
岩
閒
一
弘
著

上
海
大
衆
の
�
生
と
變
貌

︱
︱
�
代
怨
中
閒
層
の
�
費
・
動
員
・
イ
ベ
ン
ト

︱
︱

大

野

公

賀

本
書
は
﹁
�
代
上
海
に
お
け
る
﹃
大
衆
﹄
の
�
生
と
變
貌
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
︑
怨
中
閒
層
を
中
心
と
す
る
人
び
と
が
體
驗
し
た
�
費
・
動
員
・
イ
ベ

ン
ト
か
ら
	
き
彫
り
に
す
る
こ
と
﹂
を
目
�
に
︑﹁
上
海
の
俸
給
生
活
者
や

そ
の
家
族
が
︑
日
常
生
活
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
﹃
大
衆
﹄
と
な
っ
て
い
た

の
か
を
︑
多
樣
な
視
點
か
ら
﹂
論
じ
た
も
の
で
あ
る

(岩
閒
一
弘
﹃
上
海
大

衆
の
�
生
と
變
貌

�
代
怨
中
閒
層
の
�
費
・
動
員
・
イ
ベ
ン
ト
﹄
東
京
大

學
出
版
會
︑
二
〇
一
二
年
︑
七
頁
︒
以
下
︑
本
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は

頁
數
の
み
を
表
記
す
る
)︒

初
め
に
︑
本
書
の
機
軸
と
も
言
う
べ
き
﹁
大
衆
﹂
と
﹁
怨
中
閒
層
﹂
に
つ

き
︑
著
者
の
言
葉
か
ら
そ
の
定
義
を
�
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
︒
著
者
は
︑

オ
ル
テ
ガ
の
定
義
に
し
た
が
い
︑﹁
大
衆
﹂
と
は
﹁
み
な
と
同
じ
で
あ
り
た

い
と
願
い
︑
多
く
の
人
び
と
と
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
人
び
と
﹂
(三
五
五

頁
)
で
あ
り
︑﹁
怨
中
閒
層
﹂
と
は
學
校
敎
育
を
�
け
て
﹁
精
神
・
頭
腦
勞

働
に
從
事
す
る
俸
給
生
活
者
や
そ
の
家
族
な
ど
﹂
の
社
會
階
層

(二
頁
)
で

あ
る
と
い
う
︒
こ
の
兩
者
の
關
係
に
つ
い
て
︑
著
者
は
ま
た
︑
一
九
二
〇
-

五
〇
年
代
上
海
に
お
け
る
﹁
大
衆
﹂
お
よ
び
﹁
大
衆
﹂
�
現
象
は
︑
決
し
て

民
國
�
に
登
場
し
た
﹁
怨
中
閒
層
﹂
と
と
も
に
出
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
︑

す
な
わ
ち
﹁
怨
中
閒
層
﹂
イ
コ
ー
ル
﹁
大
衆
﹂
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
︑

�
代
上
海
に
お
け
る
﹁
大
衆
﹂
お
よ
び
﹁
大
衆
﹂
�
現
象
の
中
核
を
な
し
た

の
は
﹁
怨
中
閒
層
﹂
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

著
者
に
よ
れ
ば
︑
﹁
大
衆
﹂
お
よ
び
﹁
大
衆
﹂
�
現
象
は
︑
遲
く
と
も
宋

代
に
は
旣
に
出
現
し
て
い
た
が
︑
�
代
上
海
に
お
け
る
﹁
大
衆
﹂
の
規
模
や

﹁
大
衆
﹂
閒
の
類
似
性
は
︑
他
の
時
代
に
比
べ
て
突
出
し
た
も
の
で
あ
り
︑

そ
の
重
�
な
一
因
が
﹁
怨
中
閒
層
﹂
の
增
大
と
擡
頭
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ

の
背
景
に
は
︑
當
時
怨
た
に
登
場
し
た
メ
デ
ィ
ア
と
ビ
ジ
ネ
ス
が
存
在
す
る
︒

當
時
︑
怨
聞
や
雜
誌
な
ど
の
定
�
刊
行
物
︑
映
畫
︑
ラ
ジ
オ
な
ど
の
各
種
メ

デ
ィ
ア
が
發
�
し
た
が
︑
そ
の
�
�
な
讀
者
は
一
定
の
�
�
�
・
經
濟
�
能

力
を
 
す
る
﹁
怨
中
閒
層
﹂
で
あ
り
︑
彼
ら
は
怨
聞
や
雜
誌
の
廣
吿
を
"
じ

て
︑
自
ら
を
對
象
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
#
報
を
得
︑
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て

各
種
の
�
費
行
動
を
起
こ
し
た
︒

本
書
で
著
者
は
︑﹁
怨
中
閒
層
﹂
と
メ
デ
ィ
ア
︑
ビ
ジ
ネ
ス
の
三
者
が
相

互
に
影
$
を
%
ぼ
し
合
い
︑
そ
の
過
&
で
﹁
大
衆
﹂
が
�
生
し
︑﹁
大
衆
﹂

が
﹁
大
衆
﹂
を
再
創
出
し
て
い
く
樣
相
を
︑
映
畫
ス
タ
ー
阮
玲
玉
の
自
殺
や

集
團
結
婚
式
︑
ミ
ス
上
海
コ
ン
テ
ス
ト
︑
漢
奸
裁
)
な
ど
の
事
例
を
擧
げ
な

が
ら
︑
具
體
�
に
提
示
し
て
い
る
︒

本
書
の
詳
細
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
り
︑
ま
ず
著
者
の
*
著
﹃
上
海
�

代
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

搖
れ
る
怨
中
閒
層
の
形
成
﹄
(
硏
�
出
版
︑
二
〇

一
一
年
)
に
つ
い
て
︑
鯵
單
に
觸
れ
て
お
き
た
い
︒
同
書
は
敎
育
・
職
業
・

結
婚
な
ど
の
視
點
か
ら
﹁
怨
中
閒
層
﹂
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
︑
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言
わ
ば
本
書
の
*
-
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

�
代
上
海
に
お
け
る
﹁
怨
中
閒
層
﹂
に
つ
い
て
︑
著
者
は
*
著
で
.
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
︒

上
海
に
お
い
て
は
兩
大
戰
閒
�
ま
で
に
︑
民
閒
企
業
の
職
員
を
始
め
と

す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
そ
の
家
族
が
增
加
し
︑
怨
た
な
中
閒
層
と
し

て
/
知
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
︒
し
か
し
︑
中
閒
層
と
い
う
社
會
0
識
だ

け
が
先
行
し
て
︑
經
濟
�
實
態
は
そ
れ
に
1
い
つ
か
ず
︑
二
極
分
�
の

傾
向
が
著
し
か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
2
等
�
義
�
な
社
會
の
到
來
を
求
め

る
聲
が
高
ま
り
︑
上
海
の
怨
中
閒
層
の
形
成
過
&
を
き
わ
め
て
不
安
定

に
し
て
い
た
︒
く
わ
え
て
︑
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
が
體
驗
し
た
敎
育
や
職

業
の
�
代
�
再
-
は
︑﹁
市
民
﹂
(
c
itiz
e
n
)
と
い
う
よ
り
は
﹁
大
衆
﹂

(
m
a
ss)
と
い
う
べ
き
人
び
と
を
養
成
す
る
面
が
強
く
︑
そ
の
こ
と
が

怨
中
閒
層
を
時
液
に
押
し
液
さ
れ
や
す
く
し
て
い
た

(岩
閒
一
弘
﹃
上

海
�
代
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

搖
れ
る
怨
中
閒
層
の
形
成
﹄
硏
�
出
版
︑

二
〇
一
一
年
︑
二
八
頁
︒
以
下
︑
同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
︑

﹁
二
〇
一
一
年
︑
頁
數
﹂
と
表
記
す
る
)︒

同
�
で
著
者
は
︑﹁
怨
中
閒
層
﹂
は
﹁
市
民
﹂
�
特
質
よ
り
も
︑
む
し
ろ

﹁
大
衆
﹂
�
特
質
を
 
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
著
者
は

ま
た
﹁
怨
中
閒
層
﹂
の
勃
興
に
と
も
な
い
︑
人
び
と
に
さ
ら
に
�
確
に
0
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹁
職
業
人
と
し
て
の
公
共
性
﹂
は
︑
必
ず
し
も
﹁
市

民
社
會
の
<
芽
﹂
(地
域
社
會
に
參
與
・
貢
獻
す
る
自
發
�
な
0
識
や
活
動

の
芽
生
え
の
こ
と
︒
以
下
︑
引
用
箇
=
に
關
す
る
>
は
す
べ
て
著
者
に
よ
る
︒

引
用
箇
=
と
>
の
記
載
頁
が
衣
な
る
場
合
の
み
︑
>
の
後
に
頁
數
を
記
載
す

る
)
に
繫
が
る
と
も
限
ら
な
か
っ
た
︑
と
論
じ
て
い
る

(二
〇
一
一
年
︑
五

四
頁
)︒

著
者
は
ま
た
*
著
で
︑
中
國
都
市
の
社
會
生
活
に
お
い
て
は
︑﹁
共
同
﹂

と
﹁
公
共
﹂
の
區
別
が
し
ば
し
ば
曖
昧
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
.
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
︒

こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
︑
中
國
社
會
に
お
け
る
公
共
性
は
︑
同
�
と
排

除
の
論
理
か
ら
な
る
﹁
共
同
﹂
(
c
o
m
m
o
n
)
と
し
て
の
性
格
が
強

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
立
場
や
見
解
の
相
A
を
/
め
つ
つ
︑

協
力
し
て
自
立
と
聯
帶
を
同
時
に
�
成
し
よ
う
と
す
る
﹁
公
共
﹂

(
p
u
b
lic
)
へ
の
志
向
に
乏
し
か
っ
た
と
い
え
る
︒
奄
言
す
れ
ば
︑

﹁
公
﹂
(
p
u
b
lic
)
と
﹁
共
﹂
(
c
o
m
m
o
n
)
が
︑
し
ば
し
ば
同
義
で
用
い

ら
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
公
共
性
の
あ
り
方
を
兩
大
戰
閒
�
の
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
も
經
驗
し
て
い
た
︒

︻
中
略
︼

こ
う
し
た
個
人
が
集
團
に
F
從
す
べ
き
と
す
る
公
共
0
識
は
︑
例
え
ば
︑

中
國
國
民
黨
の
怨
生
活
G
動
の
指
針
に
も
取
り
こ
ま
れ
て
︑
店
員
に
敎

�
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
後
に
は
︑
中
國
共
產
黨
に
よ
っ
て
︑﹁
大
公
無
私
﹂

﹁
爲
人
民
F
務
﹂
の
公
共
0
識
と
し
て
も
宣
傳
さ
れ
た

(
二
〇
一
一
年
︑

五
七
頁
)︒

上
述
の
�
代
中
國
に
お
け
る
﹁
公
共
性
﹂
と
﹁
市
民
社
會
の
<
芽
﹂
の
關

係
に
つ
い
て
︑
筆
者
は
本
書
で
は
さ
ら
に
︑
當
時
の
社
會
秩
序
に
お
い
て
は

﹁
大
衆
�
公
共
性
﹂
(
大
衆
感
#
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
秩
序
の
I
J
︒
三
一

頁
)
が
優
位
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
は
愛
國
�
義
と
協
同
し
て
い
く
局
面
が

あ
っ
た
と
指
摘
す
る

(
二
九
頁
)
︒

著
者
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ま
で
の
上
海
K
硏
究
で
は
﹁﹃
社
會
﹄
の
な
か
に

﹃
公
共
性
﹄
の
<
芽
を
見
出
し
︑
﹃
社
會
﹄
に
對
す
る
﹃
國
家
﹄
權
力
の
L
M
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に
よ
っ
て
﹃
公
共
性
﹄
が
失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
圖
式
が
︑
二
〇
世
紀
*
N

の
趨
勢
を
理
解
す
る
說
�
樣
式
と
し
て
一
般
�
﹂
で
あ
っ
た

(二
〇
頁
)︒

著
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
市
民
社
會
の
<
芽
と
挫
折
﹂
論
は
︑
そ
の
�
因
を

﹁
外
在
�
な
專
制
國
家
の
擴
大
だ
け
に
求
め
が
ち
で
あ
る
﹂
と
し
た
上
で
︑

む
し
ろ
﹁
淸
末
民
國
�
の
都
市
社
會
の
﹃
市
民
�
公
共
性
﹄
を
再
檢
證
し
︑

そ
こ
に
內
在
さ
れ
た
�
因
か
ら
人
民
共
和
國
初
�
ま
で
の
歷
K
過
&
を
と
ら

え
直
す
べ
き
﹂
で
あ
る
と
す
る

(二
一
-二
二
頁
)︒

�
代
中
國
の
都
市
社
會
に
お
け
る
﹁
公
共
性
﹂
を
如
何
に
/
識
す
る
か
と

い
う
問
題
は
︑
本
書
の
獨
自
性
に
も
關
わ
る
重
�
な
點
で
あ
る
︒
以
下
︑
著

者
の
/
識
を
鯵
單
に
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

著
者
は
︑
淸
末
あ
る
い
は
そ
れ
以
*
か
ら
人
民
共
和
國
初
�
に
か
け
て
の

公
共
性
に
は
︑﹁
I
J
�
と
も
い
え
る
聯
續
性
﹂
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

こ
の
聯
續
性
の
下
︑
中
國
社
會
に
お
い
て
傳
瓜
�
に
想
定
さ
れ
て
き
た
の
は
︑

﹁
人
び
と
の
共
感
・
共
鳴
に
よ
っ
て
公
共
�
な
0
志
が
生
成
さ
れ
る
と
い
う

自
然
S
和
�
な
公
共
性
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
公
共
性
が
︑
同
T
や
仲

閒
の
閒
の
﹁
共
感
・
共
鳴
﹂
を
熟
成
し
︑
敵
に
對
す
る
﹁
反
感
や
憎
惡
﹂
を

生
み
出
し
た
の
で
あ
る
︒
中
國
社
會
は
︑
こ
う
し
た
)
斷
に
基
づ
い
て
︑
部

外
者
を
自
分
た
ち
に
﹁
歸
屬
・
同
�
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
阻
V
・
抑
壓
・
排
除
﹂

さ
せ
︑
同
T
や
仲
閒
か
ら
成
る
﹁
共
感
・
共
鳴
の
公
共
圈
﹂
を
形
成
し
て
き

た
︒
著
者
は
︑
中
國
K
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
﹁
共
感
・
共
鳴
の
公
共

圈
﹂
こ
そ
が
荏
配
�
で
あ
り
︑﹁
討
論
の
公
共
圈
﹂
よ
り
も
大
き
な
影
$
力

を
 
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
故
︑
こ
の
﹁
共
感
・
共
鳴
の
公
共

圈
﹂
と
い
う
傳
瓜
は
︑﹁
大
衆
﹂
の
登
場
し
た
民
國
�
以
影
の
都
市
社
會
に

も
引
き
繼
が
れ
︑
人
び
と
は
﹁﹃
國
民
﹄﹃
公
民
﹄﹃
人
民
﹄
や
﹃
中
國
人
﹄

﹃
中
華
民
族
﹄
な
ど
へ
の
一
體
�
﹂
を
W
み
︑
ま
た
そ
う
あ
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
た
と
い
う

(
二
五
-二
六
頁
)

著
者
は
續
け
て
︑
ま
た
こ
う
も
記
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
公
共
性
の
I
J
は
︑
西
歐
を
含
め
た
世
界
各
地
域
の
�
世
・

�
代
K
上
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
が
︑
と
り
わ
け
中
國
の
�
代
に
お
い

て
は
︑
戰
爭
と
革
命
が
繰
り
X
さ
れ
た
の
で
︑
I
J
を
強
�
す
る
趨
勢

が
克
F
す
る
趨
勢
を
Y
體
�
・
長
�
�
に
壓
倒
し
た
︒
さ
ら
に
︑
こ
の

よ
う
な
社
會
秩
序
の
あ
り
方
は
︑
一
部
の
エ
リ
ー
ト
が
人
民
大
衆
に
代

わ
っ
て
政
治
を
お
こ
な
い
︑
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
權
力
獨
占
と
大
衆
動
員

が
目
標
�
成
の
た
め
に
正
當
�
さ
れ
る
權
威
�
義
�
な
政
治
指
Z
體
制

(﹁
代
行
�
義
﹂︑﹁
賢
人
荏
配
の
善
政
�
義
﹂︑﹁
革
命
�
權
威
�
義
﹂
な

ど
と
い
わ
れ
る
)
と
も
親
和
�
に
相
呼
應
し
て
い
た
の
で
あ
る

(二
六

頁
)︒

著
者
は
︑
中
國
社
會
に
お
け
る
公
共
性
は
時
に
﹁
部
外
者
を
自
分
た
ち
に

歸
屬
・
同
�
さ
せ
る
﹂
方
向
に
︑
ま
た
時
に
﹁
疎
外
・
抑
壓
・
排
除
し
よ

う
﹂
と
す
る
方
向
に
働
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
ま

た
︑
*
者
は
淸
末
・
民
國
�
に
︑
後
者
は
人
民
共
和
國
初
�
に
そ
れ
ぞ
れ
顯

著
な
傾
向
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑﹁
こ
う
し
た
變
�
の
底
液
に
は
﹃
大
衆
�

公
共
性
﹄
と
い
う
べ
き
共
感
・
共
鳴
に
も
と
づ
く
秩
序
原
理
が
貫
か
れ
て
い

た
﹂
と
も
い
う

(
六
三
頁
)
︒

こ
の
よ
う
な
*
提
の
下
︑
著
者
は
本
書
に
お
い
て
﹁
�
代
上
海
の
怨
中
閒

層
の
�
費
・
動
員
お
よ
び
彼
ら
が
關
わ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
に
着
目
し
な
が
ら
︑

一
九
二
〇
-
五
〇
年
代
に
お
け
る
大
衆
行
動
の
變
�
と
聯
續
を
�
ら
か
﹂
に

す
る
こ
と
で
︑﹁
兩
大
戰
閒
�
か
ら
戰
時
・
戰
後
︑
さ
ら
に
人
民
共
和
國
初

�
へ
と
至
る
上
海
社
會
の
變
�
と
聯
續
﹂
を
考
察
し
た

(
七
三
頁
)︒
以
下
︑

そ
の
內
容
を
見
て
い
き
た
い
︒
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本
書
は
本
�
の
二
部
八
違
と
序
論
︑
結
論
か
ら
I
成
さ
れ
る
︒
各
違
の
題

目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

序
論

上
海
に
お
け
る
大
衆
の
時
代

第
Ⅰ
部

兩
大
戰
閒
�
か
ら
戰
時
・
戰
後
へ

第
一
違

見
せ
る
群
衆
の
�
生
︱
︱
『
怨
聞
報
﹄
の
廣
吿
に
見
る
怨
中

閒
層
と
大
衆
�
費

第
二
違

阮
玲
玉
の
自
殺
と
大
衆
�
費
社
會
の
黎
�

第
三
違

集
團
結
婚
式
︱
︱
�
費
す
る
大
衆
︑
動
員
さ
れ
る
大
衆

第
四
違

娛
樂
と
�
費
に
お
け
る
大
衆
動
員
︱
︱
戰
時
・
戰
後
の
聯

誼
會

第
Ⅱ
部

戰
後
か
ら
人
民
共
和
國
初
�
へ

第
五
違

｢
漢
奸
﹂
の
吿
發
と
戰
後
上
海
の
大
衆
︱
︱
李
澤
事
件
を
例

と
し
て

第
六
違

市
參
議
員
^
擧
と
﹁
漢
奸
﹂
吿
發
G
動

第
七
違

ミ
ス
上
海
コ
ン
テ
ス
ト
に
見
る
戰
後
大
衆
社
會

第
八
違

演
技
と
宣
傳
の
な
か
で
︱
︱
共
產
黨
荏
配
の
確
立
と
大
衆

行
動
の
秩
序

結
論

大
衆
の
�
生
と
變
貌
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

第
一
違
﹁
見
せ
る
群
衆
の
�
生
︱
︱
『
怨
聞
報
﹄
の
廣
吿
に
見
る
怨
中
閒

層
と
大
衆
�
費
﹂
で
︑
著
者
は
商
業
怨
聞
の
增
加
と
紙
面
の
變
�
︑
な
か
で

も
大
衆
の
た
め
の
圖
版
廣
吿
に
着
目
し
︑
商
業
怨
聞
が
怨
中
閒
層
を
抽
象
�

し
た
群
集
を
﹁
�
費
リ
ー
ダ
ー
﹂
と
し
て
圖
版
廣
吿
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
︑

怨
聞
の
讀
者
す
な
わ
ち
�
費
者
の
共
感
や
同
S
を
誘
い
︑
商
品
に
對
す
る
關

心
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
檢
證
し
︑
﹁
こ
う
し
た
商
業
と
�
費

の
高
度
�
の
な
か
で
︑
�
代
上
海
に
大
衆
が
�
生
し
た
﹂
と
論
じ
る

(三
五

六
頁
)︒

第
一
違
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
﹁
見
せ
る
群
衆
﹂
に
つ
い
て
︑
著
者
は
﹁
多

數
の
人
び
と
が
#
緖
や
觀
念
を
共
 
し
て
い
る
樣
子
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
そ
れ
を
見
た
人
び
と
の
行
動
を
型
に
は
め
よ
う
と
す
る
﹂
も
の
で

あ
り
︑
そ
れ
は
兩
大
戰
閒
�
に
﹁
商
品
宣
傳
＝
�
費
喚
起
の
た
め
に
開
發
さ

れ
た
が
︑
後
に
は
政
治
G
動
に
大
衆
を
動
員
す
る
た
め
に
も
利
用
さ
れ
て
い

く
メ
デ
ィ
ア
の
一
つ
﹂
で
あ
る
と
い
う

(
一
三
五
頁
)︒
こ
う
し
た
性
質
を

も
つ
﹁
見
せ
る
群
衆
﹂
は
︑
時
に
商
品
廣
吿
と
政
治
宣
傳
と
い
う
衣
な
る
役

割
を
擔
わ
さ
れ
た
が
︑
そ
こ
に
は
﹁
廣
吿
・
宣
傳
�
體
が
W
む
方
向
に
大
衆

の
行
動
を
誘
Z
﹂
し
よ
う
と
す
る
﹁
I
J
�
な
聯
續
性
﹂
が
あ
る
と
著
者
は

指
摘
す
る

(一
三
七
頁
)︒

.
に
第
二
違
﹁
阮
玲
玉
の
自
殺
と
大
衆
�
費
社
會
の
黎
�
﹂
は
︑
一
九
三

〇
年
代
上
海
の
映
畫
ス
タ
ー
︑
阮
玲
玉
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
自
殺
お
よ
び
そ

れ
に
對
す
る
反
$
を
取
り
上
げ
︑
兩
大
戰
閒
�
の
中
國
都
市
に
お
い
て
大
衆

が
�
生
し
︑
そ
れ
が
メ
デ
ィ
ア
を
"
じ
て
大
衆
感
#
を
形
成
し
︑
大
衆
の
行

動
に
影
$
を
%
ぼ
す
に
至
る
過
&
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
︒
阮
玲
玉
は
自

ら
の
三
角
關
係
を
非
難
す
る
大
衆
感
#
を
恐
れ
て
自
殺
し
た
が
︑
彼
女
の
死

は
大
衆
感
#
を
非
難
か
ら
同
#
へ
と
一
轉
さ
せ
︑
そ
れ
は
﹁
談
阮

(阮
玲
玉

に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
話
す
こ
と
︒
一
四
二
頁
)
﹂
と
い
う
社
會
現
象
を
生
ん

だ
︒阮

玲
玉
の
自
殺
に
關
し
て
︑
著
者
が
特
に
着
目
し
た
の
は
︑
そ
れ
が
﹁
怨

聞
・
雜
誌
・
書
籍
・
映
畫
・
演
劇
・
ラ
ジ
オ
・
小
賣
な
ど
の
業
界
に
お
い
て

園
底
�
に
利
用
さ
れ
た
點
﹂
で
あ
る

(一
四
三
頁
)
︒
阮
玲
玉
の
自
殺
に
b
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乘
し
た
廣
吿
さ
え
出
現
し
た
︒
當
時
︑
嗜
好
品
の
大
量
生
產
と
大
量
�
費
が

c
む
な
か
︑
よ
り
多
く
の
�
費
者
の
關
心
を
集
め
る
た
め
に
︑
廣
吿
に
も

樣
々
な
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
時
に
﹁
商
業
d
德
を
輕
ん
じ
た

廣
吿
�
や
廣
吿
業
者
の
奔
放
な
創
0
﹂
が
社
會
常
識
を
逸
脫
し
︑
社
會
秩
序

に
緊
張
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

(一
五
八
-一
五
九
頁
)︒

こ
う
し
た
狀
況
を
踏
ま
え
︑
第
二
違
で
は
︑
論
證
は
民
國
�
に
お
け
る
不

i
切
な
廣
吿
や
放
埓
な
大
衆
�
費
と
︑
そ
れ
ら
に
對
す
る
規
制
に
お
よ
び
︑

當
時
﹁
中
國
都
市
の
大
衆
�
費
は
成
熟
の
兆
し
を
見
せ
て
い
た
が
︑
十
分
に

成
熟
す
る
ま
も
な
く
大
衆
動
員
の
時
代
の
到
來
を
j
え
る
こ
と
に
な
っ
た
﹂

と
の
結
論
を
提
示
す
る

(一
六
五
頁
)︒

第
三
違
﹁
集
團
結
婚
式
︱
︱
�
費
す
る
大
衆
︑
動
員
さ
れ
る
大
衆
﹂
で
︑

著
者
は
﹁
�
代
上
海
に
お
け
る
大
衆
の
�
生
と
擴
大
を
象
k
す
る
も
う
一
つ

の
社
會
現
象
﹂
と
し
て

(三
五
六
頁
)︑
一
九
三
五
年
に
政
府
�
Z
で
始
め

ら
れ
た
集
團
結
婚
式
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
︒
集
團
結
婚
式
が
液
行

し
た
背
景
に
つ
い
て
︑
著
者
は
民
國
�
に
は
︑
結
婚
式
と
い
う
儀
禮
こ
そ
が

結
婚
成
立
の
社
會
�
・
法
�
な
�
件
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
上
海
を
中
心

に
大
衆
社
會
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
二
點
を
擧
げ
て
い
る
︒
著
者
は
ま

た
︑
集
團
結
婚
式
と
い
う
大
衆
行
動
に
は
﹁
國
民
政
府
に
よ
る
大
衆
動
員
﹂

と
﹁
上
海
の
人
び
と
に
よ
る
莊
嚴
な
婚
禮
の
大
衆
�
費
﹂
と
い
う
二
面
性
が

あ
っ
た
と
指
摘
す
る

(一
六
八
頁
)︒

集
團
結
婚
式
は
︑
結
婚
と
い
う
極
め
て
個
人
�
行
爲
を
︑
國
民
政
府
の
權

威
の
下
︑
結
婚
の
儀
式
�
側
面
を
強
S
す
る
こ
と
で
集
團
�
行
爲
に
轉
奄
さ

せ
た
と
い
う
點
で
︑
國
家
に
よ
る
集
團
瓜
制
�
�
素
が
高
い
︒
で
は
︑
參
加

者
は
い
か
な
る
0
識
を
も
っ
て
︑
集
團
結
婚
式
に
臨
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
︒

著
者
に
よ
れ
ば
︑
政
府
�
催
の
集
團
結
婚
式
は
當
時
︑﹁
國
家
の
﹃
社
會

瓜
制
﹄
の
一
手
段
﹂
と
/
識
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
﹁
無
0
識
の
う
ち
に

集
團
行
動
の
l
慣
を
養
成
す
る
も
の
と
し
て
推
奬
さ
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
︒

集
團
結
婚
式
の
參
加
者
た
ち
は
︑
規
律
の
ま
ま
に
同
一
の
衣
裝
を
着
て
︑
瓜

一
�
な
行
動
を
と
っ
た
が
︑
そ
れ
は
彼
ら
が
﹁
國
威
發
揚
に
利
用
さ
れ
る
こ

と
﹂
に
對
し
て
あ
ま
り
抵
抗
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
奄
言
す

れ
ば
︑
彼
ら
は
集
團
結
婚
式
を
﹁
莊
嚴
な
婚
禮
の
大
衆
�
費
﹂
と
し
て
上
手

く
利
用
し
た
の
で
あ
り
︑
集
團
結
婚
式
で
は
抹
�
さ
れ
る
﹁
個
性
や
�
體

性
﹂
は
式
後
に
親
し
い
人
た
ち
と
私
�
な
宴
會
を
開
く
こ
と
で
十
分
に
發
揮

し
得
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
集
團
結
婚
式
の
液
行
は
民
閒
の
ブ
ラ
イ
ダ
ル
產

業
を
發
�
さ
せ
︑
大
衆
�
費
社
會
の
擴
大
を
促
し
た
と
も
著
者
は
記
し
て
い

る

(三
五
六
頁
)
︒

.
に
︑
第
四
違
﹁
娛
樂
と
�
費
に
お
け
る
大
衆
動
員
︱
︱
戰
時
・
戰
後

の
聯
誼
會
﹂
で
は
︑
戰
時
上
海
で
擴
大
し
た
俸
給
生
活
者
の
親
睦
・
互
助
團

體

(聯
誼
會
)
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
聯
誼
會
の
活
動
に
は
︑
演
劇
・
合

唱
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
�
�
・
娛
樂
�
�
素
と
︑
生
活
必
需
品
の
配
給
販
賣

や
福
利
厚
生
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
生
活
荏
n
�
�
素
が
あ
り
︑
著
者
は
こ
の
娛

樂
と
�
費
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
︑
聯
誼
會
が
政
治
�
宣
傳
や
大
衆
動
員

に
果
た
し
た
役
割
を
考
察
し
て
い
る
︒

著
者
は
︑
戰
時
・
戰
後
の
聯
誼
會
の
活
動
は
︑﹁
娛
樂
や
�
費
を
動
員
と

密
接
に
關
わ
ら
せ
な
が
ら
大
衆
�
し
て
い
た
﹂
と
の
結
論
を
提
示
し
︑
そ
れ

は
形
を
變
え
て
人
民
共
和
國
成
立
後
に
も
繼
承
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る

(二

四
三
-二
四
四
頁
)
︒

以
上
︑
第
Ⅰ
部
で
は
�
と
し
て
兩
大
戰
閒
�
か
ら
戰
時
・
戰
後
に
か
け
て

の
大
衆
�
費
と
大
衆
動
員
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
︒
第
五
違
以
影
︑
第
Ⅱ
部

で
は
戰
後
か
ら
人
民
共
和
國
初
�
に
か
け
て
の
大
衆
イ
ベ
ン
ト
と
大
衆
動
員
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が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

第
五
違
﹁﹃
漢
奸
﹄
の
吿
發
と
戰
後
上
海
の
大
衆
︱
︱
李
澤
事
件
を
例
と

し
て
﹂
で
は
︑
漢
奸
の
吿
發
に
際
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
果
た
し
た
役
割
に

着
目
し
つ
つ
︑
漢
奸
に
對
す
る
大
衆
感
#
の
形
成
過
&
と
︑
そ
の
政
治
�
反

映
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒
李
澤
事
件
と
は
︑
當
時
の

上
海
の
四
大
デ

パ
ー
ト
の
一
つ
︑
怨
怨
公
司
の
總
經
理
を
務
め
て
い
た
李
澤
に
對
す
る
吿
發

事
件
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
o
戰
後
に
お
け
る
國
民
黨
政
權
下
の
一
般
市
民
に

よ
る
�
初
の
漢
奸
吿
發
事
件
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
怨
聞
界
が
つ
く
り
出
し
た
も

の
﹂
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
︑
戰
後
上
海
に
お
け
る
﹁
も
っ
と
も
大
き
な
メ

デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ
﹂
で
も
あ
っ
た

(二
四
八
頁
)︒

著
者
は
︑
漢
奸
吿
發
G
動
を
一
九
五
〇
年
代
の
政
治
G
動
に
聯
續
す
る
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
︑﹁
大
衆
の
吿
發
と
G
動
﹂
に
よ
る
身
�
な
 
力
者
の

打
倒
と
い
う
經
驗
は
︑
人
民
共
和
國
成
立
後
の
大
衆
G
動
に
�
け
繼
が
れ
て

い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
具
體
�
に
は
︑
李
澤
事
件
で
吿
發
者
の
舒
p
橋
が

用
い
た
﹁
吿
發
箱
へ
の
投
書
︑
デ
モ
行
c
︑
ス
ロ
ー
ガ
ン
・
宣
傳
�
句
・
漫

畫
等
の
書
か
れ
た
ビ
ラ
の
貼
り
つ
け
︑
壁
怨
聞
な
ど
の
動
員
手
段
﹂
は
︑
一

九
五
二
年
春
の
﹁
五
反
﹂
G
動

(民
閒
の
企
業
家
に
よ
る
贈
賄
︑
脫
稅
︑
國

家
s
材
の
橫
領
︑
手
拔
き
仕
事
と
材
料
の
ご
ま
か
し
︑
國
家
經
濟
#
報
の
竊

取
を
批
)
す
る
G
動
︒
五
七
頁
)
な
ど
で
見
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
︒
ま
た
抽

象
�
に
は
︑
李
澤
事
件
で
の
﹁
大
衆
に
よ
る
吿
發
と
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
︑
攻
擊
對
象
へ
の
憎
惡
を
か
り
た
て
る
#
動
�
な
言
說
︑
攻

擊
對
象
を
擁
護
す
る
者
ま
で
攻
擊
し
よ
う
と
す
る
大
衆
心
理
︑
法
治
の
不
備

を
大
衆
感
#

(﹁
輿
論
﹂
)
の
制
裁
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
す
る
趨
勢
︑
さ

ら
に
は
大
衆
G
動
が
政
權
內
に
お
い
て
奪
權
闘
爭
に
利
用
さ
れ
る
I
J
な

ど
﹂
は
︑
人
民
共
和
國
成
立
*
後
の
大
衆
G
動
に
聯
續
す
る
と
著
者
は
指
摘

す
る

(二
七
〇
-二
七
一
頁
)
︒

續
く
第
六
違
﹁
市
參
議
員
^
擧
と
﹃
漢
奸
﹄
吿
發
G
動
﹂︑
第
七
違
﹁
ミ

ス
上
海
コ
ン
テ
ス
ト
に
見
る
戰
後
大
衆
社
會
﹂
も
第
五
違
と
同
樣
に
︑
漢
奸

吿
發
G
動
と
深
く
關
わ
り
な
が
ら
︑
o
戰
直
後
の
上
海
大
衆
を
卷
き
v
ん
で
︑

地
域
秩
序
を
搖
る
が
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で

あ
る
︒

ま
ず
第
六
違
で
は
︑
著
者
は
上
海
で
行
わ
れ
た
初
め
て
の
�
"
^
擧
で
あ

る
市
參
議
員
^
擧
を
取
り
上
げ
︑
^
擧
*
後
の
混
亂
と
世
論
の
動
向
に
着
目

し
な
が
ら
︑
上
海
の
大
衆
が
投
票
や
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
︑
地
域
秩
序
の
再

生
過
&
に
如
何
に
關
わ
っ
た
か
を
考
察
し
て
い
る
︒

ま
た
第
七
違
で
は
︑
江
蘇
省
の
長
江
の
北
側
に
あ
た
る
蘇
北
の
難
民
の
慈

善
救
濟
の
た
め
に
︑
國
民
黨
政
權
の
�
w
を
�
け
て
︑
上
海
の
秘
密
結
社
︑

靑
幫
の
領
袖
で
當
時
は
市
參
議
會
議
員
等
を
務
め
て
い
た
杜
p
笙
ら
が
推
c

し
た
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
ミ
ス
上
海
コ
ン
テ
ス
ト
を
題
材
に
︑
戰

後
上
海
の
メ
デ
ィ
ア
と
大
衆
感
#
︑
社
會
�
反
$
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
︒

著
者
に
よ
れ
ば
︑
集
團
結
婚
式
や
聯
誼
會
︑
ミ
ス
上
海
コ
ン
テ
ス
ト
へ
の

參
加
は
﹁
な
か
な
か
手
の
と
ど
か
な
い
商
品
・
娛
樂
・
式
典
・
美
人
な
ど
の

大
衆
�
費
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
ま
た
一
方
で
は
﹁
�
確
に
0
識
し
な
い
ま

ま
︑
ゆ
る
や
か
な
大
衆
動
員
を
�
け
入
れ
て
そ
れ
に
加
擔
す
る
行
動
﹂
で
も

あ
っ
た
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
日
常
�
な
大
衆
行
動
に
お
け
る
︑
�
費
か
ら
動
員

へ
の
轉
奄
は
︑
﹁
國
民
黨
お
よ
び
對
日
協
力
政
權
の
下
で
は
じ
ん
わ
り
と
﹂

推
c
さ
れ
︑
一
九
五
〇
年
代
︑
共
產
黨
政
權
下
の
上
海
で
は
﹁
z
激
に
c
展

し
た
﹂
の
で
あ
る

(
三
五
七
頁
)︒

こ
の
よ
う
な
都
市
中
閒
層
の
大
衆
行
動
の
劇
�
な
變
貌
に
つ
い
て
︑
著
者
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は
第
八
違
﹁
演
技
と
宣
傳
の
な
か
で
︱
︱
共
產
黨
荏
配
の
確
立
と
大
衆
行

動
の
秩
序
﹂
に
お
い
て
︑
一
九
五
〇
年
代
の
黨
・
政
府
幹
部
が
民
閒
企
業
お

よ
び
公
私
合
營
企
業
の
職
員
︑
特
に
エ
リ
ー
ト
職
員
を
動
員
す
る
樣
相
を
檢

證
し
︑
企
業
職
員
た
ち
の
職
場
に
お
け
る
大
衆
行
動
や
︑
彼
ら
の
體
驗
し
た

大
衆
の
脅
威
な
ど
の
視
點
か
ら
�
ら
か
に
し
て
い
る
︒

本
違
で
特
k
�
な
の
は
︑
政
治
G
動
と
そ
れ
に
と
も
な
う
社
會
變
容
︑
す

な
わ
ち
階
層
再
-
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
︑
著
者
が
﹁
演
技
﹂
と
い
う
觀
點

を
重
視
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒
一
九
五
〇
年
代
以
影
︑
他
人
の
自
己
に
對
す

る
印
象
を
操
作
す
る
た
め
の
日
常
生
活
の
な
か
の
﹁
演
技
﹂
が
︑
黨
や
政
府
︑

そ
し
て
そ
れ
ら
に
忠
實
な
組
織
の
宣
傳
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
︑
さ
ら
に

大
衆
G
動
に
よ
っ
て
瓜
御
さ
れ
︑
高
い
リ
ス
ク
や
緊
張
を
と
も
な
う
に
い

た
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
大
衆
は
黨
や
政
府
の
W
む
よ
う
に
﹁
演
技
﹂
を
し
︑
そ

の
言
動
は
メ
デ
ィ
ア
や
集
會
で
﹁
宣
傳
﹂
さ
れ
︑
そ
し
て
さ
ら
に
多
く
の

人
々
が
そ
れ
を
模
倣
し
︑﹁
演
技
﹂
を
す
る
こ
と
が
繰
り
X
さ
れ
︑
大
衆
は

そ
の
﹁
繰
り
X
し
﹂
の
な
か
で
︑
政
治
G
動
に
動
員
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る

(三
一
八
-三
一
九
頁
)︒

一
九
五
一
年
︑
國
家
機
關
・
國
營
企
業
を
對
象
に
︑﹁
黨
員
幹
部
の
汚

職
・
浪
費
・
官
僚
�
義
を
批
)
す
る
﹃
三
反
﹄
G
動
﹂
(五
七
頁
)
が
發
動

さ
れ
る
と
︑
高
{
職
員
・
技
|
人
員
は
﹁
黨
幹
部
の
0
向
を
愼
重
に
推
察
し

な
が
ら
︑
黨
が
W
む
よ
う
に
た
ち
ふ
る
ま
っ
た
﹂︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑﹁
も
し
そ

れ
に
失
敗
す
れ
ば
︑
さ
ら
に
嚴
し
い
批
)
や
}
問
に
さ
ら
さ
れ
る
危
險
が
生

じ
た
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
彼
ら
は
﹁
個
々
に
黨
の
0
向
を
探
り
な
が
ら
も
︑
演

じ
る
べ
き
�
良
の
政
治
�
態
度
を
見
つ
け
出
せ
ず
に
い
た
﹂︒
そ
の
た
め
︑

﹁﹃
職
員
の
な
か
で
す
で
に
分
�
が
始
ま
り
︑
そ
の
內
部
の
矛
盾
は
し
だ
い
に

增
し
て
い
る
﹄
と
い
う
︑
混
亂
狀
態
に
陷
っ
て
い
た
﹂
(三
二
三
-
三
二
四

頁
)︒~

年
︑
民
閒
企
業
を
對
象
に
發
動
さ
れ
た
﹁
五
反
﹂
G
動
の
政
治
宣
傳
で

は
︑
高
{
職
員
に
對
す
る
�
容
な
方
針
が
表
�
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑

黨
・
政
府
が
高
{
職
員
に
よ
る
﹁
さ
ら
な
る
吿
發
﹂
を
必
�
と
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
︒
黨
・
政
府
は
︑
高
{
職
員
に
對
し
て
﹁
一
方
で
威
嚇
し
他
方
で

�
容
さ
を
示
し
な
が
ら
︑
彼
ら
を
政
治
G
動
の
從
順
な
1
從
者
に
﹃
改
J
﹄

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂
の
で
あ
る

(三
二
七
頁
)︒

こ
う
し
て
︑
﹁
五
反
﹂
G
動
の
展
開
に
と
も
な
い
︑
多
く
の
高
{
職
員
た

ち
は
﹁
勞
働
者
・
店
員
に
協
力
し
て
企
業
�
を
吿
發
し
︑
黨
・
政
府
の
代
表

者
や
勞
働
者
た
ち
に
﹃
階
{
�
自
覺
の
向
上
﹄
の
樣
子
を
示
し
て
い
っ
た
﹂︒

そ
の
結
果
︑﹁﹃
高
{
職
員
﹄﹃
s
本
家
代
理
人
﹄
と
企
業
�
の
人
閒
關
係
は

完
Y
に
破
壞
﹂
さ
れ

(三
二
七
-
三
二
八
頁
)
︑﹁
從
業
員
に
よ
っ
て
攻
擊
さ

れ
た
企
業
�
や
︑
企
業
�
と
の
信
賴
關
係
を
失
っ
た
﹃
s
本
家
代
理
人
﹄

﹃
高
{
職
員
﹄
た
ち
は
威
信
を
失
い
︑
そ
の
代
わ
り
に
黨
員
や
勞
働
者
の
權

威
が
增
し
た
﹂
の
で
あ
っ
た

(三
三
〇
頁
)
︒

一
九
五
五
年
︑
上
海
で
は
民
閒
企
業
の
公
私
合
營
�
が
加
�
�
に
推
c
さ

れ
た
︒
合
營
�
の
�
成
さ
れ
た
企
業
の
人
員
は
﹁
①
﹃
公
方
幹
部
﹄
と
い
わ

れ
る
黨
・
政
府
幹
部
︑
②
﹃
私

(
s
)
方
人
員
﹄
と
い
わ
れ
る
﹃
s
本
家
﹄

と
﹃
s
本
家
代
理
人
﹄
︑
③
﹃
群
集
﹄
(大
衆
)
と
い
わ
れ
る
從
業
員

(職

員
・
勞
働
者
)﹂
に
三
分
さ
れ
た
が
︑
こ
の
三
者
閒
で
﹁
緊
張
關
係
﹂
が
生

じ
た
︒
こ
れ
は
︑
黨
組
織
が
從
業
員
を
十
分
に
掌
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
た

め
で
︑
黨
・
政
府
幹
部
と
勞
働
者
の
關
係
は
﹁
も
っ
と
も
緊
�
す
る
危
險
﹂

な
狀
態
に
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
回
�
す
る
た
め
に
︑
黨
・
政
府
幹
部
が
利
用
し

た
の
が
﹁
s
本
家
﹂
や
﹁
s
本
家
代
理
人
﹂
の
存
在
で
あ
っ
た

(三
三
八
-

三
三
九
頁
)︒
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一
九
五
七
年
に
反
右
�
闘
爭
が
正
式
に
發
動
さ
れ
る
と
︑
黨
・
政
府
幹
部

と
勞
働
者
の
關
係
は
さ
ら
に
惡
�
し
た
︒
そ
れ
に
對
し
て
﹁
共
產
黨
の
0
向

に
忠
實
な
理
論
家
た
ち
は
︑﹃
s
本
家
﹄﹃
s
本
家
代
理
人
﹄
と
職
員
・
勞
働

者
が
團
結
し
て
︑
黨
・
政
府
に
對
抗
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
論
理
﹂︑
す

な
わ
ち
﹁﹃
s
本
家
﹄
と
そ
の
﹃
代
理
人
﹄
が
依
然
存
在
し
︑
職
員
・
勞
働

者
と
の
閒
に
階
{
�
矛
盾
が
殘
存
す
る
が
︑
そ
う
し
た
大
衆
と
黨
・
政
府
幹

部
と
の
關
係
は
改
善
し
つ
つ
あ
る
︑
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
堅
持
﹂
し
た

の
で
あ
っ
た

(三
五
〇
頁
)︒

以
上
︑
本
書
の
內
容
を
順
に
見
て
き
た
︒
本
稿
の
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
︑

著
者
の
本
書
執
筆
の
目
�
は
﹁
�
代
上
海
に
お
け
る
﹃
大
衆
﹄
の
�
生
と
變

貌
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
︑
怨
中
閒
層
を
中
心
と
す
る
人
び
と
が
體
驗
し
た
�

費
・
動
員
・
イ
ベ
ン
ト
か
ら
	
き
彫
り
に
す
る
こ
と
﹂
に
あ
る
︒
著
者
は
ま

た
︑
こ
の
﹁
�
代
上
海
に
お
け
る
﹃
大
衆
﹄﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
中
核
を
な

し
た
の
は
民
國
�
に
登
場
し
た
﹁
怨
中
閒
層
﹂
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
著
者
は
﹁
怨
中
閒
層
を
中
心
と
す
る
人
び

と
が
體
驗
し
た
�
費
・
動
員
・
イ
ベ
ン
ト
﹂
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
公
開
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
s
料
も
含
め
て
︑
大
量
の
一
.
s
料
を
驅
使
し
て
︑
非
常

に
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
︒
こ
の
0
味
に
お
い
て
︑
著
者
の
目
�
の
大
N
は

�
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
︑﹁
�
代
上
海
に
お
け
る
﹃
大
衆
﹄

の
�
生
と
變
貌
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
﹂
と
い
う
點
に
︑
筆
者
は
い
さ
さ
か
A
和

感
を
覺
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒

以
下
︑
著
者
の
結
論
を
提
示
し
つ
つ
︑
筆
者
の
感
じ
た
A
和
感
に
つ
い
て

鯵
單
に
述
べ
た
い
︒
著
者
は
﹁
大
衆
行
動
﹂
と
い
う
視
點
か
ら
︑
怨
中
閒
層

の
日
常
生
活
の
檢
證
を
"
じ
て
︑
上
海
社
會
K
の
展
開
過
&
を
�
ら
か
に
し

て
き
た
譯
で
あ
る
が
︑
そ
の
結
論
と
し
て
著
者
は
.
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

一
九
二
〇
年
代
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
怨
中
閒
層
が
中
心
と
な
っ
て
︑
上

海
に
�
代
�
な
﹁
大
衆
﹂
を
�
生
さ
せ
た
︒
民
國
�
の
上
海
に
お
い
て

は
︑
形
成
�
上
の
不
安
定
な
怨
中
閒
層
と
黎
�
�
の
荒
々
し
い
﹁
大

衆
﹂
が
︑
否
應
な
く
戰
爭
と
革
命
の
渦
中
に
卷
き
こ
ま
れ
る
︒
そ
れ
ゆ

え
︑﹁
大
衆
社
會
﹂
の
﹁
市
民
社
會
﹂
へ
の
成
熟
�
の
兆
し
は
阻
ま
れ
︑

﹁
大
衆
�
公
共
性
﹂
と
い
う
べ
き
大
衆
行
動
の
秩
序
が
繼
承
さ
れ
た
︒

こ
う
し
た
な
か
で
�
費
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
擡
頭
し
た
怨
中
閒
層
は
︑
し

ば
し
ば
政
治
G
動
に
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

(
三
六
三

頁
)
︒

こ
れ
に
つ
い
て
︑
著
者
は
大
ま
か
な
趨
勢
と
し
て
︑
以
下
の
よ
う
に
整
理

し
て
い
る
︒

一
九
二
〇
年
代

大
衆
�
費
の
勃
興

一
九
三
〇
-四
〇
年
代

大
衆
�
費
と
大
衆
動
員
の
結
合

一
九
五
〇
年
代

大
衆
�
費
か
ら
大
衆
動
員
へ
の
轉
奄

(
同
上
)

一
方
で
︑
著
者
は
ま
た
︑
こ
う
も
記
し
て
い
る
︒
以
下
︑
長
�
で
は
あ
る

が
︑
筆
者
の
感
じ
る
A
和
感
と
關
聯
す
る
箇
=
で
も
あ
り
︑
そ
の
ま
ま
引
用

す
る
︒兩

大
戰
閒
�
の
中
國
都
市
に
�
生
し
た
大
衆
は
︑
十
分
に
秩
序
づ
け
ら

れ
る
こ
と
な
く
未
成
熟
な
ま
ま
︑
日
中
戰
爭
後
に
は
憎
惡
や
敵
對
心
を

�
る
政
治
G
動
の
な
か
で
荒
々
し
さ
を
增
し
︑
人
民
共
和
國
初
�
に
そ

の
威
力
を
發
揮
し
た
︒
人
民
共
和
國
初
�
に
お
い
て
大
衆
の
中
核
に

な
っ
た
の
は
︑
�
費
リ
ー
ダ
ー
の
怨
中
閒
層
で
は
な
く
︑
政
權
に
忠
實

な
勞
働
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒
政
治
G
動
が
緊
�
�
し
た
時
�
に
は
日
常

生
活
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
言
動
や
態
度
が
︑
大
小
樣
々
な
メ
デ
ィ
ア
・
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集
會
・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
﹁
批
)
﹂﹁
自
己
批
)
﹂
の
對
象
と
な
っ

た
︒
人
び
と
は
日
常
�
に
政
治
�
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
強
�
さ
れ
︑

個
人
と
し
て
氣
を
許
し
て
私
�
に
ふ
る
ま
え
る
場
=
を
失
っ
て
い
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
�
代
上
海
で
起
こ
っ
た
大
衆
の
�
生
と
變
貌
は
︑
一

九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
に
始
ま
り
第
二
.
世
界
大
戰
�

(一
九
四

五
年
ま
で
)
に
至
る
時
�
の
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
日
本
な
ど
に
お
け

る
展
開
と
似
て
い
た
が
︑
大
衆
の
變
貌
の
時
�
は
ず
れ
て
い
た
︒
中
國

都
市
の
大
衆
は
︑
日
本
な
ど
と
時
差
の
ほ
ぼ
な
い
一
九
一
〇
年
代
か
ら

二
〇
年
代
に
登
場
し
︑
日
中
戰
爭
の
影
が
忍
び
よ
る
三
〇
年
代
か
ら
變

�
の
兆
し
を
見
せ
︑
戰
時
・
戰
後
�
に
は
變
�
が
始
ま
っ
て
は
い
た
も

の
の
︑
共
產
黨
政
權
樹
立
後
の
五
〇
年
代
初
頭
の
短
�
閒
に
き
わ
め
て

劇
�
な
變
貌
を
と
げ
た
の
で
あ
る

(三
六
二
頁
)︒

こ
の
大
衆
の
劇
�
な
變
貌
の
理
由
に
つ
い
て
︑
著
者
は
﹁
黨
・
國
家
權
力

の
社
會
へ
の
L
M
が
z
激
な
社
會
變
革
を
招
い
た
﹂
と
の
考
え
を
否
定
し
︑

以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
︒

む
し
ろ
�
に
︑
中
國
都
市
に
お
い
て
は
︑
黨
・
國
家
機
關
に
せ
よ
社
會

團
體
に
せ
よ
個
々
人
に
せ
よ
︑
大
衆
感
#
や
大
衆
行
動
を
批
)
�
に
秩

序
づ
け
る
作
法
や
仕
組
を
成
熟
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
一
方
で
は
社

會
に
活
力
を
あ
た
え
て
い
た
も
の
の
︑
他
方
で
は
動
搖
の
搖
れ
幅
を
擴

大
し
て
社
會
變
�
を
過
激
�
さ
せ
る
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

端
�
に
い
う
な
ら
ば
︑
何
で
も
商
業
�
し
︑
商
品
廣
吿
に
利
用
す
る
こ

と
を
許
容
し
て
い
た
中
國
都
市
の
大
衆
は
︑
何
で
も
政
治
問
題
�
し
︑

政
治
�
批
)
の
材
料
に
す
る
こ
と
も
容
/
し
が
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る

(三
六
二
-三
六
三
頁
)︒

著
者
の
こ
う
し
た
議
論
に
︑
筆
者
が
A
和
感
あ
る
い
は
一
種
の
強
引
さ
の

よ
う
な
も
の
を
覺
え
る
の
は
︑
�
と
し
て
以
下
の
二
點
に
よ
る
︒

ま
ず
︑
著
者
が
本
書
Y
體
を
"
じ
て
議
論
の
對
象
と
す
る
﹁
大
衆
﹂
の
定

義
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
�
生
し
た
當
初
の
﹁
大
衆
﹂
の
中
核
を

﹁
�
費
リ
ー
ダ
ー
の
怨
中
閒
層
﹂
に
置
い
て
い
た
が
︑
人
民
共
和
國
成
立
後

の
そ
れ
は
﹁
政
權
に
忠
實
な
勞
働
者
た
ち
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒﹁
大
衆
﹂
の

中
核
あ
る
い
は
I
成
者
が
衣
な
る
以
上
︑
そ
の
性
質
が
衣
な
っ
て
い
る
の
も

當
然
の
こ
と
と
言
え
は
し
ま
い
か
︒
民
國
�
の
﹁
大
衆
﹂
と
人
民
共
和
國
成

立
後
の
﹁
大
衆
﹂
は
い
ず
れ
も
︑﹁
み
な
と
同
じ
で
あ
り
た
い
と
願
い
︑
多

く
の
人
び
と
と
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
﹂
と
い
う
點
に
お
い
て
︑
と
も
に

﹁
大
衆
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
︑

す
な
わ
ち
﹁
み
な
と
同
じ
﹂
で
あ
る
こ
と
や
︑﹁
み
な
﹂
自
體
が
衣
な
っ
て

い
る
以
上
︑
こ
の
二
つ
の
時
�
の
﹁
大
衆
﹂
を
同
一
に
論
ず
る
に
は
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

ま
た
第
二
點
と
し
て
は
︑﹁
大
衆
�
公
共
性
﹂
や
大
衆
の
秩
序
を
強
S
す

る
あ
ま
り
︑
當
時
の
上
海
の
多
面
性
や
複
雜
さ
が
あ
ま
り
に
過
度
に
整
理
さ

れ
︑
當
時
の
混
沌
と
し
た
社
會
の
實
態
が
描
き
き
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
︒
一
例
と
し
て
︑
第
三
違
で
論
じ
ら
れ
た
集
團
結
婚
式
に
つ
い

て
鯵
單
に
述
べ
た
い
︒

著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
集
團
結
婚
式
は
確
か
に
﹁
黨
旗
・
國
旗
や
孫

�
宴
な
ど
の
政
治
シ
ン
ボ
ル
﹂
を
た
く
み
に
利
用
す
る
こ
と
で
︑﹁
黨
・
政

府
の
權
威
を
可
視
�
﹂
さ
せ
︑
國
民
黨
政
權
に
と
っ
て
は
﹁
黨
・
國
家
の
權

威
を
高
め
︑
國
民
國
家
の
確
立
を
目
指
し
た
怨
生
活
G
動
に
大
衆
を
動
員
す

る
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
﹂
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
結

婚
す
る
者
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
單
に
﹁
個
性
や
�
體
性
を
1
求
し
な
い
か
わ

り
に
︑
少
な
い
費
用
で
格
式
の
高
い
結
婚
式
に
參
加
で
き
る
︑
い
わ
ば
莊
嚴
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な
婚
禮
の
大
衆
�
費
﹂
と
論
じ
き
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

(一
七
三
-
一
七

五
頁
)︒

本
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
當
時
︑
大
都
市
の
知
識
靑
年
ら
を
中

心
に
﹁
�
�
結
婚
﹂﹁
�
�
婚
禮
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
西
洋
式
の
結
婚
式
も

行
わ
れ
て
い
た
が
︑
都
市
の
怨
中
閒
層
の
閒
で
も
っ
と
も
液
行
し
て
い
た
の

は
中
國
式
と
西
洋
式
の
兩
方
の
�
素
を
�
せ
も
つ
﹁
中
西
結
合
式
﹂
結
婚
式

で
あ
っ
た
︒
西
洋
式
あ
る
い
は
中
西
結
合
式
の
結
婚
が
液
行
し
た
背
景
に
は
︑

西
洋
式
生
活
へ
の
憧
れ
や
自
由
戀
愛
の
出
現
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら

の
�
素
は
︑
集
團
結
婚
式
の
�
%
に
も
影
$
を
%
ぼ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
集
團
結
婚
式
に
お
け
る
孫
�
の
�
宴
へ
の
お
辭
儀
も
︑﹁
國
父
﹂
孫
�

の
﹁
神
話
�
な
地
位
を
確
立
﹂
す
る
た
め
の
儀
式
と
見
る
こ
と
も
出
來
る
が

(三
九
九
頁
)︑
一
方
で
ま
た
西
洋
式
結
婚
の
な
か
の
中
國
式
�
素
︑
あ
る
い

は
�
に
中
國
式
結
婚
へ
の
否
定
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒

本
書
は
︑
日
本
で
は
ま
だ
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︑
�
代
上
海
に
お

け
る
大
衆
行
動
や
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
︑﹁
大
衆
公
共
性
﹂
や
大
衆
行
動
の

秩
序
な
ど
の
怨
た
な
視
點
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
り
︑
從
來
の
硏
究
K
に
對

す
る
劃
�
�
な
貢
獻
で
あ
る
︒
著
者
が
東
京
大
學
出
版
會
か
ら
提
示
さ
れ
た

と
い
う
︑
﹁
思
わ
ず
引
き
こ
ま
れ
て
�
初
か
ら
�
後
ま
で
讀
み
"
し
て
し
ま

う
よ
う
な
本
﹂
と
い
う
目
標
は
︑
十
分
に
�
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う

(四
四
八
頁
)︒

【

參
考
�
獻
︼

小
濱
正
子
﹃
�
代
上
海
の
公
共
性
と
國
家
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

岩
閒
一
弘
﹃
上
海
�
代
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

搖
れ
る
怨
中
閒
層
の
形
成
﹄

硏
�
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︒

連
連
﹃
<
生

一
九
四
九
年
*
�
上
海
中
產
階
{
﹄
中
國
大
百
科
Y
書
出
版

社
︑
二
〇
〇
九
年
︒

江
�
君
﹃
�
代
上
海
職
員
生
活
K
﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︒

二
〇
一
二
年
九
p

東
京

東
京
大
學
出
版
會

Ａ
五
)

九+

四
四
八+

二
二
頁

七
四
〇
〇
圓+

稅
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