も
の
は
、
文
明
人
と
の
接
鯛
に
よ
っ
て
一
腰
1

消
滅
す
る
。
結
核
梅
毒
等
の
如
き
侵
入
病
毒
の
犠
牲
と
な
る
か
、
又

は
不
毛
の
地
方
に
追
ひ
つ
め
ら
る
る
か
、
又
は
某
他
の
勝
一
迫
の
品
川
に
衰
己
す
る
。
従
っ
て
前
越
の
影
響
は
た
三
文

化
の
相
営
に
高
い
地
位
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

コ
ス
ト
は
か
つ
て
、

こ
れ
に
似

た
る
こ
と
を
生
物
に
つ
い
て
通
べ
て
ゐ
る
。
生
物
の
進
化
の
段
階
に
於
け
る
差
異
あ
ま
り
に
甚
し
き
も
の
の
混
和

は
生
殖
能
力
め
る
子
孫
を
作
り
得
ぬ
の
に
反
し
、
差
異
の
小
な
る
'
も
の
の
滋
和
は
甚
だ
良
好
な
る
結
果
を
う
か
。

椀
民
の
世
界
克
的
意
義

じ

枇曾経消器系社舎関係。帯F究、 大iE十五年干I}; ::;;(ヌドオー義の杭合皐的考察、
(日本評論枇)、第十八巻、昭和三年円、 95-.-1175-.(。
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一五は
Y
文
化
の
交
叉
に
よ
る
創
造
(
2
D
E
l
f
t
-
E
E
G
-
M
C『
口
三

E
g叫
が
進
行
す
る
。
こ
の
コ
ス
ト
一

ω
主
張
は
、
今

の
勤
に
考
へ
合
せ
て
見
る
と
き
、
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
今
立
入
り
で
論
じ
得
な

。

四

私
は
直
に
結
論
に
導
主
、
つ
べ
き
前
提
?
の
ぺ
た
。
結
論
伝
導
き
出
す
こ
と
ば
容
易
で
ふ
る
。
け
れ
γ
」
も
、
此
結

3
h
A込
町
じ
材
中

)
A
r
一
ド
ヘ
一
工

ι
、
7
P
J
-
:
〕

4

0

1

J

山

川

O

1
1
4
剥
ぞ
務
U
v
q民
U
1
P
M
4
P小

L
e
i
手

J
I
R
-
-
一日

AJA

F浦、
)
J
ト
i
-
f
l
o
v
J
H弘
仕
判

p
h
T
S叫
ノ

I
J
J
J

こ
入
J

F

1

E
L
-
づ
7
f
1
4
#
I
t
-
-二
百

1
引
T
“
〈
中

J
x
u
l

ジ
ム
ラ
ム
ア
リ
イ
舎
商
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
る
か
。

印
度
産
業
の
自
衛
的
要
求
と
一
五
ふ
こ
と
を
切
り

は
な
し
て
云
へ
ば
、
そ
れ
は
英
倒
産
業
の
悲
鳴
で
あ
り
、

日
本
産
業
に
封
す
る
屈
服
で
も
あ
る
。
然
ら
一
ぱ
日
本
産

業
の
こ
の
優
越
的
地
位
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
か
。

か
つ
て
我
財
界
に
於
け
る
有
力
者
は
日
本
伝
以
て
慢
性
轍
入
超
過
の
固
で
あ
る
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
の

事
買
に
つ
い
て
見
る
と
き
、
謀
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
大
戦
最
中
の
数
年
ぞ
除
い
て
一
五
へ
ば
蓮
年
入
超
に
失
ャ
に

入
超
を
以
て
し
、
圃
際
牧
支
の
決
捕
は
外
債
と
償
金
と
若
干
の
貿
易
外
牧
入
と
を
以
て
辛
う
じ
て
つ
け
ら
れ
て
ゐ

る
事
情
に
あ
る
。
乙
の
己
と
は
勿
論
一
部
分
、
犬
戦
の
景
気
時
代
の
生
活
の
高
上
に
負
ふ
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ

れ
に
論
及
す
る
こ
と
は
今
の
仕
事
で
は
な
い
。
果
し
て
日
本
の
産
業
は
轍
出
ぞ
以
て
轍
入
ぞ
償
ひ
得

F
る
ほ
ど
に

劣
等
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
。
思
ふ
に
事
賞
は
決
し
て
き
う
で
は
な
い
。

日
本
は
産
業
後
遺
の
あ
る
段
階
に
ゐ

た
た
め
に
、
此
段
階
の
特
徴
『
と
し
て
必
然
的
に
轍
入
超
過
の
賊
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
浦
賀
漕
頭
の
黒
舶
は
ベ

Coste， Le facteul 社舎撃原理、一二六二頁;'Va叫 Pl1T.f: Sociology， p. 2:3i' 
population etc. Revuc:: internatiollale de 5ociolog:ie， IC)())[. 
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U
Y

リ
ノ
が
気
ま
ぐ
れ
に
迷
び
こ
ん
だ
の
で
ほ
な
い
。
欧
米
資
本
主
義
が
外
部
市
場
開
拓
の
努
力
の
一
表
現
に
外
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
欧
州
大
戦
に
至
る
ま
で
の
日
本
は
ま
づ
欧
米
資
本
主
義
商
品
の
需
要
者
で
あ
り
、

つ
い
で

其
資
本
の
需
要
者
で
ゐ
っ
た
。
若
干
の
特
産
(
生
称
、
茶
)
や
、
軽
工
業
的
加
工
品
の
轍
出
を
以
て
し
で
は
、
連
年
ぴ

き
つ
ヨ
き
増
大
す
る
資
本
財
の
債
格
を
償
ふ
ぺ
〈
'
も
な
か
っ
た
。
欧
洲
大
戦
に
よ
っ
て
欧
洲
資
本
主
義
商
品
の
轍

入
が
た
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
時
機
が
か
ぎ
ら
れ
た
や
う
に
見
え
た
の
も
し
ば
ら
く
、
開
東
大
震
災
に
よ
る
物
資

の
柏
駅
乏
は
な
ほ
轍
入
超
過
の
時
機
を
長
び
か
ぜ
た
。
漸
〈
一
九
二
九
年
以
来
の
恐
慌
に
入
っ
て
か
ら
方
向
の
樽
換

が
は
じ
ま
り
か
〉
っ
た
。
而
し
で
や
っ
と
金
再
禁
止
の
結
果
と
し
て
、
ム
ー
や
完
全
に
輸
入
超
過
の
状
態
診
股
し
ょ

う
と
い
て
ゐ
る
c
川
し
C
日
本
成
荒
の
世
界
的
杭
蹴
の
時
期
が
始
ま
ら
む

1
し
つ
う
あ
る
。
慢
性
的
輸
入
超
過
の
状

態
に
あ
っ
た
の
は
日
本
の
産
業
が
外
闘
貴
本
の
援
助
に
よ
っ
て
愛
遣
し
つ
〉
あ
る
過
程
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

今
や
か
〉
る
後
這
過
程
は
す
で
に
完
成
に
達
し
た
。
日
本
の
産
業
は
今
や
、
欧
米
資
本
主
義
の
そ
れ
を
凌
駕
し
よ

う
と
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
一
面
か
ら
考
へ
る
と
、
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
我
圃
民
の
特
別
に
優
秀
な
る
技
能
性
格

の
結
果
で
あ
ら
う
か
、
従
っ
て
ど
こ
ま
で
も
永
績
性
を
も
つ
も
の
で
あ
ら
う
か
。
在
は
き
う
考
へ
な
い
。
轍
入
超

過
か
ら
の
轄
回
は
少
年
が
成
長
し
て
大
人
と
な
る
ほ
ど
に
自
然
な
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

人
人
は
日
本
の
産
業
の
最
近
に
於
け
る
隆
昌
を
見
て
、
こ
れ
が
原
凶
を
求
め
る
。
こ
れ
が
原
因
と
し
て
数
ム
ペ

き
も
の
に
は
三
め
る
。

一
は
翁
替
の
低
落
で
あ
る
。
二
は
設
備
の
改
善
、
別
し
て
不
出
時
代
に
行
は
れ
た
る
、
而
し

て
金
解
禁
か
ら
の
打
撃
に
よ
っ
て
強
化
せ
ら
れ
た
る
合
理
化
で
あ
る
。
三
は
最
-B
根
本
的
な
る
色
の
で
あ
る
、
そ

植
民
白
世
界
奥
的
意
義
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植
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七
六

れ
は
即
ち
生
活
標
準
の
低
さ
、
従
っ
て
持
銀
の
低
3
で
あ
る

u

所
謂
新
恥
川
和
九
ヤ
じ
あ
"
。
。
然
一
替
低
落
の
影
響
は
重
要

で
は
め
る
け
れ
ど
も
根
本
的
の
も
の
で
は
な
い
。
合
理
化
は
他
の
資
本
主
義
幽
に
於
て
も
戸
別
し
て
米
濁
に
於
て
)

徹
底
的
に
行
は
れ
た
、
日
本
の
努
力
は
日
本
の
設
備
佐
世
界
各
国
並
に
改
善
せ
し
め
た
と
一
首
ふ
に
止
ま
る
で
あ
ら

ぅ
。
決
定
的
な
る
も
の
は
、
こ
れ
が
政
策
的
に
見
て
、
道
徳
的
に
見
て
、

い
b

に
せ
よ
、
わ
る
い
に
せ
よ
、
低
勢

銀
で
あ
る
。
か
く
見
て
来
る
と
日
本
の
産
業
的
勝
利
の
意
味
を
讃

υこ
と
が
出
来
る
。

日
本
・
は
永

t
怖
民
的
活
動
の
針
象
引
し
あ
っ
た
。
欧
米
資
本
主
義
の
商
品
と
資
本
と
の
吐
け
口
℃
庇
う
た
む

i} 

III 

ど
も
そ
の
結
果
p

と
し
て
、

日
本
の
産
業
は
十
分
な
る
資
本
主
義
的
設
備
を
整
ふ
る
こ
と
が
出
来
た
。
此
陣
容
は
欧

洲
大
戦
に
入
っ
て
ほ
ぼ
整
へ
ら
れ
、
近
時
の
潟
替
の
低
落
に
よ
っ
て
完
成
し
た
と
一
五
ひ
得
る
。
然
る
に
、
後
遺
闘

の
常
と
し
て
、
そ
の
生
活
は
簡
素
で
あ
り
、
持
銀
は
若
し
〈
低
悲
十
で
め
る
。
事
業
に
よ
っ
て
は
勢
働
の
龍
葎
に
於

て
十
分
で
な
い
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
勢
銀
の
低
率
は
優
に
こ
れ
を
償
ひ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
而
も
こ

の
こ
と
は
、
花
見
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
民
の
特
有
な
る
能
力
を
ま
九
て
、
又
そ
の
特
有
な
る
民
族
精
神
の
カ
に
よ

っ
て
、
生
じ
た
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
だ
、
資
本
主
義
の
後
達
、
植
民
的
活
動
の
進
行
の
必
然
が
も
だ
ら
し
て
来

に
あ
る
段
階
の
事
買
に
外
な
ら
ぬ
。

前
に
逃
べ
た
る
事
情
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
後
蓬
は
植
民
的
活
動
を
促
が
し
、
植
民
的
活
動
は
其
受
身
に
立

つ
も
の
の
側
に
於
げ
る
産
業
設
備
を
完
成
せ
し
め
る
。
資
本
主
義
国
に
於
げ
る
生
活
標
準
の
高
く
、
持
銀
の
高
位

に
あ
る
以
上
、
而
し
て
能
傘
の
知
に
於
け
る
差
異
が
減
少
し
て
ゆ
く
以
上
、
二
者
の
問
に
産
業
上
の
競
守
は
行
は



れ
、
同
等
の
設
備
と
低
廉
な
る
持
銀
と
そ
以
て
生
産
し
得
る
色
の
が
勝
利
金
得
る
に
至
る
こ
と
は
、
自
然
の
勢
で

か
く
し
て
、
植
民
的
活
動
に
於
て
受
身
に
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
植
氏
地
た
る
と
否
と
に
論
な
〈
、
産
業

あ
る
。

後
建
の
め
る
段
階
ま
で
は
必
然
的
じ
慢
性
の
轍
入
超
過
一
同
一
で
あ
り
、
や
が
て
は
必
や
轍
出
超
過
、
先
誕
圃
座
迅
の

態
度
に
韓
中
ペ
き
宿
命
を
も
っ
。

在
は
経
掛
の
貼
を
の
み
謹
べ
て
来
た
。
簡
単
γ
れ
で
は
あ
る
が
他
の
方
面
を
考
へ
ょ
う
。
前
述
の
如
〈
植
民
的
活

動
の
逆
行
は
畢
克
植
民
地
及
び
楠
民
地
な
ら
ゴ
る
受
身
の
民
族
に
民
主
的
利
盆
枇
合
的
傾
向
を
植
42
つ
け
ろ
。
こ

れ
が
如
何
な
弓
結
果
公
・
も
た
ら
す
や
は
除
、
円
に
明
白
で
あ
る
。
受
身
の
も
の
、
別
し
て
植
民
地
は
此
傾
向
ド
駆
ら

ふ
る
結
果
、
叫
同
に
封
す
る
湖
立
、
少
〈
も
日
前

T
特
ょ
う
L
f
寸
る
つ
午
、
の
斜

ιは
持
丸
的
反
抗
的
作
戦
仁
凶
行
一
る

を
常
と
す
る
。
資
本
主
義
的
文
化
の
浸
潤
深
け
れ
ば
深
き
ほ

H

と
此
傾
向
は
其
カ
を
加
へ
る
。
此
傾
向
乃
至
運
動
は

経
梼
的
蒋
換
を
ま
ち
て
強
化
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
。
植
民
地
の
産
業
が
漸
〈
進
歩
し
、
資
本
主
義
国
の
そ
れ
主
同

列
に
達
す
る
に
及
べ
ば
、
ん
ー
や
寵
掛
的
方
面
に
於
て
依
存
し
依
頼
す
る
と
こ
ろ
は
盆

t
乏
し
く
な
る
。
母
国
の
束

縛
を
脆
し
よ
う
と
す
る
要
求
は
盆
1

加
は
る
は
や
で
あ
る
。
而
じ
て
、
長
い
時
期
を
と
っ
て
考
ふ
る
と
き
に
は
必

ゃ
・
次
の
如
き
事
情
も
あ
ら
は
る
る
で
あ
ら
う
。
植
民
地
の
側
に
於
て
は
生
活
標
準
の
未
打
高
か
ら
.
さ
る
が
震
に
、

叉
資
本
主
義
文
化
の
普
及
に
於
て
遅
れ
個
人
主
義
的
気
風
未
だ
強
く
な
い
震
に
、
そ
れ
が
武
力
に
於
て
先
進
闘
に

勝
る
と
一
五
ふ
こ
と
Z
0
.
自
然
の
勢
で
あ
る
。
勿
論
現

L

貨
に
於
て
ほ
反
割
の
方
向
に
作
用
す
る
事
情
も
あ
る
か
ら
、
此

傾
向
が
直
に
貰
現
せ
ら
れ
が
に
い
と
は
云
へ
。
植
民
地
は
や
が
て
母
闘
か
ら
濁
立
す
る
傾
向
を
有
し
、
ひ
い
て
は

植
民
の
府
一
界
史
的
意
義

七
七



植
民
の
世
界
史
的
煮
義

七
人

そ
れ
を
一
世
曾
的
政
拍
的
に
座
逗
し
よ
う
と
す
る
宿
命
を
す
ら
有
す
る
。
七
百
此
貼
は
本
論
の
主
眼
で
な
い
か
ら
、

乙
れ
以
上
じ
論
及
す
る
ニ
と
を
断
念
し
よ
う
。

:ii 

今
や
資
本
主
義
に
於
け
る
先
話
回
は
日
本
の
鴻
に
煙
込
せ
ら
れ
つ
弘
め
る
。
而
も
此
肱
泡
は
決
し
て
偶
然
の
も

の
で
は
な
い
n

又
日
本
の
策
略
に
よ
っ
て
成
就
し
七
る

E
こ
ろ
で
も
な
い
。
一
五
は
Y
ぞ
れ
は
宿
命
的
で
あ
る
の
欧

米
の
資
本
木
義
は
自
己
の
後
展
の
-
却
に
植
民
的
活
動
計
つ
Y

け
た
。
禁
日
的
は
注
hML

ら
れ
、
資
本
の
弦
間
積
は
ふ
く

ま
で
誕
行
し
て
京
市
に
。
け
れ
ど
も
、
植
民
的
活
動
そ
の
こ
と
は
今
や
自
己
の
競
守
者
を
仕
立
上
げ
た
。
而
も
此
新

し
き
競
争
者
は
新
鋭
な
る
も
の
で
め
あ
だ
け
に
生
活
標
準
の
低
さ
と
一
五
ふ
特
別
の
武
器
含
有
す
る
。
先
進
資
本
主

義
は
容
易
に
こ
れ
に
瓦
向
ふ
ぺ
〈
も
な
い
。
た
ず
こ
れ
に
劉
抗
す
る
道
'
と
し
て
は
二
が
痩
き
れ
て
ゐ
る
。

云
ふ
ま
で
も
な
く
実
一
は
、
政
治
的
方
法
で
あ
る
。
具
躍
的
に
一
五
へ
ば
現
に
英
吉
利
の
と
り
つ
、
あ
る
方
法
で

あ
る
。
大
英
版
圃
艇
梼
は
種
々
な
る
原
闘
乃
至
目
的
を
も
つ
に
せ
よ
、
其
貰
、
衰
滅
せ
り
と
す
る
英
吉
利
産
業
が
政

治
的
方
法
に
よ
っ
て
、
業
版
闘
の
市
場
を
自
己
の
た
め
に
保
留
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
表
現
に
す
ぎ
ね
。
ぞ
れ
は

一
時
的
に
は
あ
る
程
度
ま
で
奏
致
す
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
永
績
的
殻
果
含
色
ち
得
る
も
の

E
は
思
は

れ
ぬ
。
個
々
の
成
員
が
利
盆
の
線
に
沿
う
て
動
く
こ
と
を
如
何
な
る
幽
家
と
い
へ
ど
も
永
久
的
に
は
防
ぎ
得
な
か

っ
た
。
況
ん
や
自
治
領
を
も
合
め
た
る
聯
合
的
統
一
の
力
に
よ
っ
て
如
何
な
る
国
家
も
な
し
得
な
か
っ
に
こ
と
を

果
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
具
樫
的
に
云
へ
ば
印
度
農
民
が
永
久
に
竿
分
の
債
格
に
於
て
入
手
し
得
ら
る
る
日
本
綿



E
F
e
t
b
v
f
d
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布
を
買
は
や
に
辛
抱
す
る
と
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
商
品
は
常
に
風
の
如
〈
水
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
如
何
な

る
障
壁
を
設
〈
る
と
も
、
や
が
て
は
見
え
.5
る
す
き
聞
を
通
し
て
侵
入
す
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
史
賓
の
示
す
と

こ
ろ
で
あ
る
。
版
圃
経
済
の
如
き
制
度
は
非
常
時
の
産
物
と
し
て
の
み
理
解
し
得
る
。
欧
洲
大
戦
の
反
動
と
し
て

の
恐
怖
が
や
が
て
克
服
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
日
に
は
そ
れ
も
や
が
て
崩
壊
す
る
の
で
は
な
い
か
。
何
れ
に
せ
よ
、
政

治
的
方
法
が
衰
滅
す
る
先
程
資
本
主
義
凶
の
産
業
を
水
久
に
救
助
し
特
べ
し
と
は
考
へ
ら
れ
得
な
い
。

か
う
考
へ
る
と
接
さ
れ
た
る
遣
は
た
Y

一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
蓄
き
資
本
主
義
国
に
於
げ
る
生
活
の
標
準
、
従
っ

て
持
鋭
が
後
誕
の
そ
れ
な
み
に
引
き
下
げ
ら
，
?
?
」
と
で
め
る
。
勿
論
、
此
表
現
に
は
多
少
粗
雑
の
知
も
め
る
0
4
問

者
の
設
備
及
び
妙
働
協
挙
が
な
ほ
未
だ
多
少
と
も
後
者
に
勝
る
と
乙
ろ
が
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
道
具
に
肱
じ
て

前
者
の
一
労
銀
の
高
い

E
一
耳
ふ
こ
と
は
宜
一
産
業
上
の
競
争
能
力
砂
一
害
ふ
'
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
又
後
者
の
生
活

標
準
と
て
も
決
し
て
一
定
不
動
の
も
の
で
は
な
い
。
自
国
産
業
の
佐
界
的
地
位
の
上
昇
に
伴
う
て
上
昇
し
て
ゆ
く

で
あ
ら
う
。
要
は
先
進
資
本
主
義
国
が
こ
れ
ら
の
事
情
を
も
併
せ
考
へ
て
、
な
ほ
其
商
口
聞
が
競
争
能
力
を
十
分
に

色
ち
得
る
ま
で
に
、
崎
労
銀
及
び
其
他
の
崎
労
働
僚
件
を
低
下
せ
し
な
る
こ
と
で
あ
る
。
具
暗
的
に
一
五
へ
ば
、
英
士
口
利

の
拙
労
働
者
が
日
本
の
・
帥
労
働
者
と
同
等
な
る
待
遇
の
下
に
置
か
る
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
が
可
能
の
こ
主

で
あ
る
か
否
か
は
深
く
考
慮
す
る
ま
で
も
な
く
明
白
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
は
こ
の
理
由
が
色
の
を
云
ふ
。
一
、
高

め
上
げ
た
る
生
活
程
度
は
容
易
に
引
き
下
げ
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
在
の
屡
E
説
明
し
た
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
二
、
西
洋
文
明
の
特
質
は
自
然
の
征
服
で
め
り
、
自
己
の
生
活
の
快
適
を
の
み
ひ
た
す
ら
に
追
求
す

る
こ
と
で
あ
る
の
資
本
主
義
文
化
と
一
五
ふ
も
の
は
す
ぺ
て
此
根
本
傾
向
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
ゐ
る
。
此
文
化
に
よ

っ
て
陶
冶
せ
ら
れ
て
成
人
し
て
ゐ
る
英
吉
利
労
働
者
が
容
易
に
其
生
活
低
下
ぞ
賀
行
し
う
べ
し
と
は
考
へ
ら
れ

楠
民
の
世
界
奥
的
意
義

4二
:fl 



楠
氏
の
世
界
史
的
意
義

ノ、

O 

ぬ
。
別
し
て
彼
等
の
政
治
的
責
カ
は
相
営
に
強
い
。
彼
等
に
此
低
下
を
強
ひ
持
ベ
き
政
治
的
障
カ
は
快
げ
て
ゐ
る

は
や
で
め
る
。
か
く
し
て
、
実
古
利
は
そ
の
残
さ
れ
仁
る
唯
一
の
追
を
ふ
h
u

こ
と
に
多
大
の
岡
難
を
戚
や
る
で
あ

ら
う
。
而
も
こ
れ
は
車
に
英
吉
利
の
前
注
に
横
は
っ
て
ゐ
る
難
闘
で
あ
ろ
ば
か
り
で
は
な
い
。
す
ぺ
で
の
奮
己
資

本
主
義
凶
が
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
難
闘
で
あ
る
と
共
に
、
こ
れ
が
通
過
は
彼
等
の
過
去
、
彼
等
の
文
化
を
以
て
し

て
至
難
の
業
C
め
る
と
思
は
れ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
は
決
し
て
日
本
の
産
業
の
永
遠
な
る
勝
利
ぞ
意
味
?
る
む
の
と
考
へ
る
こ
と
は
出
求
心
。

日
本
川
町

v

産
業
は
ま
3
に
そ
町
一
成
熟
斯
仁
入
、

f
Lる
が
故
に
釦
万
、
世
界
の
各
市
場
に
手
を
ひ
ろ
げ
つ
¥
一
あ
る
c

而

も
、
日
本
は
自
分
が
ま
た
植
民
的
活
動
を
行
ふ
主
悼
と
な
っ
て
ゐ
る
o

而
し
て
早
晩
そ
の
力
に
よ
っ
て
、
ぞ
れ
よ
り

も
真
に
後
進
的
地
位
に
立
っ
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
経
梼
が
成
立
し
来
る
で
め
ら
う
。
例
へ
ば
満
洲
闘
に
、
支
那
に
、

而
し
て
恐
ら
く
は
南
洋
南
米
の
各
地
に
。
而
も
こ
れ
ら
の
各
地
に
自
己
と
競
守
し
う
る
資
本
主
義
経
捕
の
成
立
す

る
場
合
、
日
本
の
解
掛
は
如
何
な
る
地
位
に
置
か
る
る
で
あ
ら
う
か
。
ぞ
れ
が
英
吉
利
粧
掛
の
今
日
の
状
態
で
な

い
と
だ
れ
が
断
言
し
う
る
で
め
ら
う
か
。
今
、
漢
民
族
の
人
人
の
生
活
標
準
を
と
り
で
考
へ
ょ
う
。
そ
れ
が
如
何

に
わ
れ
ら
の
も
の
よ
り
も
低
い
か
は
、
す
で
に
定
設
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
工
業
叫
労
働
者
と
し
て
、
農
業
努

働
者
と
し
て
、
必
十
し
も
同
胞
に
ゆ
づ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
種
々
な
る
貼
か
ら
賢
設
せ
ら
れ
う
る
で
あ
ら
う
。

若
し
資
本
主
義
的
産
業
の
設
備
が
十
分
に
満
洲
支
那
に
、
而
も
日
本
の
資
本
輸
出
の
力
に
よ
っ
て
、
出
来
上
る
時
、

そ
の
時
日
本
の
商
品
が
今
日
英
古
利
の
商
品
の
駆
逐
せ
ら
る
る
の
と
同
様
に
駆
逐
せ
ら
れ
ぬ
と
は
、
信
じ
が
た
い

乙
と
で
あ
る
。
日
本
の
現
在
に
は
英
士
口
利
の
如
き
自
給
自
足
の
版
闘
経
掛
に
立
て
こ
も
り
う
べ
き
内
部
の
市
場
も

内
部
の
資
源
も
な
い
。
従
っ
て
政
治
的
に
此
梧
の
困
難
を
打
開
し
得
る
方
法
も
な
い
は
?
で
あ
る
。
日
本
の
産
業
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J

司令一宮古
一
か
来
る
べ
き
事
態
に
謝
し
て
自
己
常
守
り
う
る
道
は
に
Y

一
し
か
な
い
。
実
生
活
標
準
を
高
め
土
げ
ぬ
こ
と
で
あ

る
、
産
業
上
の
競
争
能
力
ぞ
夫
ふ
ほ
ど
に
こ
れ
を
上
昇
せ
し
め
ね
こ
と
で
あ
る
。
而
色
こ
の
こ
b

と
は
、
日
本
の
産

業
的
地
位
の
高
ま
る
L
」
共
に
、
恐
ら

t
は
資
本
の
蓄
積
一
炉
愈
ミ
進
行
す
る
・
と
共
に
困
難
と
な
る

{
J

勿
論
、
こ
の
生
活
標
準
雪
国
百
十
に
大
部
分
の
勢
働
者
農
民
に
の
み
維
持
せ
し
め
る
と
一
五
ふ
こ
と
は
、
恐
ら
〈
出
家

う
べ
き
こ
と
で
き
な
く
、
又
望
り
べ
き
こ
と
で
も
な
い
。
国
民
の
す
べ
て
が
相
近
き
生
活
標
準
の
上
に
立
つ
こ
と

を
畳
悟
す
る
の
で
な
く
て
は
、
そ
れ
は
貫
行
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ら
う
υ

け
れ
ど
色
そ
の
拙
に
立
入
る
の
は
今
の

仕
事
で
は
な
い
。
な
ほ
ま
だ
以
上
の
議
論
は
す
べ
て
資
本
主
義
経
掛
金
前
提
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
此
組
織
ケ
離
脱

す
る
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
ぬ
で
あ
ら
う
L
一
見
る
見
方
も
あ
る
で
あ
ら
，
っ
。
そ
れ
は
一
躍
筋
道
の
だ
っ
た
意
見
の

や
う
ご
は
あ
る
川
、
や
は
っ
火
山
こ
と
む
附
一
一
一
一
日
!
)
ょ
う
。
今
ま
で
遁
ベ

C
来
に
"
-
L
}
は
な
ゆ
っ
日
ど
、
資
本
主
義
経

持
に
つ
い
て
過
ぺ
て
来
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
同
様
に
資
本
主
義
以
外
の
経
漕
組
械
を
と
っ
た
場
合
に
つ

い
て
も
ま
た
あ
て
は
ま
る
o
A
1
日
の
露
西
亜
が
其
重
工
業
的
施
設
の
完
成
の
滑
に
、
闘
民
に
封
し
て
如
何
に
低
い
生

活
を
求
め
つ
〉
め
る
か
と
云
ふ
事
情
を
考
へ
る
と
、
此
貼
は
明
白
に
な
る
で
あ
ら
う
。
園
内
に
於
け
る
管
利
資
本
、

又
は
貧
本
財
そ
の
患
の
の
蓄
積
ほ
、
如
何
な
る
場
合
に
も
低
い
生
活
標
準
を
必
要
僚
件
と
す
る
は
?
で
あ
る
。

在
は
今
ま
で
遁
ぺ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
結
論
を
ひ
き
出
し
得
る
と
思
ふ
。
植
民
的
活
動
の
主
轄
と
し
て
の
園
家
は

其
封
象
(
受
身
の
地
位
に
立
つ
も
の
)
を
自
己
の
競
争
者
に
ま
で
高
め
上
げ
る
。
而
も
自
己
の
生
活
標
準
の
高
き
が

故
に
や
が
て
競
守
に
於
て
打
ち
ま
か
さ
れ
、
産
業
的
に
段
落
す
る
外
は
な
い
。
而
も
こ
の
こ
と
は
や
が
て
ま
た
、

取
り
代
る
と
こ
ろ
の
競
争
者
の
蓮
命
で
あ
る
(
そ
れ
が
生
活
標
準
を
低
位
に
保
だ
ゴ
る
限
・
り
)
。
園
内
に
於
て
支
配

す
る
階
扱
は
失
ぎ
弐
ぎ
に
段
落
し
て
取
り
代
ら
れ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
歴
史
は
貴
族
の
墓
で
あ
る
(
バ
レ
エ
ト
)
。

対
応
の
町
界
史
的
意
義

j弓、



植
民
白
世
界
奥
的
意
義
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而
も
世
界
歴
史
に
於
て
は
、
此
貴
族
の
地
位
ぞ
植
民
者
と
し
て
の
圃
家
が
占
め
る
。
従
っ
て
歴
史
は
植
民
同
家
の

墳
墓
で
あ
る
の
若
し
植
民
者
と
し
て
の
圃
家
に
し
て
持
頼
的
生
命
を
求
め
る
な
ら
ば
、
た
刊
、
一
低
き
生
活
に
官
や
る

外
は
な
い
。

一
囲
内
部
に
於
て
は
、
簡
素
な
る
生
活
を
命
令
す
る
所
の
見
え

F
る
も
の
の
意
志
は
必
や
し
も
強
〈
あ
ら
は
れ

な
い
。
例
へ
ば
貸
し

Z
も
の
は
簡
素
な
る
生
活
を
峰
山
み
て
働
き
つ

Y
け
つ
う
あ
る
け
れ
ど
も
、
富
め
る
も
の
は
い
つ

ま
で
も
表
者
な
る
生
活
ヤ
味
う
て
而
も
仕
事
も
し
な
い
。
貸
し
く
生
部
よ
と
一
五
ふ
指
令
の
一
認
味
は
長
ち
世
代
ル
パ
一
し
一

ら
べ
て
見
る
の
で
な
く
て
は
、
中
々
明
に
な
り
じ
〈
い
。
之
仁
反
し
て
、
闘
家
間
又
は
民
族
問
の
閥
係
に
於

τ
は
こ

の
こ
と
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
貧
し
く
生
く
る
も
の
は
宮
め
る
も
の
騎
れ
る
も
の
に
と
り
代
乙
、
而
も
貧
し
き
も

の
が
富
む
と
き
彼
等
は
ま
た
浸
落
す
る
。
人
類
に
於
け
る
選
良
と
し
て
の
植
民
国
家
は
か
く
し
て
同
流
す
る
で
あ

ら
う
。
七
円
、
い
つ
ま
で
も
貧
し
く
生
き
う
る
も
の
の
み
が
支
配
的
地
位
を
永
〈
維
持
し
得
る
の
こ
う
に
必
然
と
道

徳
と
の
一
致
が
見
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。

一
入
、
一
民
族
の
豊
富
な
る
生
活
は
他
人
、
他
民
族
の
生
活
の
僻
地
ぞ
奪
ふ
。
簡
素
な
る
生
活
に
廿
や
る
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
他
人
に
劃
し
、
他
の
民
族
に
劃
し
て
、
生
活
の
傍
地
を
獲
す
こ
と
で
あ
る
c

何
れ
に
せ
よ
、
有
限

の
生
命
は
苦
患
に
み
ち
て
ゐ
る
、
他
に
奪
ふ
こ
と
は
其
苦
患
を
加
ふ
る
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
は
さ
う
せ
ぎ
る
こ
と

に
存
す
る
。
而
し
て
此
永
遠
の
道
徳
を
格
守
し
得
る
も
の
の
み
が
、
設
落
よ
り
免
れ
'
フ
る
で
あ
ら
う
。
見
え
や
さ
る

カ
の
命
令
す
る
と
こ
ろ
は
平
等
で
あ
る
c

平
等
で
あ
る
が
震
に
は
簡
素
の
生
活
を
替
ひ
外
は
な
い
e

局
ず
ひ
、
親
し

み
、
恵
み
、
戦
ひ
の
繊
維
が
錯
綜
し
て
織
り
な
す
人
類
の
歴
史
の
蚤
布
に
重
か
れ
て
ゆ
く
も
の
は
、
漸
〈
明
に
な

り
ゆ
く
卒
等
の
姿
で
J

の
る
(
昭
和
八
年
十
一
月
士
百
朝
九
時
)ο


