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思
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と
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「
国
民
社
会
主
義
労
働
者
党
」
i
こ
れ
は
、
わ
が
国
で
は
通
常
「
ナ
チ

党
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
政
党
の
正
式
名
称
で
あ
る
。
こ
の
党
は
、
長
い
間

「
中
間
層
の
政
党
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
「
国
民
社
会

主
義
労
働
者
党
」
な
の
か
。
「
国
民
社
会
主
義
し
と
は
何
な
の
か
。
　
ナ
チ
党

は
な
ぜ
「
労
働
者
党
」
と
名
の
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
を
理
解
す

る
う
え
で
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
こ
れ
ま
で

一
度
も
欧
米
の
ナ
チ
ズ
ム
研
究
者
に
よ
っ
て
真
剣
な
究
明
の
対
象
と
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
」
（
二
二
頁
）
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
上
の
「
致
＾
館
的
な

欠
陥
」
の
克
服
を
第
一
の
課
題
と
し
て
い
る
。

　
著
者
を
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
に
向
か
わ
せ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

認
識
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
ナ
チ
党
の
、
と
く
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
軽
視
、
あ
る
い
は
「
過
小

評
価
」
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
党
や
ヒ
ト
ラ
ー
の
主
張
に
は
、
そ
れ
な
り

に
一
貫
し
た
論
理
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
国
民
社
会
主
義
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
多
彩
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
「
国
民
社
会
主
義
」
を
は
じ

め
と
す
る
党
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
を
、
そ
れ
ら
の
形
成
過
程
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
解
明
、
分
析
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら

導
き
出
さ
れ
た
具
体
的
活
動
を
克
明
に
描
き
出
す
。
つ
ま
り
本
書
は
、
闘
争

期
の
ナ
チ
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社
会
的
実
践
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
ょ
う

と
い
う
意
欲
的
な
試
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
構
成
は
、
学
説
史
（
第
一
章
）
、
国
罠
社
会
主
義
構
想
↓
労
働
者

獲
得
政
策
（
第
二
、
三
章
）
、
農
業
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
↓
農
民
獲
得
政
策
（
第
四

章
）
、
職
能
身
分
制
構
想
↓
営
業
中
間
層
政
策
（
第
五
章
）
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
ま
た
、
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
践
に
移
さ

れ
て
い
く
順
序
を
も
示
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
、
ナ
チ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
複
合
的
性
格
を
帯
び
る
に
い
た
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
党
の

実
践
活
動
も
多
面
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
他
方
、
ナ
チ
党
が
、

そ
の
前
身
で
あ
る
ド
イ
ツ
労
働
者
党
設
立
の
時
点
か
ら
政
権
掌
握
に
い
た
る

ま
で
首
尾
一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た
も
の
は
、
労
働
者
問
題
の
解
…
決
と
労
働

者
の
獲
得
を
め
ざ
す
国
民
社
会
主
義
構
想
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
き
わ

め
て
刺
激
的
な
主
張
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
党
指

導
部
は
労
働
者
獲
得
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
本
書
は
、
と
り
わ
け
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
分
析
に
お
い
て
通
説
を
く
つ
が
え
す
興
味
深
い
指
摘
に
満
ち
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ナ
チ
党
の
複
合
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
実
践
に
つ
い
て
の
多

岐
に
及
ぶ
本
書
の
内
容
を
、
イ
デ
下
露
ギ
ー
、
そ
れ
も
ヒ
ト
ラ
ー
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
真
剣
に
取
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
発

想
の
丹
念
な
追
求
と
い
う
点
に
こ
そ
、
本
書
の
特
徴
が
あ
る
と
思
え
る
か
ら

で
あ
る
。

　
筆
老
は
ま
ず
、
ド
イ
ツ
労
働
者
党
の
創
立
者
ド
レ
ク
ス
ラ
…
の
国
民
社
会

主
義
理
念
か
ら
説
き
お
こ
す
。
ド
レ
ク
ス
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
「
国
民
主
義
」
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評書

と
「
社
会
主
義
」
は
、
と
も
に
「
全
体
の
優
先
と
い
う
観
点
に
た
っ
て
職
能

身
分
制
的
に
再
編
成
さ
れ
た
新
し
い
『
国
民
』
の
形
成
」
（
四
八
頁
）
を
め
ざ

す
同
意
語
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
国
罠
」
の
な
か
に

は
労
働
者
も
組
み
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
は
、

　
　
　
　
　
ア
を
デ
ル
ソ
グ

労
働
者
の
「
高
尚
化
」
（
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
漢
然
と
し
て
い
る
と
い

う
）
、
市
民
と
の
「
同
権
化
」
の
達
成
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
労
働

者
党
は
、
旧
中
間
層
が
望
ん
で
い
た
職
能
身
分
制
秩
序
の
樹
立
を
要
求
し
て

は
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
労
働
者
の
「
国
粋
し
へ
の
統
合
（
労
働
老
と
市

民
1
1
中
間
層
の
「
接
近
」
、
「
団
結
」
）
を
不
可
欠
と
考
え
、
彼
ら
の
獲
得
を
め

ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ト
ラ
ー
が
入
党
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
要
求
を
掲
げ
て
活
動
し
て

い
た
政
党
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
入
党
動
機
に
つ
い
て
こ
れ
ま

で
の
説
明
を
す
べ
て
し
り
ぞ
け
、
新
し
い
テ
ー
ゼ
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
が
す
で
に
労
働
者
間
題
に
関
心
を
抱
い
て
そ
の
「
解
決
し
を
考
え

て
お
り
、
彼
の
構
想
が
ド
レ
ク
ス
ラ
ー
の
国
属
社
会
主
義
構
想
と
基
本
的
に

一
致
し
た
た
め
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
コ
九
一
九
年

九
月
中
旬
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
労
働
者
問
題
を
彼
な
り
の
論
理
で
『
解
決
』
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
を
『
国
民
』
の
中
へ
統
合
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
ド

イ
ツ
労
働
者
党
へ
入
党
し
た
」
（
六
七
頁
）
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
も
ま
た
、

次
の
よ
う
に
国
民
主
義
と
社
会
主
義
の
同
一
視
が
み
ら
れ
る
。
「
『
国
民
的
』

と
『
社
会
的
』
と
は
、
二
つ
の
同
　
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
…
…
『
国
民
的
』

と
は
何
は
と
も
あ
れ
民
族
全
体
に
た
い
す
る
無
限
の
、
一
切
を
包
括
す
る
愛

情
を
意
味
し
て
お
り
、
『
、
社
会
的
』
と
は
各
個
人
が
民
族
共
同
体
の
た
め
に

行
動
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
国
家
と
民
族
共
同
体
を
形
成

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
ニ
ハ
ニ
頁
）
。
そ
し
て
、
入
党
後
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
発

言
に
お
い
て
も
、
労
働
者
が
中
間
層
よ
り
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
た
と
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者
を
獲
得
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
か
か

る
が
故
に
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者
党
な
の
で
あ
る
」
（
入
二
頁
）
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
は
見
逃
さ
れ
て
き
た
初
期
ナ
チ
党
や
ヒ
ト
ラ
ー
の
労
働
者

志
向
性
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
実
際
、
党
は
労
働
者
の
関
心
を
引
き
つ
け
、
彼

ら
の
支
持
を
あ
る
程
度
獲
得
し
て
い
た
と
い
う
点
も
、
最
近
の
研
究
を
手
が

か
り
に
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
一
九
二
五
年
以
降
の
ナ
チ
党
再
建
期
に
お
け
る
党
内
の
重
要

な
問
題
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
兄
弟
を
中
心
と
す
る
社
会
主
義
的
潮
流
1
1

「
ナ
チ
左
派
」
と
ヒ
ト
ラ
ー
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
党
指
導
部
の
対
立
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
点
で
も
従
来
の
定
説
を
否
定
す
る
。
ヒ
ト
ラ
ー

の
国
民
社
会
主
義
講
想
↓
勢
働
者
志
向
性
を
強
調
す
る
著
者
の
論
理
か
ら
す

れ
ば
当
然
と
言
え
る
が
、
「
ヒ
ト
ラ
…
と
グ
レ
ー
ゴ
ア
H
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
…

の
閥
に
は
国
民
社
会
主
義
構
想
と
い
う
基
本
的
立
場
で
見
解
の
一
致
が
見
ら

れ
た
」
（
一
〇
〇
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
思
想
上
の
対
抗
勢
力

「
ナ
チ
左
派
」
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
は
ず
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
と
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
が
共
有
し
て
い
た
態
度
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。
（
一
）
工
業
化
の
生
み
出
す
弊

害
（
労
働
者
の
貧
困
化
）
に
つ
い
て
の
認
識
、
（
二
）
企
業
家
層
の
反
社
会
的

態
度
へ
の
批
判
（
こ
れ
が
労
働
者
と
企
業
家
の
間
の
政
治
的
社
会
的
反
目
を

深
め
、
労
働
管
の
問
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
浸
透
す
る
素
地
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
認
識
）
、
（
三
）
社
会
主
義
一
国
民
主
義
と
い
う
考
え
方
、
で
あ
る
。
著

者
は
、
（
一
）
（
二
）
か
ら
二
人
の
「
工
業
化
へ
の
悲
観
的
・
敵
対
的
態
度
」

を
引
き
出
し
、
こ
れ
を
強
調
し
て
い
る
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
触

れ
た
い
。
）
（
三
）
に
つ
い
て
、
た
し
か
に
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、
「
と
り
わ
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け
労
働
者
の
『
社
会
的
解
放
』
を
通
じ
て
彼
ら
を
『
国
民
』
の
中
へ
統
合
す

る
と
い
う
観
点
に
念
の
た
め
力
点
を
置
い
て
」
（
一
〇
六
頁
）
、
国
民
的
社
会

主
義
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
だ
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
の

発
想
も
ま
さ
に
国
民
的
社
会
主
義
と
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
…
の
労
働
者
志
向
性
を
強
調
す
る
著
者
は
、
彼
の
綱
領
草

案
に
つ
い
て
も
従
来
の
説
を
し
り
ぞ
け
る
。
つ
ま
り
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
綱
領

草
案
は
、
大
資
本
・
大
土
地
所
有
ば
か
り
で
は
な
く
、
労
働
者
に
も
鉾
先
を

向
け
た
「
小
市
民
的
社
会
主
義
し
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
綱
領
草

案
を
そ
の
執
筆
前
後
に
発
黙
し
た
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
の
論
説
と
の
脈
絡
の
な

か
で
考
え
る
と
、
彼
は
、
「
主
観
的
に
は
親
労
働
老
的
立
場
に
た
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、
た
と
え
非
現
実
的
空
想
的
な
草
案
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
労
働
者

問
題
を
解
決
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
的
社
会
主
義
の
完
成
を
目
指
し
た
」

（一

∴
齦
ﾅ
）
の
で
あ
る
。

　
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
に
つ
い
て
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
と
同
様
な
国

民
的
社
会
主
義
構
想
が
み
ら
れ
た
と
さ
れ
、
バ
ン
ベ
ル
ク
会
議
以
後
も
彼
の

主
張
は
基
本
的
に
は
変
化
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
著
者
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
、
シ
ェ
ト
ラ
ッ
サ
ー
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス

の
間
に
存
在
し
た
、
国
民
的
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
一
致
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
労
働
者
の
獲
得
を
め
ざ
す
こ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
こ
そ
ナ
チ
党
が
成
立
以
来
追
求
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
「
あ
る
意
味

で
の
首
尾
一
貫
性
を
も
っ
て
実
践
に
移
さ
れ
」
（
三
四
七
頁
）
た
と
い
う
。
し

か
し
、
三
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
党
の
労
働
老
獲
得
路
線
が
鱒
き
出
さ
れ

た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
国
民
社
会
主
義
構
想
か
ら
導
き

、
出
さ
れ
る
具
体
的
活
動
と
し
て
本
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
ナ
チ
経
営

細
胞
機
構
の
活
動
で
あ
る
が
、
こ
の
組
織
設
立
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ

た
の
は
、
ヒ
ト
ラ
…
で
も
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
で
も
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
で
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
管
区
指
導
者
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
、
ベ
ル
リ
ン
で

ま
ず
結
成
さ
れ
た
経
営
細
胞
組
織
の
拡
大
を
奨
励
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

彼
の
彼
割
が
大
き
か
っ
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
ヒ
ト
ラ
ー
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
一
九
二
六
年
に
な
っ
て
も
労
働
者
組
織
の
問

題
に
つ
い
て
は
態
度
を
決
定
で
き
ず
、
そ
の
方
向
を
模
索
し
て
い
る
段
階
で

あ
っ
た
。
（
労
働
組
合
に
つ
い
て
は
そ
の
意
義
を
肯
定
す
る
も
の
の
、
ナ
チ

党
独
自
の
労
働
組
舎
の
結
成
を
時
期
尚
早
と
し
て
退
け
て
い
る
。
）
そ
し
て

結
局
、
一
九
二
九
年
夏
の
経
営
細
胞
公
認
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
彼
の
国
民

的
社
会
主
義
構
想
は
実
践
へ
と
移
さ
れ
て
い
く
と
い
う
。
だ
が
、
ヒ
ト
ラ
ー

が
す
で
に
入
党
時
か
ら
国
民
的
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
抱
い
て
い
た
と

す
れ
ば
、
ま
た
ナ
チ
党
が
巌
初
か
ら
労
働
者
獲
得
路
線
に
尽
力
し
て
い
た
と

す
れ
ば
、
こ
の
対
応
は
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
る
と
い
う
感
が
否
め
な
い
。
こ

の
イ
ギ
オ
門
端
ー
↓
実
践
の
間
の
大
幅
な
時
間
的
ズ
レ
は
、
ど
の
よ
う
に
説

明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
経
営
細
胞
の
活
動
成
果
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
リ
ン
な
ど
の
大
管
区
に
お
け

る
詳
細
な
経
営
評
議
会
選
挙
の
結
果
の
分
析
か
ら
、
ナ
チ
経
営
細
胞
が
大
企

業
の
労
働
老
の
間
で
も
一
定
の
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
結
果
か
ら
、
ナ
チ
党
を
支
持
し
た
の
は
「
非
典
型
的
な
」
労
働
者

で
あ
っ
た
と
い
う
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
の
主
張
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
う

興
味
深
い
指
摘
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
次
に
農
業
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
に
移
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ダ
レ

ー
の
「
血
と
土
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
民
族
の
「
若
返
り
の
泉
」
と
し
て
の
農

民
の
称
揚
）
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
紹
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評書

介
し
て
き
た
ヒ
ト
ラ
ー
た
ち
の
国
民
社
会
主
義
構
想
や
労
働
者
獲
得
志
向
と

は
相
入
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
な
ぜ
「
労
働
者
党
」
の
中
に

こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
、
ヒ

ト
ラ
ー
の
農
業
問
題
に
た
い
す
る
態
度
の
変
遷
を
中
心
に
丹
念
に
追
っ
て
い

る
。　

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
入
党
後
、
人
口
増
大
に
直
面
し
て
ド
イ
ツ
民
族
を
い
か
に

し
て
扶
養
し
て
い
く
か
を
考
え
始
め
た
と
い
う
。
彼
は
、
産
児
制
限
、
国
外

移
住
、
土
地
か
ら
の
収
穫
の
増
大
、
輸
出
の
た
め
の
商
工
業
の
振
興
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
検
討
し
て
い
く
作
業
を
通
じ
て
、
生
存
圏
拡
大
構
想
に

接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
の
ド
イ
ツ
民
族
扶
養
構
想
勤
生
存
圏
拡
大

構
想
は
、
『
わ
が
闘
争
』
を
経
て
『
第
二
の
書
』
（
一
九
二
八
年
夏
執
筆
）
に

お
い
て
、
「
民
族
の
生
存
に
と
っ
て
も
っ
と
も
確
実
な
基
礎
は
、
何
時
の
時

代
に
お
い
て
も
自
己
の
土
地
な
の
で
あ
る
」
（
二
二
七
頁
）
と
い
う
結
論
と

と
も
に
完
成
す
る
。
さ
ら
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
こ
の
過
程
の
な
か
で
、
「
社
会

ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
を
自
覚
的
に
取
り
込
ん
で
、
生
存
圏
拡
大
の
道
を
合
理
化

す
る
」
（
一
一
三
一
頁
）
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
ヒ
ト
ラ
…
の
思
考
の
跡
を
た
ど
る
と
、
二
八
年
と
い
う
年

が
ナ
チ
党
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
す
で
に
オ
ー
μ
ウ
と
ス
タ
ー
チ
ュ
ラ
な
ど
の
研
究
者
は
、
二
八
年

が
党
の
政
策
転
換
の
年
（
都
市
労
働
者
の
獲
得
を
め
ざ
す
「
都
市
プ
ラ
ン
」

か
ら
農
昆
の
獲
得
を
も
く
ろ
む
「
農
村
プ
ラ
ン
」
へ
）
で
あ
っ
た
と
主
張
し

て
い
た
。
だ
が
著
者
に
よ
れ
ば
、
二
八
年
が
党
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
致

策
転
換
の
た
め
で
は
な
く
、
「
都
市
プ
ラ
ン
」
に
「
農
村
プ
ラ
ン
」
が
付
け
加

え
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
戦
術
レ
ベ
ル
の
閣
題
で
は
な
く
、
ヒ
ト
ラ

ー
の
農
業
イ
デ
ナ
日
工
ー
の
成
熟
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ド
イ
ツ
民
族
扶
養
構
想
が
生
存
圏
拡
大
構
想
に
向
か

っ
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
農
業
ロ
マ
ン
主
義
を
自
覚
的
に
取
り
込
ん
で
い

く
と
い
う
。
農
業
μ
マ
ソ
主
義
と
は
、
ド
イ
ツ
の
急
速
な
工
業
化
に
直
面
し

て
、
土
地
と
結
合
し
た
農
民
層
の
維
持
こ
そ
が
国
家
と
社
会
の
存
続
・
発
展

に
と
り
死
活
の
重
要
性
を
も
つ
こ
と
を
強
調
す
る
思
想
で
あ
り
、
一
九
世
紀

末
以
降
多
彩
な
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、

「
工
業
化
は
盤
民
層
の
弱
体
化
を
招
き
、
か
つ
暴
民
層
と
労
働
者
層
と
の
対

立
を
激
化
さ
せ
て
、
民
族
共
同
体
を
分
解
へ
と
追
い
や
る
」
（
二
五
一
頁
）
と

し
て
、
工
業
化
の
進
展
に
悲
観
的
・
敵
対
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
彼
は
、
単
に
ド
イ
ツ
民
族
の
扶
養
を
確
実
に
す
る
た
め
だ
け
で
は
な

く
、
ま
さ
に
こ
の
工
業
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に
生
存
圏
拡
大
を
構
想

し
た
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
「
ド
イ
ツ
民
族
を
大
都
市
か
ら

遠
ざ
け
、
新
し
く
獲
得
さ
れ
た
土
地
に
農
民
と
し
て
入
植
せ
し
め
た
な
ら
ば
、

そ
れ
だ
け
『
若
返
り
の
泉
』
と
し
て
の
農
民
層
が
確
保
さ
れ
、
そ
し
て
大
地

や
自
然
と
結
合
す
る
農
民
の
活
力
は
、
ド
イ
ツ
民
族
を
更
新
・
蘇
生
さ
せ
る

で
あ
ろ
う
」
（
二
五
三
頁
）
と
考
え
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
以
上
の
よ
う
な
農
業
ロ
マ
ン
主
義
的
発
想
か
ら
農
民
層
重

視
の
立
場
に
到
達
し
、
そ
の
結
果
、
三
〇
年
三
月
置
農
業
綱
領
の
発
表
を
へ

て
、
ナ
チ
党
の
農
業
獲
得
政
策
が
本
格
的
な
実
践
へ
と
移
さ
れ
て
い
く
、
と

い
う
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
著
者
の
論
述
に
は
い
さ
さ
か
気
に
な
る
点

が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
党
の
農
民
獲
得
政
策
が
ヒ
ト
ラ
…
の
純
粋
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
上
の
立
場
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
ら

で
あ
る
。
た
し
か
に
戦
術
レ
ベ
ル
だ
け
を
問
題
に
す
る
（
こ
の
点
で
著
者
は
、

オ
ー
ロ
ウ
と
ス
タ
ー
チ
ュ
ラ
を
批
判
し
て
い
る
）
の
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
が
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
を
全
面
に
押
し
出
す
の
も
ま
た
｝
面
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
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政
権
掌
握
を
め
ざ
す
政
党
で
あ
れ
ば
、
楽
然
や
そ
の
時
々
の
状
況
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
政
治
的
配
慮
が
入
り
込
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
中
聞
層
の
政
党
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ナ
チ
党
の
思
想
と
運
動

の
最
後
に
く
る
の
が
、
中
間
層
（
小
商
人
と
手
工
業
者
）
の
問
題
で
あ
る
の

は
非
常
に
興
味
深
い
。
た
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ナ
チ
党
内
の
急
進
的
な

反
大
企
業
1
1
親
中
間
層
的
方
向
の
指
導
的
人
物
オ
ッ
ト
ー
1
ー
ヴ
ァ
ー
ゲ
ナ
ー

の
職
能
身
分
制
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
構
想
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
労
働
者
や

記
事
に
た
い
し
て
展
開
さ
れ
た
よ
う
な
ヒ
ト
ラ
…
の
構
想
に
つ
い
て
の
指
摘

は
な
い
。
職
能
身
分
制
構
想
が
体
制
段
階
で
は
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
と
い
う
事

情
を
考
え
る
と
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
知
り
た
か
っ
た
。
ま
た
、
す
で
に
ド
イ
ツ
労
働
者
党
は
職
能

身
分
制
秩
序
の
樹
立
こ
そ
を
「
社
会
主
義
」
と
し
て
要
求
し
て
い
た
。
こ
の

要
求
と
ヴ
ァ
ー
ゲ
ナ
ー
の
身
分
制
構
想
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
ナ
チ
党
は
「
中
間
層
の
政
党
」
で
は
な
く
、
国
民
政
党
で
あ
っ
た
と
い
う

著
者
の
主
張
に
異
論
は
な
い
。
「
ナ
チ
党
員
の
社
会
構
成
内
に
占
め
る
労
働

者
比
率
の
軽
視
し
え
ぬ
高
さ
は
、
こ
の
党
の
労
働
者
志
向
性
の
反
映
で
あ
っ

た
」
（
三
五
六
頁
）
と
い
う
点
も
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
間

層
の
比
重
が
労
働
者
よ
り
も
高
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
こ
の
党
は
労
働
者
獲
得
を
意
図
し
た
け
れ
ど
も
、

労
働
者
の
既
存
の
社
会
一
文
化
ミ
リ
ュ
ー
に
阻
害
さ
れ
て
労
働
者
が
低
く
代

表
さ
れ
、
そ
の
反
面
中
間
層
の
高
い
代
表
が
結
果
と
し
て
生
じ
た
と
解
釈
す

べ
き
で
あ
る
」
（
三
五
六
頁
）
と
い
う
説
明
で
は
、
不
十
分
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
本
書
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
党
が
な
ぜ
「
労
働
者
党
し
と
名
の
っ
た
か
に

つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が
今
度
は
逆
に
、
そ
の
「
労
働
者
党
」
の

な
か
で
な
ぜ
中
間
暦
の
比
重
が
高
か
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
す
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
他
の
ナ
チ
党
指
藩
老
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
と
い

う
近
代
工
業
一
都
市
社
会
へ
の
反
逆
（
1
1
反
近
代
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
触

れ
て
お
き
た
い
。
著
者
は
、
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
み
え
る
複
合
的
な
ナ
チ
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
統
合
す
る
核
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
反
近
代
主
義
を

強
調
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
に
ダ
ー
レ
ン
ド

ル
フ
と
シ
ェ
ー
ン
ボ
ー
ム
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
、
そ
の
反
近
代
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図
に
反
し
て
ド
イ
ツ
社
会
に
一
定
の
「
近

代
化
」
を
も
た
ら
し
た
と
主
張
し
た
。
そ
れ
以
降
、
ナ
チ
支
配
の
「
近
代
化
」

効
果
の
問
題
が
、
そ
し
て
最
近
で
は
、
そ
の
効
果
は
ナ
チ
党
の
意
図
に
反
し

て
だ
っ
た
の
か
、
意
図
に
即
し
て
だ
っ
た
の
か
が
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
反
近
代
主
義
的
で
あ
っ
た

の
か
、
そ
う
で
な
か
っ
た
の
か
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
評
者
は
こ
こ
で
、
ナ
チ
ズ
ム
ー
1
反
近
代
と
い
う
著
者
の
結
論

に
異
論
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
ヒ
ト
ラ
ー
ら
の
「
工
業
化
へ
の

悲
観
的
・
敵
対
的
態
度
」
の
引
き
出
し
方
が
少
し
強
引
だ
と
思
わ
れ
る
箇
所

が
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
著
者
が

例
証
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
を
検
討
し
て
み
れ
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
批
判
し

て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
企
業
家
層
の
反
社
会
的
態
度
で
あ
っ
て
、
工
業
化

そ
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
（
一
〇
二
頁
）
が
あ
る
。
こ

の
点
で
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
や
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
も
同
様
で
あ
る
。
（
一
〇
三

一
四
頁
、
一
二
九
頁
）

　
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
挑
薄
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
党
の
イ
デ
オ
ギ

ギ
ー
の
そ
れ
な
り
の
首
羅
一
貫
性
を
強
調
す
る
と
い
う
刺
激
的
な
研
究
で
あ
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る
。
だ
が
、
「
思
想
家
」
ヒ
ト
ラ
ー
を
強
調
す
る
反
面
、
ヒ
ト
ラ
～
の
「
政

治
家
」
と
し
て
の
側
面
が
後
景
に
退
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
抱

い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
農
民
重
視
の
立
場
に
し
て
も
、
非
常
に
論
理
的
に

導
き
出
ざ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
単
な
る
印
象
は
、
「
国
民
政
党
」
ナ
チ

党
の
思
想
と
運
動
に
あ
ら
た
な
光
を
あ
て
た
目
引
の
功
績
を
い
さ
さ
か
も
損

ね
る
も
の
で
は
な
い
。
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
党
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
道
徳
的
評
価
と
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
一
定
の
論
理
を
認
め

て
こ
れ
を
き
ち
ん
と
分
析
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
の
別
聞
題
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
分
析
な
し
に
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
「
魅
力
」
も
ま
た
正
確

に
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
本
書
は
ナ
チ
ズ
ム
の
「
歴

史
化
」
を
大
き
く
押
し
進
め
た
貴
重
な
研
究
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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手
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師
　
吹

）
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