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明
治
維
新
を
悌
蘭
西
革
命
や
英
園
の
名
誉
革
命
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
往
L
M

に
し
て
荷
刑
さ
れ
る
と
と
ら
で
あ
る
が
、
之
を
無
傑
件

に
比
較
し
て
そ
の
異
同
を
云
々
す
る
こ
と
は
必
や
し
も
安
首
で
は
な
い
。
蓋
し
明
治
維
新
は
、
之
に
よ
っ
て
我
園
が
封
建
国
家
よ
り
・

近
世
園
家
的
統
一
を
完
成
し
た
縫
革
で
る
り
、
例
市
剛
西
革
命
や
名
春
革
命
は
、
近
附
国
家
的
主
機
者
の
施
針
王
政
・
専
制
主
義
に
封

す
る
民
主
々
義
的
革
命
で
る
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
中
教
授
が
『
明
治
維
新
は
「
王
政
復
古
」
と
云
ム
大
義
名
分
に
よ
っ
て
行
は
れ
た

政
治
革
命
で
る
る
。
そ
れ
は
決
し
て
西
洋
に
h

嗣
い
で
第
十
八
世
紀
以
後
に
起
っ
て
来
た
ゃ
う
友
、
民
主
革
命
に
相
営
ナ
る
も
の
で
は

そ
れ
は
「
民
族
革
命
」
又
は
「
同
氏
革
命
」
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
に

相
官
し
て
ゐ
る
。
す
友
は
ち
民
族
園
家
創
生
の
た
め
の
政
治
革
命
で
る
る
』
一
式
々
と
述
ぺ
て
居
ら
れ
る
の
は
裁
に
肯
耐
震
に
値
す
る
。

な
く
、
そ
れ
に
先
ん
や
る
民
族
園
家
主
政
樹
立
の
革
命
で
る
っ
て
、

併
し
乍
ら
、
之
を
以
て
直
ち
に
英
国
及
側
関
商
等
の
近
世
闘
家
的
統
一
と
奥
ら
ざ
る
も
の
で
る
る
と
考
へ
る
在
ら
ぽ
、
そ
れ
は
不

明
の
識
り
を
売
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
蓋
し
明
治
維
新
は
、
民
主
革
命
的
要
素
を
多
分
に
包
含
し
随
伴
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

ν、
」、

迄
も
な
く
封
建
国
家
よ
り
近
世
国
家
的
統
一
へ
進
む
た
め
に
は
、
貨
幣
経
持
・
商
品
終
消
の
設
達
を
そ
の
枇
合
的
・
粧
組
問
的
要
件
と
す
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る
。
そ
れ
が
更
に
民
主
々
義
的
革
命
に
滞
日
展
す
る
た
め
に
は
、
貨
幣
及
商
品
経
済
の
更
に
高
度
の
務
長
を
要
求
す
る
。
我
図
維
新
前
の

状
態
は
、
既
に
民
主
-
々
義
的
革
命
を
受
入
れ
る
に
足
る
ぺ
き
程
度
に
、
貨
幣
経
済
の
前
に
は
土
地
経
済
は
無
力
化
し
て
居
り
、
況
ん

や
鑓
革
運
動
の
重
妥
な
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
が
、
既
に
民
主
々
義
革
命
を
完
成
せ
る
先
進
資
本
主
義
聞
と
の
接
燭
で
あ
っ
た
の
に

於
て
は
、
明
治
維
新
は
必
然
的
に
そ
の
う
ち
に
民
主
革
命
的
要
素
を
包
含
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
の
で
あ
る
e

言
ふ
迄
も
放
く
、
民
族
的
紘
一
を
そ
の
内
容
と
す
る
近
世
国
家
の
成
立
は
、
近
世
資
本
主
義
経
済
の
生
育
す
べ
き
重
要
な
る
温
床

と
な
っ
た
。
圏
内
閥
税
制
度
共
他
の
封
建
的
諸
制
度
の
撤
厳
に
よ
り
、
或
は
多
量
の
金
銀
を
流
入
せ
し
む
る
こ
と
に
上
っ
て
圏
内
市

揚
を
配
閥
横
し
、
槌
民
地
の
獲
得
忙
よ
っ
て
国
外
市
揚
を
開
桁
し
、
此
等
の
市
場
に
誼
隠
す
る
た
め
に
生
産
の
議
誌
を
保
護
奨
闘
し
、

情
民
地
貿
易
を
援
助
す
る
こ
と
陀
ょ
っ
七
、
英
え
な
る
資
本
の
蓄
積
を
司
能
な
ら

L
め
、
一
辺
代
的
命
日
枇
企
業
の
後
一
遣
を
助
成
す
る
な

ぃ
「
胃
、
教
へ
来
れ
ば
救
難
比
中
誌
が
た
い
で
あ
ら
う

q

ま
た
民
主
主
義
革
命
の
完
成
は
恥
い
ふ
誌
も
及
〈
ん
す
山
本
主
義
粧
併
の
殻
一
民
の
前
日

坦
身
た
る
大
遣
を
切
開
い
た
も
の
で
る
っ
て
、
各
困
と
も
に
か
t
h

る
革
命
か
如
何
た
る
形
に
於
て
行
は
れ
よ
う
と
も
、
之
に
土
っ
て

資
本
主
義
の
護
展
が
加
蓬
せ
ら
れ
た
乙
ー
と
は
、
之
を
否
定
す
る
を
得
泣
い
。
明
治
維
新
は
斯
く
の
如
き
三
つ
の
性
質
の
革
命
を
同
時

に
且
つ
一
鵠
的
に
行
っ
た
も
の
で
る
っ
た
。
諸
外
図
の
例
に
上
れ
ば
、
此
等
二
つ
の
革
命
の
聞
に
は
一
世
紀
乃
至
二
・
三
世
紀
の
長

年
月
が
経
過
し
、

そ
の
聞
に
封
建
的
建
津
は
漸
次
清
掃
さ
れ
て
行
っ
た
が
、
我
園
に
於
て
は
そ
の
経
過
期
間
は
殆

E
一
眼
聞
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
認
に
明
治
維
新
の
特
色
が
あ
り
、
我
闘
資
本
主
義
成
立
過
程
の
特
色
が
あ
る
。
封
建
制
度
の
残
津
が
徹
底
的
に
除
去
せ

ら
れ
得
な
か
っ
た
と
稀
せ
ら
る
L
所
以
も
亦
こ

L
に
存
す
る
で
あ
ら
う
。
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近
世
国
家
的
統
一
の
機
運

我
闘
は
そ
の
地
理
的
環
境
の
故
に
、
民
族
的
統
一
の
機
運
が
何
時
頃
か
ら
醸
成
吃
ら
れ
て
ゐ
た
か
、
之
を
識
別
す
る
事
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
。
併
し
之
を
古
へ
に
朔
る
と
と
は
省
略
し
、
近
肘
の
欣
態
を
見
る
に
、
徳
川
時
代
改
凱
に
そ
の
統
一
に
進
ま
ん
と
し
亡

ゐ
た
時
代
で
あ
る
と
考
へ
る
事
が
山
糸
る
。
徳
川
時
代
は
対
応
制
皮
一
の
完
成
別
で
あ
る
と
同
時
に
、
立
た
そ
の
秘
資
別
で
あ
っ
た

D

印
ち
分
機
的
た
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
封
建
制
度
が
、
幕
府
に
よ
っ
て
集
権
的
に
統
一
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
と
そ
れ
自
身
、
重
要

た
る
療
質
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
其
結
果
会
図
的
に
平
和
が
賀
ら
さ
れ
、
封
建
制
度
の
よ
っ
て
立
。
土
地
経
済
的
基
礎
と
矛
盾
す

る
と
こ
ろ
の
、
商
品
経
済
・
貨
幣
粧
品
何
の
後
速
が
促
が
さ
れ
た
。
幕
府
の
集
権
的
構
力
は
、
諸
侯
に
土
地
を
給
興
し
そ
の
土
地
及
人

民
の
支
配
穫
を
奥
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
た
れ
た
が
、
併
し
幕
臣
及
び
諸
伎
の
家
臣
が
、
そ
の
一
部
を
除
き
、
封
秘
と
し
て
受
付
し

も
の
は
、
土
地
で
は
な
く
世
間
米
で
あ
っ
で
、
悲
に
封
建
的
支
配
階
級
た
る
武
士
階
級
が
、
土
地
並
に
人
民
の
支
配
権
を
離
れ
、
俸
給

生
活
者
的
・
官
僚
的
要
素
を
多
分
に
持
つ
に
至
っ
た
と
と
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
之
亦
封
建
制
度
胸
皮
質
の
重
要
在
る
表
徴
で
る
っ
て
、

此
等
の
務
質
は
と
り
も
市
一
さ
や
そ
と
に
近
世
岡
家
的
要
素
の
稜
逮
を
窺
は
し
む
る
も
の
で
る
ら
う
。

更
に
こ
の
統
一
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
は
商
品
の
全
図
的
流
通
の
護
速
が
あ
っ
た
。
と
の
委
建
は
、
上
速
の
如
く

徳
川
氏
の
集
権
的
政
機
の
掌
握
に
よ
っ
て
海
内
に
卒
和
が
資
ら
さ
れ
た
結
則
市
で
あ
り
、
集
楼
的
政
権
の
一
内
容
と
し
て
貨
幣
が
全
閣

的
に
統
一
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
併
し
之
の
み
で
は
友
い
。
徳
川
氏
は
そ
の
一
面
に
於
て
は
一
個
の
大
た
る
封
建
領
主
に
過
ぎ

友
か
っ
た
が
、
そ
の
領
土
が
江
戸
・
大
阪
・
長
崎
等
の
如
き
商
品
経
済
登
山
荏
の
上
に
枢
要
友
る
地
域
を
包
含
し
、
而
も
そ
れ
が
自
由
市



揚
な
り
し
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
た
い
。
諸
侯
の
領
土
は
恭
府
領
と
旦
べ
っ
て
概
ね
一
所
に
闘
っ
て
存
在
し
、
諸
伎
は
こ
の
領

土
の
上
に
能
ふ
限
り
自
給
自
足
の
経
済
を
管
支
ん
と
し
た
。
或
は
国
産
奨
励
政
策
を
採
り
、
或
は
領
境
に
番
所
を
設
け
て
商
品
の
移

間
入
陀
統
制
を
加
へ
た
。
併
し
此
等
の
政
策
は
、
幕
府
が
海
外
に
針
し
て
闘
を
鎖
し
、
鎖
国
の
範
園
内
に
於
て
自
給
自
足
を
遂
行
せ

ん
と
し
た
の
と
は
全
〈
異
り
、
成
る
ぺ
〈
移
入
を
減
じ
領
外
移
出
を
盛
ん
な
ら
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
提
要
件
は

上
述
の
自
由
市
場
而
も
庚
犬
な
る
自
由
市
場
の
存
在
で
あ
っ
て
、
寸
法
に
於
て
商
品
終
消
は
、
諸
伎
の
方
策
に
も
拘
ら
ナ
必
然
的
に
全

園
流
通
に
ま
で
殻
展
す
べ
き
性
質
を
持
っ
て
居
り
、
事
賃
金
図
流
通
の
護
法
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
吠
態
を
入
£
園
経
済
と

呼
ぶ
。
之
を
放
て
圏
民
経
滑
と
得
ぜ
ざ
る
は
、
閣
叫
ん
経
済
は
関
心
米
意
思
が

W
一
接
岡
山
内
各
個
の
経
済
に
結
び
付
い
た
綜
腿
経
済
で
あ
る

に
州
到
し
、
徳
川
時
代
の
経
械
は
4
4
だ
斯
〈
の
如
普
段
階
に
到
達
し
て
ゐ
友
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
岡
氏
経
済
在
る
概
念
は
関
際

経
仰
を
議
想
せ
る
概
念
で
あ
る
に
針
し
、
徳
川
時
代
の
絞
貯
は
鎖
倒
終
川
円
で
あ
っ
た
か
ら
マ
あ
る
司

併
し
何
れ
と
も
あ
れ
、

こ
の
へ
士

閲
経
済
の
設
建
は
、
集
槽
的
封
建
制
度
と
緊
密
に
結
合
し
て
、
徳
川
時
代
を
近
世
岡
家
的
統
一
の
手
前
へ
ま
で
進
め
、
受
に
次
に
来

る
べ
き
園
民
的
統
一
へ
の
物
質
的
基
礎
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

と
の
全
図
的
友
商
品
及
び
貨
幣
経
済
の
前
に
は
、
封
建
制
度
は
、
た
と
ひ
そ
れ
が
上
述
の
如
き
性
質
を
持
っ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、

営
然
崩
壊
す
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
。
封
建
領
卜
七
就
中
諸
侯
は
、
柏
町
除
問
絞
済
に
順
鷹
せ
ん
が
た
め
に
、
闘
志
性
奨
蹴
・
悶
育
専
一
四
日
の
如
き
方

策
を
講
じ
た
が
、
そ
れ
は
封
建
制
度
に
寄
生
し
て
富
を
累
ね
て
ゐ
た
町
人
を
抑
践
し
、
或
は
之
に
伍
し
て
自
己
の
存
立
某
礎
を
補
強

し
、
以
で
多
少
の
延
命
を
な
す
事
が
出
来
た
程
度
で
あ
っ
て
、
吐
舎
の
大
勢
に
は
到
底
打
克
つ
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
か
ミ
る
際
に

透
過
し
た
の
が
外
図
資
本
主
義
の
侵
入
で
あ
る
。
之
に
よ
っ
て
我
閣
が
政
治
経
済
の
諸
方
聞
に
大
友
る
影
響
を
由
来
っ
た
と
と
は
い
ふ

明
治
維
新
の
観
情
的
意
義

第
四
十
五
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誌
も
な
い
が
、
認
に
取
上
ぐ
べ
き
は
、
そ
れ
が
我
岡
の
近
山
間
一
液
的
統
一
の
機
運
に
拍
車
を
加
へ
た
こ
と
で
る
る
。

幕
末
に
於
け
る
針
外
聞
係
に
於
て
算
要
問
す
べ
き
事
柄
の
一
つ
は
、
偽
商
西
が
幕
府
を
支
援
し
.
英
闘
が
討
本
諾
務
を
支
援
し
た
と

と
で
あ
る
。
品
川
蘭
聞
が
幕
府
を
支
援
し
た
の
は
賄
事
円
資
力
を
信
じ
た
か
ら
?
あ
っ
た
。
例
へ
ば
い
え
久
二
年
品
川
開
閉
会
使
は
、
朝
廷

に
物
質
的
責
力
を
伴
は
ね
こ
と
を
指
摘
し
て
、
人
7
将
-
々
に
朝
径
の
新
政
一
例
が
出
現
す
る
か
の
如
〈
設
想
し
、
之
を
外
受
の
剃
象
、
と
す

お
と
と
は
許
芯
れ
ね
と

mi--
陵
際
た
年
の
際
的
判
許
に
際
し
亡
、
も
、
俳
い
開
問
公
使
は
之
を
以
亡
閣
法
造
反
者
三
あ
っ
た
幕
府
が
知

っ
て
そ
の
擁
護
者
と
た
っ
た
と
稲
し
J

徳
川
政
権
の
倫
ほ
存
績
ナ
ペ
き
こ
と
を
珠
恕
し
て
ゐ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
現
陀
徳
川
氏
が

大
政
を
奉
還
し
、
烏
初
伏
見
の
戦
に
敗
れ
た
後
に
於
て
も
、
幕
府
に
再
拳
を
す
L

め
、
必
要
注
る
武
器
並
に
軍
費
は
ず
ぺ
て
之
を
俳

蘭
西
よ
り
提
供
ナ
ぺ
き
と
と
を
設
い
て
ゐ
る
下
之
に
反
し
て
英
同
聞
は
、
徳
川
政
権
の
遠
か
ら
十
崩
壊
す
べ
き
と
と
を
抽
出
見
し
、
従
。

て
外
交
交
渉
の
針
象
左
朝
廷
に
求
め
、
朝
廷
の
榛
放
に
錬
っ
て
幕
府
を
件
さ
ん
と
す
る
詩
藻
を
援
助
す
る
の
態
度
に
出
た
の
で
あ
っ

た
。
雨
者
の
と
の
態
度
の
相
違
に
は
種
々
の
原
因
が
存
ず
る
で
あ
ら
う
が
、
政
権
の
将
来
に
到
す
る
認
識
の
相
違
が
重
要
友
る
原
凶

で
あ
っ
た
と
と
は
疑
ひ
得
な
い
で
る
ら
う
。

併
し
乍
ら
と
の
相
違
に
も
拘
ら
歩
、
そ
こ
に
は
本
質
的
に
同
一
の
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
我
国
に
於
け
る
政
憾
の
統
一
を
希
求

し
且
つ
之
を
企
M

幽
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
悌
繭
西
は
幕
府
を
以
て
封
建
問
凶
家
を
近
世
図
家
に
統
一
せ
し
め
ん
と
し
、
英
聞
は

朝
廷
に
よ
る
近
世
国
家
的
統
一
を
希
望
し
て
ゐ
た
の
で
る
っ
て
、
何
れ
に
し
て
も
我
図
の
闘
尺
的
統
一
に
よ
り
、
白
闘
の
経
済
的
利

益
の
伸
張
を
悶
ら
ん
と
せ
し
も
の
に
外
な
ら
左
い
。
従
勺
で
我
園
の
資
本
主
義
粧
品
何
が
、
先
進
資
本
主
義
圃
と
の
接
縄
に
よ
っ
て
そ

の
溌
展
を
促
さ
れ
た
と
同
様
に
、
資
本
主
義
経
済
成
立
の
必
須
要
件
の
一
つ
で
あ
る
近
世
岡
家
的
統
一
も
亦
、
先
進
列
強
の
要
求
に

大塚武粒ー幕末の外交J(岩波講座「日本.l1i!'史」第七巻)771'( 
1l'JJ:、 95頁
「徳川慶)3:公r耳」第四巻、 331貰
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よ
っ
て
促
進
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
詮
)
我
閣
の
中
央
集
栂
的
椅
一
の
必
要
に
朝
し
て
、
元
日
間
一
万
年
銀
法
談
判
使
間
池
間
筑
筏
守
に
到
し
、
悌
蘭
丙
政
府
の
要
人
が
説
い
た
と
と
ろ
は

左
の
如
く
で
あ
る
。
日
〈
『
仰
人
よ
り
筑
州
へ
致
説
得
侠
越
は
、
悌
繭
西
四
五
百
年
前
の
形
勢
、
大
小
名
各
闘
に
割
球
し
、
其
閣
各
其
政
令
法
度
を

兎
に
し
、
怨
比
天
下
之
短
説
殆
ど
息
時
無
之
、
恰
も
日
本
六

γ
誌
州
二
百
六
十
諸
侯
今
日
の
形
勢
に
向
ピ
。
晩
近
之
附
英
明
之
主
起
て
倒
閣
の
政
令

混
一
に
賜
し
、
己
後
始
て
今
日
の
盛
大
王
成
ナ
に
至
れ
り
。
今
日
本
の
威
武
を
し
で
海
外
に
震
輝
せ
し
品
ん
と
志
候
時
は
、
先
一
に
大
名
の
椴
力
主

制
リ
良
府
内
一
致
に
読
し
不
巾
俣
而
ぽ
鴻
横
行
使
。
伏
之
悌
凶
に
依
綴
し
、
速
に
海
陪
軍
勢
。
γ
一
起
し
、
日
本
よ

n
悌
凶
に
依
縦
し
、
悌
凶
を
は
て
格

別
の
保
護
と
致
、
仰
人
之
兵
勢
を
借
で
訴
伎
の
兵
権
王
削
り
弱
品
候
に
非
干
し
で
は
、
日
本
威
武
張
吏
は
難
被
行
ー
と
の
認
を
以
設
得
致
供
出
町
』
一
耳
々
と
。

英
図
川
川
に
於
け
る
祈
の
如
き
立
閣
は
必
ず
し
も
川
内
で
は
な
い
が
、
英
閣
が
我
閣
の
統
一
を
切
望
し
て
ゐ
た
事
は
、
長
時
領
事
モ
リ
ソ
ン
の
報
告

書

υ
次
h

句
に
よ
っ
で
明
山
で
あ
る
。
日

i

『
ミ
カ

γ
に
吐
い
て
ミ
カ
ド
と
の
問
に
改
訂
傑
約
を
結
ば
な
い
限
り
、
山
内

J

て
満
足
な
対
日
開
係
が
生

ゴ
得
な
い
こ
と
は
明
か
で
一
の
る
。
押
川
一
問
要
求
さ
札
て
ゐ
る
乃
は
-
P
L
る
手
段
で
ゐ
っ
て
、
十
台
し
全
列
強
が
こ
の
日
的
の
た
め
に
櫛
合
し
た
な
ら
ば
、

待
荒
川
刀
司
我
々
の
淵
係
に
於
て
舟
矧
せ
ら
れ
+
ご
Q

「
祈
時
代
」
ば
淫
に
聞
け
る
で
あ
ら
う
し
、
日
本
自
ら
は
我
々
に
よ
っ
で
内
観
の
綱
審
九
日
ら
救

9
 

土
し
る
さ
μ

旬
、
ヲ
つ
ロ
と
。一ー一

逗
世
圏
家
的
続
-
の
完
成

明
治
維
新
は
主
と
し
て
下
級
武
±
階
級
の
手
に
よ
勺
で
成
就
せ
ら
れ
た
己
前
述
の
如
く
徳
川
時
代
武
十
附
級
の
大
部
分
は
土
地
を

離
れ
、
皐
に
椋
米
の
給
血
一
伊
一
受
〈
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
此
事
は
封
建
的
結
合
間
係
を
弛
緩
せ
し
む
る
所
以
で
あ
っ
て
、
之
に
加

ふ
る
に
階
級
の
同
定
化
、
貨
幣
経
凶
の
警
迭
に
伴
ふ
生
活
の
舎
一
閃
一
化
は
、
彼
等
特
に
下
級
の
武
」
J

階
級
》
一
し
て
下
組
上
の
組
合
を
養

は
し
め
、
共
通
目
的
の
た
め
に
領
域
を
超
え
て
相
提
携
せ
し
む
る
結
山
市
と
な
っ
ち
凡
。
彼
等
が
愛
革
運
動
を
達
成
せ
し
に
就
で
は
、
勿
論

そ
の
背
後
に
農
民
及
び
町
人
階
級
の
力
が
あ
っ
た
事
中
一
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
力
は
一
般
に
能
動
的
・
積
極
的
で
は

明
治
維
新
の
経
済
的
意
義

比
帯
四
十
五
巻

八
三
七

プじ
五

第
六
披
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明
治
維
新
の
純
済
的
堂
義

第
四
十
五
巻

八
三
八

第
六
貌

九
六

友
か
っ
た
。
之
を
農
民
に
就
て
見
る
に
、
貨
幣
経
済
と
主
地
経
済
と
の
矛
盾
は
封
建
領
主
の
財
政
を
窮
乏
に
陥
れ
、
其
結
果
彼
等
の

農
民
に
劃
す
る
諒
ボ
は
加
は
り
、
諒
求
せ
ら
れ
た
農
民
は
反
抗
運
動
を
起
し
た
。
併
し
そ
の
反
抗
運
動
は
、
積
極
的
に
は
百
姓
一
撲

と
た
り
、
消
極
的
に
は
人
口
制
限
と
友
っ
て
現
は
れ
た
に
過
ぎ
宇
、
之
に
よ
っ
て
封
建
壮
舎
の
基
礎
は
動
揺
し
た
け
れ

E
も
、
全
般

的
に
見
て
そ
の
反
抗
運
動
は
続
税
的
友
耕
民
革
運
動
で
は
お
か
っ
た
。
町
人
階
放
も
亦
そ
の
蓄
積
せ
る
官
力
に
よ
っ
て
、
必
十
し
も
封

巾
出
術
主
の
九
叩
に
請
を
と
し
亡
従
は
ぢ
る
に
去
り
、

ね
A

己
主
存
主
月
四

t
h
つ
る
も
っ
き
¥
ち
5
こ
巨
コ

E
川
、
ヰ

J

・
村
文
字
土
↑
-
E
E申

1
1
1
U
Z
T
J
J
J
J
Y
U
3
6
6
u
t
e
-
4
h
d
t
E
二

ω

J

E

F

E

-

4

4
『
上
高
ヨ

Z
円
引
内
証
畠

に
た
づ
さ
は
る
に
は
飴
り
に
無
力
で
あ
り
無
自
覚
で
る
っ
た
。
即
ち
全
般
的
に
見
て
、
封
建
枇
品
目
を
件
す
こ
と
は
町
人
自
ら
の
自
殺

を
意
味
す
る
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
進
歩
的
知
識
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
も
大
で
友
か
っ
た
か
ら
、
維
新
の
踊
皮
革
に
は
積
極
的
友
役
割

を
演
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
彼
等
の
百
富
の
蓄
積
が
封
建
枇
舎
の
経
済
的
基
礎
に
針
し
て
致
命
的
な
打
撃
を
輿
へ
た
事
は
勿

論
で
る
り
、
ま
も
凡
彼
等
の
財
力
が
維
新
の
成
就
に
針
し
て
重
要
な
る
援
助
と
な
っ
た
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
此

等
の
事
情
が
明
治
維
新
の
う
ち
に
民
主
々
義
革
命
を
包
含
せ
し
め
た
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
事
は
後
に
述
ぷ
る
が
如
く
で
あ
る
。

明
治
維
新
は
早
晩
到
来
す
ぺ
く
し
て
到
来
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
餐
革
に
最
も
決
定
的
た
機
舎
を
奥
へ
た
も
の
は
、
外
国
資

本
主
義
の
侵
入
で
あ
っ
た
。
岬
世
革
運
動
に
於
て
掲
げ
ら
れ
た
標
語
の
う
ち
、
最
も
有
力
左
り
し
も
の
は
隼
王
擦
夷
で
あ
る
が
、
そ
の

う
ち
援
夷
論
は
幕
府
を
倒
す
た
め
の
方
使
に
伏
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
出
現
革
運
動
の
眼
前
の
目
的
は
幕
府
を
倒
す
と
と
に
あ
っ

た
。
撰
夷
論
が
何
故
に
勢
力
を
得
た
か
に
就
て
は
、
突
の
如
き
事
情
が
る
る
。
幕
府
が
一
般
に
禽
獣
鵡
せ
ら
れ
た
外
国
人
と
の
交
際

の
詮
を
開
い
た
と
と
、
開
国
貿
易
の
直
接
の
影
響
と
し
て
物
慣
が
異
常
に
騰
貴
し
、
消
費
生
活
を
混
乱
に
陥
れ
た
こ
と
左
ど
そ
れ
で

あ
っ
て
、
此
等
の
事
情
に
よ
っ
て
民
心
が
幕
府
よ
り
離
反
し
つ
a
A

あ
る
と
と
を
洞
察
せ
る
由
民
革
運
動
者
は
、
援
夷
論
を
真
向
に
振
臨
調



し
、
之
を
巧
み
に
隼
王
論
に
結
び
つ
け
、

こ
の
雨
者
を
以
て
遂
に
そ
の
日
的
を
法
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
所
謂
寧
王
論
は
、

同
様
に
倒
幕
の
方
使
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
之
は
否
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
荒
し
朝
廷
は
日
本
岡
山
伎
の
構
成
で
あ

っ
て
、
従
っ
て
そ
れ
は
目
的
で
は
な
く
、
況
ん
や
千
段
で
も
た
ぐ
し
て
、
絶
叫
剖
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
営
時
の
論
者
に
よ
っ

τ

A2) 

意
識
せ
ら
れ
で
ゐ
た
か
ら
で
る
る
。
尤
車
問
離
で
共
他
単
ナ
問
の
研
究
に
よ
っ
て
勃
興
せ
る
等
主
思
想
が
、
律
}
土
古
川
と
し
て
、
場
一
革
運
動

の
有
力
な
る
一
標
語
と
友
り
得
た
に
就
て
は
、

一
定
の
傑
件
の
存
在
を
考
へ
泣
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
傑
件
と
は
印
ち
幕
府
政
構
に

針
す
る
否
定
の
動
向
で
あ
っ
て
、
算
王
論
が
徳
川
中
期
以
後
特
に
盛
ん
に
な
っ
た
所
以
は
こ

L
に
あ
り
、
擦
夷
論
と
結
び
付
い
だ
所

以
も
亦
乙

L
K
存
す
る
ロ

(
仲
直
)
比
一
事
に
関
し
で
は
、
常
時
外
岡
人
の
問
に
も
河
然
と
認
識
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
例
へ
ば
保
約
勅
許
に
際
し
て
悌
関
西
公
使
レ
オ

y
u
ロ
U

ユ

は
『
(
前
略
)
節
約
勅
詐
円
盤
大
崎
町
は
山
崎
に
摺
っ
て
ほ
ゐ
た
が
、
今
貨
際
に
拾
っ
亡
北
一
括
市
首
な
る
に
袖
品
川
日
ナ
る
を
訓
勺
山
押
な
か
円
た
、
井
、
中
は
数
百
年

以
来
政
治
の
寅
揮
を
将
軍
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
結
果
、
常
然
表
後
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
た
天
皇
の
稜
成
が
少
し
も
衰
退
し
て
ゐ
な
い
、
御
門
は

今
日
も
倫
ニ
千
年
前
と
同
ピ
〈
諸
侯
及
び
閥
民
の
限
に
は
、
此
闘
の
守
護
紳
で
あ
り
、
大
黒
柱
で
あ
り
、

X
政
治
の
中
心
で
あ
っ
て
、
比
存
在
な
〈

ぱ
日
本
は
直
に
無
政
府
扶
態
に
陥
る
事
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
』
一
百
々
と
述
べ
て
ゐ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
維
新
の
嬰
草
は
朝
廷
の
構
成
を
中
心
に
、
主
と
し
て
下
級
武
士
階
級
の
手
に
よ
っ
て
成
就
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、

と
の
朝
廷
の
構
成
に
、
以
前
幕
府
が
有
し
て
ゐ
た
支
配
力
が
結
合
し
、
以
て
我
闘
が
近
世
国
家
と
し
て
完
成
す
る
に
は
、
数

年
の
歳
月
を
要
し
た
。
そ
れ
は
大
憶
に
於
て
、
康
隆
』
三
年
十
月
九
日
の
王
政
復
古
の
大
競
令
の
描
開
設
よ
り
、
明
治
四
年
七
月
十
四
日

の
廃
藩
蛍
燃
の
寅
施
に
至
る
数
年
間
で
る
る
。

明
治
元
年
三
月
及
四
月
に
五
箇
僚
の
御
誓
文
正
に
政
韓
菩
が
愛
布
せ
ら
れ
、
之
に
よ
っ
て
新
日
本
の
関
是
は
確
立
し
た
q

此
等
に

明
治
維
新
の
経
済
的
意
義

鍔
四
拾
五
巻

第
アて
貌

九
七

丹、

九
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明
治
維
新
の
鯉
渡
的
意
義

告書
ノ、

就

九
i¥. 

第
四
拾
五
巻

八
四

O

よ
っ
て
示
さ
れ
売
と
乙
ろ
同
、
我
闘
の
完
全
治
る
中
央
集
桜
的
統
一
と
、
民
主
k

義
的
な
政
治
組
織
へ
の
務
革
A
で
あ

ο
て、

と

ι〉

関
目
克
に
従
っ
て
新
政
府
の
施
設
は
着
k

と
し
て
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
之
が
障
碍
と
在
る
ぺ
音
声
要
な
る
事
賓
が
存
し
た
。
モ

れ
は
、
十
倍
幕
府
の
領
地
は
既
に
官
淡
せ
ら
れ
た
と
雛
も
、
二
百
六
十
有
飴
の
諸
侯
は
依
然
そ
の
領
地
を
維
持
し
、
そ
の
人
民
世
直
接

統
治
し
て
ゐ
た
と
と
で
あ
る
。
か
〈
て
は
議
幕
府
の
政
椛
在
朝
廷
に
悶
散
し
た
る
に
止
ま
り
、
斯
政
LU
引
の
理
想
で
あ
る
王
政
佐
古
の

空
気

E
也

E
J
B
二
と
ま
u
t
R
Z
A
O

勾

S
J
1
t
g方

L
u
-
-
d
R

《

C
F
h
E
1
-
4
/
d
J

之
を
共
閥
的
危
事
柄
に
就
て
見
る
に
、

諸
外
関
に
掛
v

J

亡
我
国
の
山
町
田
阻
を
国
る
穴
め
に
は

足
(
局

の
穫
を
朝
廷
に
集
中
統
一
し
、
兵
制
軍
隊
組
織
を
一
一
冗
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
之
を
行
ふ
た
め
に
は
歳
入
の
檎
加
を
悶
り
、

歳
入
源
を
株
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
併
し
列
藩
街
ほ
奮
の
如
く
友
る
に
於
で
は
、
そ
の
賓
現
の
不
可
能
在
る
や
言
を
倹
た
た
い
。

か
〈
て
新
政
府
樹
立
後
議
せ
ら
れ
た
最
も
軍
要
た
る
問
題
の
一
つ
は
、
封
建
的
政
治
組
織
の
打
破
で
る
っ
た
。

併
し
乍
ら
そ
れ
に
は
多
大
の
困
難
が
伴
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
、
新
政
府
の
板
楼
に
血
中
毒
せ
る
人
建
は
、
概
ね
完
全
な
る
近
世
園
家

的
統
一
を
迎
想
と
す
る
と
離
も
、
彼
等
は
同
時
に
諸
落
の
人
士
に
し
て
、
諸
搭
の
封
践
を
食
み
し
人
定
で
あ
っ
た
こ
と
で
る
る
o
卸

ち
・
一
方
に
於
て
は
大
義
名
分
を
明
か
に
し
て
、
名
管
一
共
に
土
地
・
人
民
の
支
配
権
を
奉
還
せ
し
む
べ
し
と
雌
も
、
他
方
に
於
て
は
藩

主
の
棒
勢
を
減
殺
す
る
と
と
は
私
情
に
於
て
忍
び
得
ぎ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ご
は
諸
藩
(
需
主
及
落
士
)
が
必
中
し
も

王
政
復
古
の
真
意
を
諒
解
し
て
ゐ
た
わ
け
で
は
た
く
、
依
然
と
し
て
封
建
的
支
配
楳
の
安
堵
を
断
っ
て
ゐ
た
も
の
が
多
数
存
し
た
こ

と
で
る
る
。
か
〈
て
封
建
的
政
治
組
織
打
破
の
第
一
着
手
は
、
完
全
た
る
近
世
園
家
的
統
一
論
と
務
鰐
制
維
持
論
と
の
妥
協
的
鹿
賀

-註」

た
る
版
籍
奉
還
た
る
形
を
と
ら
ね
ば
た
ら
泣
か
っ
た
。
之
に
よ
っ
て
従
来
の
所
謂
=
一
治
制
度
(
正
し
〈
は
府
鯨
と
落
と
の
ニ
治
制
度
〉
は

形
式
的
に
陵
止
せ
ら
れ
、
古
酎
藩
+
士
は
知
落
事
と
し
て
、
地
方
行
政
の
長
官
た
る
こ
と
恰
も
知
府
事
・
知
牒
事
と
具
る
と
と
ろ
た
き
献

「大陸f時日暫J40←401頁)
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態
と
な
っ
た
が
、
併
し
之
に
よ
っ
て
出
来
上
っ
た
日
本
国
家
は
、
恰
も
藩
髄
制
の
上
に
立
つ
聯
邦
政
治
組
織
で
あ
る
か
の
如
き
翻
を

呈
し
た
。

具
醐
眼
的
に
之
を
見
れ
ば
、

知
落
事
の
土
地
・
人
民
に
針
す
る
関
係
は
葎
の
如
〈
、

ま
た
彼
等
は
詰
臣
を
役
人
と
し
て
禁
制

内
に
於
て
調
立
の
政
治
を
行
ひ
、
各
々
藩
力
の
養
成
に
努
め
た
の
で
、
各
漆
は
依
然
相
州
立
の
政
治
区
た
る
を
股
せ
ざ
る
有
様
で
あ
。

た
。
更
に
諸
藩
現
一
七
の
十
分
の
一
を
知
蒋
事
の
家
総
と
し
、
十
分
の
九
を
蒋
政
費
及
士
族
の
蔽
に
充
て
し
め
、
中
央
政
府
に
納
入
す

か
く
て
は
前
述
引
如
き
中
央
政
府
の
歳
入
源
の
降
立
は
、
到
底
之
を
望
み
得
な
か
っ
た
。

る
と
と
ろ
は
そ
の
残
除
に
過
ぎ
や
、

(
註
)
明
治
一
冗
年
、
長
州
蒋
土
木
月
孝
允
、
廃
堕
落
士
大
久
保
利
認
は
各
々
そ
の
蒋
主
を
詑
い
て
版
籍
を
な
泣
せ
し
む
る
こ
と

L

し
、
次
で
士
佐
・

肥
前
の
爾
帯
主
も
後
藤
象
二
郎
・
大
限
重
信
等
の
設
得
に
よ
っ
で
之
に
同
意
し
、
明
治
二
年
巴
月
二
十
日
、
此
等
間
市
博
主
は
連
帯

L
表
し
て
版
籍
米
泣

を
奏
請
し
た
。
従
来
、
徳
川
幕
府

K
代
り
て
第
二
円
靭
者
た
る
べ
き
事
を
柁
愛
せ

h
れ
て
ゐ
た
院
長
一
一
市
川
に
加
-
山
る
に
、
土
佐
及
び
肥
前
の
四
椛
柑
怖

が
右
の
奏
請
を
な
し
た
、
品
、
他
の
当
時
薄
も
続
々
之
に
倣
ひ
、
仰
ア
朝
廷
に
於
て
は
阿
年
六
月
千
七
日
勅
し
で
之
ら
一
生
川

L
、
そ
の
清
ば
ざ
る
も
の
三

十
倫
相
補
に
到

L
て
は
、
諭
し
て
版
舗
が
来
遊
せ
し
め
ら
れ
た
。
布
川
U

四
落
円
上
表
に
は
『
A
f
詑
ん
で
北
一
収
納
が
収
め
て
立
を
上
る
。
.
腕
ぐ
は
明
知
県

叫
に
卑
し
、
其
興
」
べ
告
は
之
を
興
で
其
奪
ふ
ベ
古
は
之
を
奪
ひ
、
凡
そ
列
市
南
の
封
士
、
更
に
宜
し
〈
詔
命
を
下

L
、
之
を
改
め
定
む
ペ
し
。

而
し
て
制
度
・
典
郡
一
・
濯
放
の
制
よ
り
戎
服
器
械
の
制
に
至
る
主
で
、
悉
〈
朝
廷
よ
り
出
で
、
天
下
の
事
大
小
と
な
〈
、
静
一
に
蹄
せ
し
む
ペ
し
。
然

る
後
に
名
賀
相
得
、
始
品
て
海
外
各
閣
と
並
立
す
べ
し
』
一
九
々
と
あ
る
。
大
限
侯
は
之
を
解
咽
押
し
て
『
其
上
表
は
、
我
間
関
と
政
制
の
上
よ
り
論
を
立

て
、
大
義
名
分
の
存
ナ
る
所
を
明
か
に
し
て
、
政
令
を
一
途
に
厨
せ
し
め
ん
と
云
ふ
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
夜
ち
に
薄
ev-
腔
し
で
燃
と
錦
し
、
封
建
の

制
度
を
件
減
し
て
郡
牒
の
制
度
に
嬰
移
せ
ん
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
約
し
で
一
疋
へ
ば
、
地
方
分
権
に
代
ゆ
る
に
中
央
集
権

を
以
で
せ
ん
と
の
意
な
り
し
な
り
』
と
述
べ
て
屑
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
は
王
政
復
古
を
稗
閣
制
の
上
に
立
つ
聯
邦
政
治
組
織
F
J
U
し
め
ん
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
肢
に
幕
末
に
も
現
は
れ
、
徳
川
廃
荒
川
も
そ
の
大
政
奉
還
の
上
表
中
に
『
政
権
を
朝
廷
に
来
腸
、
庚
ぐ
天
下
内
外
議
F
一
議
し
、
市
周
断
を

同
心
協
力
共
に
皐
閥
を
保
護
仕
り
度
〈
』
一
五
々
と
述
べ
で
ゐ
る
1
。

】
9

・

仰
を

か
L

る
扶
態
は
、
完
全
怠
る
近
世
園
家
的
統
一
を
迎
想
と
す
る
人
々
の
到
底
満
足
す
る
ム
」
と
ろ
で
は
左
か
っ
た
。

か
〈
て
営
川
者

の
努
力
と
時
勢
の
進
展
と
に
よ
っ
て
、
四
年
七
月
十
四
臼
遂
に
駿
蒋
世
燃
が
断
行
せ
ら
れ
、
之
に
よ
っ
て
我
闘
の
近
世
岡
家
的
統
一
は

明
治
維
新
町
観
済
的
意
義

第
四
拾
五
巻

第
六
銃
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九
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明
治
維
新
の
抑
制
済
的
意
識

t
F
問
拾
五
位
甘

A 

U!1 

第
六
競

一0
0

略
々
そ
の
完
成
を
遂
げ
た
。
之
を
個
々
の
事
例
に
就
て
見
る
に
、
所
間
三
治
制
反
は
名
賓
と
も
に
股
せ
ら
れ
て
全
闘
は
郡
膝
的
政
治

組
織
に
統
一
せ
ら
れ
、
金
岡
各
地
に
闘
の
地
方
長
官
を
置
く
事
が
明
か
と
左
り
、
従
っ
て
近
代
的
官
僚
群
が
中
央
・
地
方
の
政
治
を

竿
る
こ
と
L
な
っ
た
。
之
と
共
に
士
族
の
紘
制
は
陵
止
せ
ら
れ
、
凶
民
枠
兵
制
度
が
施
行
せ
ら
れ
、
絃
に
近
代
的
軍
除
組
織
が
確
立

ず
る
こ
と
誌
な
っ
た
。
此
等
の
官
僚
及
軍
隊
を
維
持
す
べ
き
岡
山
永
の
財
源
は
、
金
闘
の
土
地
・
人
民
が
政
府
の
直
轄
に
腕
し
た
結
果
、

大
い
に
一
史
張
せ
ら
れ
た
。
ま
た
従
来
各
務
が
殺
行
せ
る
私
の
一
貨
幣
即
ち
綜
札
は
そ
の
活
用
を
停
止
せ
ら
れ
、
閣
の
貨
幣
の
み
が
流
-
山

す
る
と
と
与
な
り
、
同
時
に
諸
藩
が
そ
の
領
境
に
設
け
た
る
税
閥
的
施
設
が
廃
止
せ
ら
れ
た
結
果
、
商
品
の
全
閥
的
流
通
の
設
建
が

促
進
せ
ら
る
L
と
と
L
恋
っ
た
。
か
〈
て
経
怖
の
統
制
は
岡
家
的
規
模
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
所
謂
同
氏
経
済
が
成
立
し
、
同
時
に
資

本
主
義
経
済
生
成
へ
の
第
一
の
開
門
が
開
か
れ
た
の
で
る
る
。

四

民
主
々
義
的
諸
艶
草

近
世
資
本
主
義
経
済
は
、
経
済
的
自
由
主
義
を
以
て
そ
の
基
本
的
原
理
と
す
る
。
経
桝
的
自
由
主
義
は
、
私
有
財
産
制
度
と
自
由

競
争
と
を
そ
の
寅
質
的
内
容
と
し
、
個
人
の
経
済
活
動
を
自
'
闘
に
放
任
す
る
な
ら
ば
、
人
類
全
慌
の
幸
幅
は
期
せ
や
し
て
到
る
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
葱
に
所
甜
民
主
々
義
的
務
革
と
は
‘
か
L
る
原
到
に
某
く
枇
合
同
組
織
及
制
度
の
続
革
を
意
味
す
る
も
の
で
る
っ
て
、

明
治
維
新
に
際
し
て
そ
れ
が
如
何
に
行
は
れ
た
か
を
一
瞥
し
よ
う
。

先
進
資
本
主
義
諸
国
に
於
て
は
、
近
世
図
家
的
統
一
は
必
や
し
も
全
幅
的
た
民
主
主
義
革
命
を
意
味
し
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
結
局

虻
於
て
資
本
主
義
経
済
の
育
成
に
大
去
る
貢
訟
を
注
し
た
こ
と
は
前
漣
の
如
〈
で
る
る
が
、
併
し
近
世
闘
家
の
よ
っ
て
立
つ
原
理



は
、
中
世
都
市
の
総
持
政
策
郎
却
を
繕
承
せ
る
会
組
主
義
で
あ
り
、

そ
の
具
程
的
友
政
治
形
態
は
専
制
宗
主
制
若
く
は
所
謂
絶
叫
剖
王

政
で
あ
勺
た
。
例
へ
ば
例
蘭
内
に
於
て
は
、
ギ
ル
ド
制
度
は
近
世
副
家
的
統
一
に
よ
っ
て
陵
止
せ
ら
れ
や
、
却
っ
て
園
出
端
的
規
模
に

ま
で
高
め
ら
れ
、
之
に
よ
っ
て
商
工
業
は
閥
家
的
に
統
制
せ
ら
れ
干
渉
せ
ら
れ
た
の
で
る
っ
て
、
そ
の
制
度
の
駿
止
は
之
を
大
革
命

に
侠
た
ね
ば
な
ら
一
泣
か
っ
た
。
削
ち
中
世
の
絶
刻
的
教
権
K
針
す
る
人
間
的
自
我
の
m
m
V
A

剛
山
は
.
近
世
同
四
家
の
成
立
に
よ
っ
て
一
先
づ

自
己
を
賓
現
し
、
更
に
側
人
的
自
我
の
兜
醒
と
友
っ
て
、
或
は
急
激
に
或
は
徐
々
に
、
絶
叫
則
王
政
を
打
破
し
、
以
て
民
主
三
味
倒
た

枇
舎
を
粛
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

之
を
我
凶
に
就
て
見
る
に
、
前
述
の
版
批
判
奉
還
に
際
し
て
、

一
部
の
人
々
が
藩
鰯
制
の
上
に
立
つ
聯
邦
政
治
初
織
を
以
て
叫
想
と

し
、
地
万
に
於
け
る
務
主
の
政
治
的
・
経
済
的
構
力
を
的
米
の
ま
L

作
躍
せ
ん
L
一
し
た
こ
L
」
は
、
近
山
閥
次
的
統

亡

L
L
T
J
3
b
，t

i
d
-
-
-
J
 

主
々
義
的
唆
革
の
件
ふ
も
の
で
友
い
事
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
具
悌
的
友
例
止
し
て
商
法
司
の
下
に
於
け
る
経
済
政
策

を
事
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
商
法
司
は
由
利
公
民
の
建
議
に
基
い
て
明
治
一
光
年
間
四
月
に
設
世
さ
れ
、

二
年
三
月
に
腕
止
せ
ら
れ
た

も
の
で
る
る
が
、
そ
の
下
に
於
け
る
経
済
政
策
は
、
園
民
に
資
金
を
貸
興
し
て
殖
産
興
業
に
努
め
し
め
、
そ
の
生
産
物
は
官
が
之
を

買
牧
し
寅
却
す
る
こ
と
L

し
、
中
間
に
あ
っ
て
利
径
を
聾
断
ず
る
商
人
・
高
利
貸
の
介
在
を
担
み
、
以
て
生
産
者
の
稿
利
増
準
と
宮

の
直
接
的
利
益
と
を
目
的
と
せ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
徳
川
時
代
諸
溶
に
行
は
れ
た
る
凶
時
奨
助
政
策
乃
至
藩
品
判
官
守
由
貿
制

度
を
岡
山
来
的
規
模
に
ま
で
高
め
、
近
世
国
家
と
し
て
の
我
凶
の
官
図
強
兵
の
某
礎
を
築
か
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
ゎ
。

併
し
乍
ら
か
L

る
方
策
は
首
時
の
我
闘
の
資
怖
に
印
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
印
ち
凶
内
的
に
之
を
見
る
に
、
徳
川
時
代
商
業

資
木
主
義
は
頗
る
高
度
に
愛
述
し
、

そ
の
勢
は
既
に
封
建
領
主
の
専
制
主
義
に
到
し
て
諾
K

L
し
し
て
従
は
ざ
る
の
域
に
進
ん
で
居

明
治
維
新
の
絞
済
的
意
義

第
凶
拾
五
経

第
六
抜

O 

ノ、

四
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明
治
維
新
白
経
済
的
意
義

第
四
拾
五
巻

第
六
競

八
四
回

O 

り
、
殊
に
開
港
後
は
地
方
商
人
の
進
出
目
覚
ま
し
く
、
自
由
友
る
経
消
活
動
の
利
益
b
t
享
受
し
、
進
ん
で
産
業
資
本
家
の
域
に
玉
ら

ん
と
し
て
ゐ
ゎ
。
加
ふ
る
に
維
新
の
愛
草
に
於
て
所
在
の
宮
商
の
財
政
的
援
助
が
そ
の
成
功
を
賢
ら
し
た
一
閃
な
る
に
於
で
は
、
商

人
階
級
の
排
除
乃
至
抑
座
は
到
底
言
ふ
ぺ
く
し
て
行
は
れ
難
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
又
之
、
ど
封
外
的
に
見
る
に
、
明
治
維
新
到
来
の

機
舎
を
興
へ
た
も
の
は
外
岡
資
本
主
義
の
侵
入
で
あ
っ
て
、
我
闘
は
幸
ひ
に
も
列
強
の
植
民
地
化
の
危
機
を
免
か
れ
た
L
し
は
い
へ
、

闘
枕
内
主
催
を
一
什
山
叩
-
中
日
つ
治
外
法
権
の
制
限
配
一
党
け
て
ゐ
る
不
同
州
泊
所
態
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
先
進
資
本
主
義
凶
の
制
昨
川
岳
災
物

を
銀
十
ば
な
け
れ
ば
な
ら
左
か
っ
た
。
A
V

同
時
の
列
強
は
既
に
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
民
主
々
義
閣
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ば
こ
そ
幕
末
以

来
取
入
れ
ら
れ
た
政
治
思
想
は
議
合
政
治
思
想
で
あ
り
、
経
済
思
想
は
個
人
的
自
由
主
義
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。
か
L

る
思
想
を
取

入
れ
た
先
魔
者
が
問
主
に
立
っ
た
の
で
る
る
か
ら
、
新
政
府
の
政
策
が
自
由
主
義
的
で
あ
っ
た
の
は
首
然
で
あ
る
。

か
く
て
明
治
初
年
、
白
由
競
争
と
私
有
財
産
制
度
と
の
確
立
を
期
す
べ
き
一
連
の
改
革
が
行
は
れ
た
。
主
な
る
も
の
に
就
て
見
れ

ば
、
元
年
に
商
工
業
に
於
け
る
株
仲
間
の
制
度
を
陵
止
し
た
こ
と
、
四
年
及
五
年
に
四
段
職
業
の
自
由
を
認
め
た
こ
と
等
は
同
由
競

争
の
確
認
で
あ
り
、

五
年
に
岡
地
永
代
賓
買
の
禁
を
解
き
、
八
年
に
分
地
の
制
限
を
解
除
せ
る
こ
と
、
此
間
六
年
に
地
租
改
主
に
渚

チ
し
て
地
債
を
以
て
地
租
の
課
税
標
準
と
し
た
と
と
等
は
、
私
有
財
産
制
度
の
隊
認
で
め
っ
た
。
之
と
関
聯
し
て
従
来
商
民
の
商
権

後
遺
を
阻
害
し
て
ゐ
た
府
牒
皆
乃
至
滞
日
常
山
商
業
の
禁
止
が
行
は
れ
た
。
二
年
六
月
の
遣
に
『
三
都
府
諸
開
港
揚
共
他
出
血
h

へ
府
落
解

よ
り
産
物
資
捌
と
唱
へ
、
商
曾
所
取
立
役
人
出
張
、
米
穀
共
外
貿
し
め
致
し
、
諸
日
間
近
身
不
融
通
に
相
成
.
高
足
一
般
の
難
泣
不
少

候
、
是
迄
一
定
の
商
律
不
相
立
候
よ
り
、
成
徳
を
以
て
銘
身
勝
手
の
商
業
取
閥
、
茜
以
不
都
合
の
事
に
付
、
此
度
世
田
計
官
中
通
商
司

を
被
建
、
迫
々
商
律
御
取
設
相
成
倹
閥
、
右
様
の
儀
一
切
廃
絶
被
仰
付
松
町
』
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
兵
部
省
大
阪
文
署
は
之

石井孝「丈久平聞に於itる外関貿易の溌展と幕府の抑盟理政策-'(r社合経済史
皐」第五巻WJ競)参照
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を
敷
街
し
て
『
是
迄
府
藩
嬬
共
三
部
並
開
港
場
に
於
て
商
舎
試
立
、
商
民
よ
り
棟
一
一
乞
一
年
ひ
賀
商
を
発
候
儀
、
有
も
政
府
の
捜
裁
に
背

候
』
云
々
と
達
一
不
し
、
三
年
八
月
の
通
商
司
心
得
に
も
『
官
泡
に
立
つ
者
十
句
も
商
賓
と
利
を
争
ふ
こ
と
不
可
有
、
諸
藩
照
の
商
舎
を

廃
せ
ら
れ
し
も
此
埋
よ
り
出
る
慮
な
れ
ば
、
通
商
旬
宜
し
く
注
意
し
て
他
の
心
得
ざ
る
も
の
に
懇
に
説
示
す
ぺ
い
」
と
あ
る
。
要
ず

る
に
商
槽
は
商
民
の
手
へ
と
い
ふ
の
が
此
等
の
布
速
を
貰
〈
精
神
で
め
り
、
諸
諜
荷
台
所
の
禁
止
は
そ
の
表
現
で
あ
っ
た
。

此
等
の
改
革
は
、
併
し
乍
ら
、
民
主
的
怠
る
も
の

L
護
法
に
叫
制
し
て
怪
棺
と
友
る
べ
き
封
建
的
諸
制
限
を
取
除
い
た
も
の
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
而
も
そ
の
民
主
的
な
る
も
の
は
、
如
上
の
諸
鑓
革
を
受
入
れ
る
に
足
る
程
度
に
ま
で
後
述
し
て
ゐ
た
と
は
い
へ
、
未
だ

甚
だ
脆
弱
に
し
て
、
之
を
直
ち
に
閉
山
に
枚
任
す
る
な
ら
ば
、
到
底
外
閣
資
本
主
義
と
針
抗
し
得
る
と
と
を
期
待
し
得
な
い
も
の
や
-

あ
っ
た

3

換
J

一
凸
す
れ
ば
徳
川
時
代
の
肉
主
党
本
は
、
た
と
ひ
一
企
業
資
本
に
時
化
す
る
が
如
ぎ
勢
ひ

p-示
し
て
腔
た
と
は
い
ヘ
、
未
だ

狗
力
を
以
て
妥
展
ず
べ
き
基
礎
を
有
し
て
ゐ
な
か
っ
た
。
認
に
於
て
採
ら
れ
た
の
が
積
極
的
友
氏
主
占
義
の
助
成
策
で
る
り
、
具
腿

的
に
は
麓
町
人
階
放
を
客
醐
胞
と
す
る
経
済
政
策
で
あ
る
。
前
週
の
如
く
商
法
司
の
下
に
於
け
る
経
済
政
策
は
根
本
に
於
て
官
の
商
権

の
仲
張
を
同
り
し
も
の
で
あ
っ
た
が
、

と
の
政
策
は
忽
ち
地
乗
せ
ら
れ
、
そ
の
あ
と
に
は
通
商
司
(
二
年
六
月
設
詮
)
に
よ
る
新
し
い

経
岨
山
政
策
が
始
め
ら
れ
た
。
印
ち
政
府
は
上
述
の
如
く
商
民
の
商
械
の
伸
張
を
以
て
政
策
原
理
と
す
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
と
共

に
、
通
商
司
の
下
に
半
官
半
民
の
通
商
品
問
枇
及
潟
棒
舎
祉
を
設
立
せ
し
め
、
更
に
そ
の
配
下
に
商
枇
の
設
立
を
勧
奨
し
た
。
此
等
の

ム
ロ
本
結
枇
は
、
資
本
の
結
合
に
よ
っ
て
庶
民
的
産
業
規
模
を
擦
大
し
・
以
て
庶
民
経
済
力
の
仲
張
に
資
す
る
と
共
に
、
外
岡
商
人
に

針
す
る
封
抗
力
を
養
成
す
る
こ
と
に
そ
の
重
貼
を
置
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
間
淫
業
に
訴
す
る
干
渉
自
鑓
は
、

叩

で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
本
来
の
趣
旨

明
治
維
新
の
経
済
的
意
義

第
四
拾
五
巻

t
F
六
貌

O 

八
四
五

向上、 424買
伊東氏、前掲論文参照
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明
治
維
新
の
経
済
的
意
義

第
四
拾
五
巻

O 
四

第
プて

披

八
四
六

右

ω通
商
討
の
粧
怖
政
策
は
.
昨
時
の
我
同
経
済
の
欣
散
に
舷
じ

経
消
政
策
と
は
稿
し
乍
ら
商
業
及
金
融
の
方
商
に
霊
知
守
一
世

か
ず
る
を
得
な
か
っ
た
。
併
し
之
の
み
で
は
外
国
資
本
主
義
に
剥
抗
寸
る
を
得
す
、
而
も
近
代
的
産
業
費
本
主
義
の
自
然
的
発
展
を

挟
手
し
て
待
つ
こ
と
は
到
底
許
さ
れ
た
い
欣
態
で
あ
っ
た
。
誌
に
於
て
採
ら
れ
た
が
、
模
範
工
場
の
設
置
を
中
心
と
す
る
一
連
の
勤

〔淀
ν

そ
れ
は
主
と
し
ご
明
治
六
年
以
後
数
「
年
間
に
亙
っ
て
行
は
れ
た
。

業
政
策
で
あ
っ
て
、

純
消
的
自
向
主
義
は
主
と
し
て
後
藤
象
二
郎
・
五
代
友
惇
等
に
よ
っ
て
明
導
せ
ら
れ
た
。
彼
舎
の
所
前
日
中
心
思
怨
は
『
向
法
は
政
府
自
ら
之2

ー

を
何
十
九
古
村
一
ヘ
一
1

。
泌
〈
下
尚
氏
に
な
古
し
め
政
的
は
向
米
銭
分
の
多
目
以
に
肱
ピ
多
少
の
内
校
長
松
め
し
U
D
F
一
札
政
府
に
於
で
砕
を
聞
く
の
大
来
日
也
』

で
あ
勺
て
、
貨
に
遁
前
曾
刷
・
銭
替
舎
利
の
設
立
は
、
五
代
等
円
建
議
に
基
い
て
行
は
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
五
代
友
厚
宇
治
団
昨
柴
一
が
官
迭
を

退
い
た
の
は
、
民
間
に
下
っ
て
産
業
の
指
導
に
任
ぜ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
が
、
後
藤
象
二
郎
も
亦
同
様
の
意
闘
を
以
で
野
に
下
っ
た
。
日
〈
『
薩
長

が
上
に
飛
揚
し
、
一
般
の
閣
民
其
椎
力
を
分
つ
能
は
ざ
る
は
、
線
維
新
改
革
を
大
成
す
る
に
於
て
、
隔
諸
問
が
最
も
其
力
を
致
し
た
る
の
飴
窓
な
る
べ

き
も
、
民
聞
の
勢
力
の
至
て
薄
弱
に
し
て
其
政
庖
を
抑
制
す
る
能
は
ざ
る
も
、
亦
其
一
大
原
川
と
訓
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。
然
、
b
ば
今
日
の
念
務
は
先

づ
民
間
の
勢
力
を
養
成
し
て
強
大
な
ら
し
む
る
に
在
り
。
而
し
て
之
を
養
成
す
る
の
術
は
剛
民
を
し
て
富
貴
な
ら
し
む
る
に
在

p
o
其
富
貴
な
ら
し

む
る
術
は
商
頁
貿
易
を
合
き
て
他
に
是
な
き
な

p
。
長
を
以
て
余
は
射
に
下
り
て
身
を
商
人
に
艶
じ
、
盛
ん
に
肉
質
貿
易
を
替
み
て
買
力
を
養

ひ
、
延
き
て
一
般
閑
民
の
宮
貨
を
計
り
、
民
間
の
勢
力
を
養
成
し
、
下
よ
り
薩
長
の
椛
力
を
殺
ぎ
、
以
て
葎
閑
政
府
を
打
破
し
て
岡
民
的
政
府
を
樹

目

立
せ
ん
と
す
』
一
五
々
と
。
之
は
侃
鴨
諭
に
際
し
で
彼
が
大
限
重
信
に
詰
っ
た
心
境
で
あ
る
。

も
、
之
に
よ
っ
て
彼
が
民
力
の
伸
援
を
重
要
視
し
た
事
は
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
。

( 

晶玉
) 

そ
の
杭
接
目
的
が
常
時
間
政
府
の
打
破
に
あ
っ
た
と
す
る

以
上
の
如
く
に
し
て
民
主
主
義
的
諮
問
焼
革
が
行
は
れ
.
経
済
的
白
山
主
義
を
原
烈
と
す
る
資
本
主
義
経
消
の
進
む
べ
き
途
が
聞
か

れ
た
が
、
併
し
之
を
以
て
我
凶
は
也
ち
に
完
全
友
民
主
士
義
的
な
枇
合
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
た
い
。
査
し
上
述
の
如
く
、
営
時
の
商

日
間
及
貨
幣
絞
怖
は
自
ら
並
ん
で
愛
革
運
動
を
起
す
ま
で
に
は
歪
勺
て
ゐ
た
か
っ
た
か
ら
で
る
り
、
有
も
料
皮
革
を
欲
す
る
友
ら
ば
‘
そ

の
欲
求
は
官
僚
を
逝
じ
て
表
現
せ
ざ
る
を
ね
友
い
程
広
に
過
押
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
る
る
。
ま
た
民
主
々
義
的
援
革
が
近
世
同
家
的
統

「五代文厚意見書J(r岩倉具視関係文書」第八、 34';1'0
「大限伯昔日君J 69由-691頁
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一
と
一
韓
と
し
て
時
を
同
じ
う
し
て
行
は
れ
、
た
め
に
資
本
主
義
の
捨
首
4
刊
に
於
て
民
主
K

義
的
訓
練
を
注
す
の
徐
裕
が
興
へ
ら
れ

な
か
っ
た
か
ら
で
る
る
。
か
〈
て
明
治
維
新
は
.

そ
の
民
主
革
命
的
な
部
面
に
よ
り
て
資
本
主
義
経
済
の
進
む
べ
き
大
遣
を
開
い
た

が
、
民
主
士
義
が
完
全
な
る
姿
に
於
て
賓
現
す
る
た
め
に
は
、
共
後
山
同
ほ
長
き
年
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

五

組

語I

以
上
、
明
治
維
新
を
近
世
岡
家
的
統
一
と
、
民
主
々
義
的
出
皮
革
と
の
二
方
面
に
分
っ
て
考
察
し
た
。
維
新
の
質
草
の
根
本
的
原
理

を
以
て
問
民
主
義
で
あ
る
ム
」
ナ
る
た
ら
ば
、
そ
の
具
鶴
的
表
現
は
、
五
前
僚
の
御
誓
文
並
に
政
酬
問
書
に
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
が
如
く
、
政

治
的
に
は
朝
氾
の
機
成
を
中
心
と
ナ
右
近
世
間
安
的
統
一
一
?
お
り
、
一
川
命
日
的
に
は
民
主
三
義
的
縫
草
で
め
っ
た
。

〉

4
q
f
l
p
:
Z
F

E

F
一「内
4

辛
じ
デ
ド

営
時
の
我
岡
経
済
一
批
舎
の
褒
迷
政
態
に
底
じ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
外
岡
資
本
主
義
の
侵
入
に
よ
っ
て
そ
の
一
機
合
を
興
へ
ら
れ
、

促
進
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
間
出
家
的
統
一
は
資
本
主
義
経
消
を
育
成
す
べ
き
温
床
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
主
L
R

義

的
費
草
は
そ
の
設
展
に
坦
々
た
る
大
遣
を
開
く
べ
き
役
割
を
持
っ
て
ゐ
る
。
と
の
意
味
に
於
て
明
治
維
新
は
、
我
闘
資
本
主
義
経
消

の
生
成
発
展
に
針
す
る
政
治
的
枇
舎
的
恭
礎
を
徒
供
し
た
。
こ
誌
に
明
治
維
新
の
重
要
在
る
経
術
的
意
義
が
存
す
る
。

右
の
近
世
園
家
的
統
一
は
、
比
較
的
容
易
に
且
つ
惑
か
に
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
民
主
々
義
的
時
党
革
は
斯
〈
の
如
〈
容
易

に
行
は
れ
や
、
従
っ
て
民
主
々
義
枇
舎
が
完
全
に
自
己
を
賞
現
す
る
た
め
に
は
共
後
向
ほ
長
き
年
月
を
要
し
た
。
そ
れ
は
近
世
図
家

的
統
一
'
と
民
主
K

義
的
縫
草
と
が
一
艇
と
し
て
時
を
同
じ
う
し
て
行
は
れ
た
が
た
め
に
、
資
本
主
義
経
済
の
携
蛍
者
に
於
て
民
主
々

義
的
訓
練
が
行
は
る
べ
き
飴
裕
が
存
し
な
か
っ
た
か
ら
で
る
り
、
彼
等
が
自
ら
民
主
k

義
枇
人
冊
口
を
開
拓
す
る
意
思
と
力
と
に
快
け
て

明
治
維
新
の
経
済
的
意
義

第
四
拾
五
巻

八
四
七

第
六
曲
師

O 
五



明
治
維
新
の
経
済
的
意
義

第
四
拾
五
巻

第
六
競

八

四

八

O 
六

ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
民
主
k

義
的
縫
革
は
、
官
僚
を
通
じ
て
、
或
は
官
僚
の
千
に
よ
っ
て
行
は
れ
ね
ば
及
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
具
般
的
友
現
は
れ
が
自
由
主
義
的
保
護
政
策
で
あ
る
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
民
主
的
な
る
も
の
を
育
成
せ
ん
が
た
め
の
保
護

政
策
で
あ
る
。
こ
の
事
の
故
に
氏
主
々
義
は
近
世
岡
家
的
統
一
主
義
と
結
び
つ
き
、
そ
の
一
一
聞
に
於
て
専
制
+
十
一
義
的
部
面
、
具
磁
的

に
は
所
浦
裁
閥
政
治
が
現
は
れ
、
ま
た
政
府
と
政
問
と
の
一
結
托
が
行
は
れ
、
却
っ
て
健
全
な
民
主
々
義
的
社
舎
の
質
現
に
障
碍
と
た

z
d
o
b

日
守
主
ヘ

E
t
洛
え
ト
じ

/~JE

h

的
イ
グ
て
h
H
E
H
A

泊
予
F

こ
!
?

ら
/
ア

J
ち
存
回
司
ん
正
」
付
二
，

1
3
2陪
E
b
:
坊且、

;
-
I
l
仔

?
F
、
Ail-d
〉

t
f
-
w
p

，
l

時

E
正
l
i
川
崎
乙
?
と
』

11迂
t

臨
時
古
事
且
〆
[

7
月

r
一
あ
二
九
開
持
U-
後
取
芳
一
一
良
げ
一
す
一
;

加
古
同
、
ょ
く
E
の
問
の
事
怖
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。

民
主
主
義
的
出
現
草
が
天
降
り
的
で
る
り
、
民
主
々
義
壮
曾
の
成
ょ
が
自
然
生
長
的
で
な
か
っ
た
こ
と

l
!ー
そ
れ
は
我
岡
が
突
然
入

り
込
ん
だ
図
際
枇
舎
が
既
に
資
本
主
義
的
で
あ
り
、
外
岡
幽
資
本
主
義
と
針
抗
す
る
た
め
に
は
速
か
に
我
国
自
身
資
本
主
義
化
せ
ざ
る

を
得
た
か
っ
た
首
然
の
結
果
で
あ
る
が

!
i
認
に
我
胡
資
本
主
義
経
持
成
立
過
程
の
特
色
が
あ
り
、
明
治
維
新
に
際
し
て
封
建
的
な

る
も
の
を
一
掃
し
得
ざ
り
し
所
以
が
存
ず
る
。
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