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小

林

善

文

門
要
約
】
　
梁
漱
漠
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
初
頭
、
山
東
省
郷
平
県
を
中
心
と
し
た
郷
村
建
設
運
動
を
指
導
し
た
。
こ
の
運
動
は
破
産
に
瀕
し
た
中
国
を
救

済
す
る
膚
力
な
手
段
と
さ
れ
、
郷
村
内
の
有
徳
者
が
平
和
的
な
手
段
に
よ
っ
て
、
生
活
改
善
事
業
の
推
進
、
農
業
技
術
の
改
良
、
合
作
社
の
設
立
な
ど
を

お
こ
な
い
、
郷
村
民
全
体
の
富
裕
化
を
め
ざ
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
梁
の
信
念
で
あ
り
独
自
の
構
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
郷
村
の
秩
序
は
団
体
を

結
成
す
る
個
々
人
の
倫
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
法
律
や
多
数
決
原
理
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
自
主
性
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
郷
村
は
中
国
の
工
業
化
を
導
き
、
消
費
の
た
め
に
生
産
す
る
が
、
そ
れ
が
個
人
の
営
利
を
求
め
る
資
本
主
義
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
合
作
社
の
事
業
な
ど
で
、
郷
村
は
外
部
の
資
本
を
導
入
し
、
省
や
県
の
政
府
の
命
令
で
郷
民
に
軍
事
訓
練
を
お
こ
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
梁
の
意
図
と
は
異
な
る
事
態
と
な
っ
た
。
ま
た
郷
民
の
教
化
機
開
と
し
て
か
れ
が
期
待
し
て
い
た
村
学
と
郷
学
は
、
有
効
に
機
能
せ
ず
、
そ
の
理

論
と
現
実
の
乖
離
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
【
巻
一
一
号
　
【
九
九
八
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

梁
漱
漠
（
一
八
九
三
～
｝
九
八
八
）
は
、

字
は
寿
銘
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
し
て
甘
薯
、

中
国
の
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
り
、
社
会
実
践
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
名
は
換
鼎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

痩
民
を
用
い
、
二
〇
歳
よ
り
王
難
を
名
の
っ
た
。
梁
の
若
き
日
の
西
洋
思
想
か
ら
仏
教
を
経
て
儒
家

思
想
に
転
じ
た
思
想
的
遍
歴
、
北
京
大
学
の
教
職
を
捨
て
て
従
事
し
た
郷
村
建
設
運
動
、
日
申
戦
争
が
本
格
化
す
る
な
か
で
の
第
蕪
勢
力
の
指

導
者
と
し
て
の
活
躍
、
解
放
後
の
か
れ
に
対
す
る
大
規
模
な
批
判
と
毛
沢
東
と
の
関
係
な
ど
の
諸
々
の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の

研
究
成
果
が
内
外
で
公
刊
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
が
取
り
扱
う
梁
と
郷
村
建
設
運
動
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
か
れ
の
理
論
と
実
践
に
対
す
る
主
と
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②

し
て
批
判
的
見
地
か
ら
の
優
れ
た
研
究
成
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
そ
れ
ら
は
外
部
の
評
価
に
基
づ
く
批
判

が
中
心
で
、
梁
自
身
の
著
作
を
丹
念
に
あ
と
づ
け
、
そ
の
論
理
に
含
ま
れ
る
矛
盾
や
限
界
な
ど
を
、
現
実
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
す
る
試
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
梁
漱
漠
全
集
臨
が
完
成
し
た
今
日
、
改
め
て
梁
の
歩
ん
だ
道
を
か
れ
の
文
章
に
よ
っ
て
た
ど
り
、
そ

の
論
理
の
特
質
に
つ
い
て
論
証
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
梁
の
実
践
は
、
一
九
三
〇
年
代
、
世
界
恐
慌
の
影
響
下
に
破
産
に
瀕
し
た
中
国
の
郷
村
、
国
共
の
対
立
の
深
刻
化
、
日
本
の
満
州
事
変
以
降

本
格
化
す
る
中
国
侵
略
と
い
う
社
会
的
、
政
治
的
情
況
の
下
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
実
践
は
、
か
れ
が
若
き
日
か
ら
培
っ
て
き
た
信
念
に
よ
り

つ
つ
、
他
の
郷
村
建
設
諸
団
体
の
実
践
に
対
す
る
批
判
の
上
に
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
は
た
し
て
梁
の
郷
村
建
設
の
理
論
と
実
践
は
所
期
の

成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
梁
の
郷
村
建
設
構
想
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
論
の
具
体
化
に
あ
た

っ
て
、
か
れ
が
ど
の
よ
う
な
方
法
を
採
ろ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
あ
わ
せ
て
第
三
勢
力
の
代
表
的
存
在
た
る
梁
の

活
動
の
特
色
を
探
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
、
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
の
郷
平
県
に
お
け
る
実
験
の
結
果
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
、

①
李
紫
野
・
閻
乗
華
編
爪
擦
漱
漠
先
生
年
譜
』
広
西
師
範
大
学
繊
版
社
、
一
九
九

　
一
年
、
一
頁
。

②
新
保
敦
子
「
梁
漱
漢
と
郷
村
建
設
運
動
l
I
山
東
省
郡
平
県
に
お
け
る
実
践
を

　
中
心
と
し
て
一
」
『
日
本
の
教
育
史
学
、
教
育
史
学
会
紀
要
』
第
二
八
号
、
一

　
九
八
五
年
、
は
梁
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
も
ふ
ま
え
た
総
合
的
な
研
究
で
あ
る
。

　
ま
た
家
近
亮
子
「
下
切
漠
に
お
け
る
郷
村
建
設
理
論
の
成
立
過
程
」
（
山
田
辰
雄

　
編
『
近
代
中
国
人
物
研
究
㎞
慶
慮
義
塾
大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
、
　
一
九
八
八

［
　
梁
漱
渓
の
郷
村
建
設
構
想
の
特
色

　
年
）
ー
ー
　
要
を
得
た
研
究
史
の
紹
介
が
あ
り
、
研
究
史
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

　
こ
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
梁
の
再
評
価
へ
の
動
き
に
関
し
て
は
、
河
田

　
悌
一
「
伝
統
か
ら
近
代
へ
の
模
索
i
梁
漱
漠
と
毛
沢
東
1
」
（
岩
波
講
座

　
『
現
代
中
国
』
第
四
巻
「
歴
史
と
現
代
化
」
一
九
八
九
年
）
参
照
。

③
中
国
文
化
書
院
学
術
委
員
会
編
『
愚
察
漠
全
集
』
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八

　
九
～
｝
九
九
三
年
（
全
八
巻
）
。
以
下
『
全
集
』
と
略
し
、
巻
数
は
数
字
の
み
で

　
示
す
。
ま
た
「
梁
」
は
と
く
に
記
さ
な
い
場
合
は
「
梁
漱
漠
」
の
略
で
あ
る
。

世
界
恐
慌
の
影
響
が
及
ん
で
い
た
一
九
三
一
～
一
九
三
五
年
の
中
国
全
土
に
お
け
る
水
害
・
旱
害
の
損
失
は
一
〇
〇
億
元
に
近
く
、
平
均
一
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戸
当
た
り
の
損
失
は
一
五
〇
元
前
後
と
な
り
、
三
一
～
三
六
年
に
全
国
で
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
者
は
六
九
八
万
八
千
人
以
上
と
な
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
救
済
農
村
」
「
復
興
農
村
」
の
声
が
わ
き
起
こ
っ
て
い
た
。
梁
漱
漠
は
、
郷
村
建
設
運
動
を
こ
こ
数
年
来
の
郷
村
破
壊
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
郷
村
を
救
済
す
る
運
動
で
あ
る
、
と
述
べ
、
そ
れ
を
「
郷
村
自
救
運
動
」
と
規
定
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
中
国
社
会
全
体
の
建
設
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

意
味
で
あ
り
、
一
種
の
建
国
運
動
」
と
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
「
有
形
の
事
実
は
郷
村
、
無
形
の
道
理
は
理
性
」
と
称
し
、
理
性
を
重
視
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
と
も
に
「
新
し
い
文
化
を
創
造
し
て
、
旧
い
農
村
を
救
済
す
る
」
と
し
て
、
文
化
面
も
重
視
す
る
建
設
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理

性
や
文
化
を
重
ん
じ
る
郷
村
改
革
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
「
郷
村
人
」
で
あ
り
、
郷
村
人
が
自
覚
を
も
っ
て
郷
村
人
の
組
織
を
作
る
こ
と
が
基

　
　
　
　
　
　
⑦

本
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
外
部
よ
り
郷
村
に
入
り
、
郷
村
建
設
の
指
導
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
人
々
は
、
終
始
在
野
の
地
位
を
守
り
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

力
を
用
い
ず
、
政
権
を
操
る
こ
と
も
し
な
い
、
と
梁
は
い
う
。
か
れ
は
、
法
律
上
何
ら
か
の
地
位
を
得
、
法
律
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
っ
て
政
治
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
い
、
と
繰
り
返
し
て
述
べ
て
い
る
。
か
れ
は
、
農
民
の
自
覚
を
啓
発
し
て
＝
種
の
農
民
運
動
」
た
ら
し

め
ん
と
説
き
つ
つ
、
さ
ら
に
郷
村
建
設
運
動
が
必
ず
終
始
そ
の
社
会
運
動
の
立
場
を
保
持
し
、
国
家
あ
る
い
は
地
方
の
一
種
の
行
政
を
担
わ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

け
れ
ば
、
そ
の
使
命
を
完
成
で
き
る
、
と
い
う
。
た
だ
し
、
梁
は
一
方
に
お
い
て
、
政
権
に
接
近
し
て
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
、
か
れ
ら
と
政
権
と
の
間
の
一
定
の
比
例
平
衡
と
い
う
原
則
も
打
ち
出
し
て
お
り
、
自
ら
の
方
針
の
将
来
に
お
け
る
変
更
の
可
能
性
に
つ
い

て
含
み
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
梁
漱
漠
が
こ
の
郷
村
組
織
の
原
型
を
宋
代
の
《
呂
氏
郷
約
》
に
求
め
た
こ
と
は
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
《
郷
約
》
の
意
に
基
づ
き
、
充
分
に
中
国
古
人
の
理
性
精
神
を
発
揮
し
、
倫
理
情
誼
に
よ
り
社
会
関
係
を
調
整
し
、
も
っ
て
団
体
を
構
成
す

　
⑬

べ
し
、
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
郷
村
建
設
は
「
礼
俗
の
路
」
を
歩
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
法
律
の
路
」
に
帰
る
こ
と
は
で
き
ず
、
中
国
の
問

題
と
は
た
だ
新
礼
俗
を
い
か
に
創
造
し
開
拓
す
る
か
で
あ
っ
て
、
礼
俗
を
維
持
す
る
こ
と
か
ら
再
び
法
律
維
持
の
問
題
に
変
ず
る
こ
と
で
は
な

ゆ
と
述
べ
・
葎
に
拠
る
郷
村
秩
序
の
維
持
に
は
警
戒
感
を
も
・
て
い
る
・

　
急
心
漠
は
、
一
九
三
二
～
三
五
年
の
問
、
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
に
お
け
る
学
生
に
対
す
る
朝
会
に
お
い
て
講
演
を
続
け
た
。
そ
こ
で
か
れ
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の
描
い
た
理
想
の
社
会
は
、

　
　
第
｝
に
、
人
と
人
に
生
存
競
争
が
な
く
、
人
と
人
が
手
を
合
わ
せ
て
自
然
を
支
配
し
、
自
然
を
利
用
す
る
。
第
二
に
、
社
会
が
人
生
の
向
上
を
助
け
、
す

　
　
べ
て
を
教
育
の
意
義
に
合
わ
せ
、
　
個
の
完
全
に
教
育
化
し
た
環
境
を
形
成
し
、
人
に
向
学
の
誠
を
説
き
、
自
ら
を
高
め
る
た
め
に
力
を
集
中
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
⑮

　
　
そ
の
結
果
、
ま
た
学
術
面
で
の
発
明
や
文
化
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
社
会
が
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
科
学
や
教
育
に
関
す
る
内
容
が
豊
か
に
盛
り
込
ま
れ
る
一
方
で
、
生
存
競
争
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
梁
は

ま
た
「
中
国
に
は
以
前
五
倫
の
説
が
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
今
一
倫
を
再
び
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
団
体
の
個
人
に
対
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

個
人
の
団
体
に
対
す
る
、
か
れ
こ
れ
が
互
い
に
尊
重
し
、
互
い
に
義
務
を
も
つ
」
と
い
う
形
の
新
た
な
倫
理
を
説
く
。
そ
こ
で
梁
の
思
想
の
根

幹
に
か
か
わ
る
団
体
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
欧
米
各
国
は
い
ず
れ
も
人
々
を
結
合
し
、
団
体
の
力
に
よ
っ
て
経
済
上
の
競
争
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
に
わ
れ
わ
れ
中
国
は
な
お
散

散
漫
漫
で
、
団
体
な
く
、
組
織
な
く
、
お
の
お
の
が
あ
い
顧
み
ず
、
あ
い
謀
ら
ず
、
そ
れ
で
は
人
と
競
争
す
る
方
法
は
絶
対
に
な
く
、
生
き
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
梁
羅
漢
は
中
国
の
国
家
存
亡
に
対
す
る
危
機
感
を
表
明
す
る
。
儒
教
が
最
重
要
の
位
置
を
占
め
て
き
た
伝
統

申
国
で
は
、
受
入
道
徳
で
あ
る
倫
理
、
孝
悌
、
貞
節
、
忠
義
な
ど
を
講
癒
し
、
団
体
構
成
畏
の
団
体
に
対
す
る
関
係
を
講
求
す
る
こ
と
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ま
さ
に
そ
れ
は
「
非
団
体
の
生
活
」
で
あ
り
「
反
団
体
の
習
慣
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
か
れ
は
、
団
体
生
活
の
習
慣
の
養
成
と

い
う
大
き
な
目
標
を
掲
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
団
体
を
組
織
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
小
範
囲
の
郷
村
よ
り
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
理
由
と
し
て
、
梁
は
三
つ
の
要
素
を
あ
げ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
利
害
が
近
く
、
す
べ
て
の
問
題
を
眼
前
に
見
や
す
く
、
注
意
を
引
き
か
か
わ
り
や
す
い
。

　
（
2
）
　
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
活
動
が
、
影
響
を
与
え
効
力
を
生
み
や
す
い
。

　
（
3
）
　
人
事
を
熟
悉
し
て
情
誼
に
通
じ
や
す
く
、
合
作
し
や
す
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
た
小
さ
な
団
体
は
多
く
の
も
の
が
情
誼
に
よ
り
運
用
で
き
る
が
、
大
き
な
団
体
は
な
お
法
律
を
必
要
と
し
て
お
り
、
法
律
の
運
用
さ
れ
る
社
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⑳

会
を
、
極
力
避
け
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
梁
は
、
今
後
の
団
体
生
活
は
「
中
国
の
過
去
の
情
義
礼
俗
の
精
神
に
接
続
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
。
し
か
し
、
「
団
体
と
個
人
の
間
の
一
嘗
」
を
追
加
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
以
上
、
単
な
る
復
古
主
義
の
精
神
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
梁
漱
漠
は
、
人
は
辛
亥
革
命
の
後
、
衰
世
凱
が
国
会
を
解
散
し
、
北
洋
軍
閥
が
約
法
を
破
壊
し
た
こ
と
を
恨
む
が
、
そ
の
原
因
は
、
衷
世
凱

個
人
に
も
少
数
の
北
洋
軍
閥
に
も
な
く
、
多
数
の
民
衆
に
そ
の
よ
う
な
政
治
習
慣
が
な
く
、
そ
の
政
治
制
度
を
運
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ

⑫る
、
と
す
る
。
ま
た
「
中
国
の
社
会
秩
序
は
本
来
礼
譲
よ
り
生
み
出
さ
れ
て
い
た
が
、
今
や
あ
た
か
も
相
反
す
る
競
争
の
喜
劇
へ
と
引
き
込
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
、
原
町
の
礼
を
失
い
、
矛
盾
し
衝
突
し
て
、
秩
序
な
く
、
ど
う
し
て
さ
ら
に
散
じ
乱
れ
な
い
で
お
ら
れ
よ
う
か
」
と
慨
嘆
す
る
。
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

現
状
に
お
い
て
「
散
じ
か
つ
乱
れ
た
中
国
社
会
は
、
自
ら
西
洋
式
の
党
団
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
認
識
す
る
梁
は
、
申
国
に
お
い

て
は
、
西
洋
型
の
政
党
を
組
織
し
、
選
挙
や
三
権
分
立
の
方
法
は
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
考
え
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
西
洋
型
の
政
治
シ

ス
テ
ム
を
す
べ
て
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
は
「
人
治
の
多
数
政
治
」
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
皆
が
一
個
人
を
承
認
し
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

寺
詣
に
服
従
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、
レ
ー
ニ
ン
や
ス
タ
ー
リ
ン
、
さ
ら
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
を
評
価
す
る
。
ま
た
が
れ
ば
「
多
数
の
衆
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

考
え
を
出
し
て
賢
者
が
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
上
は
な
は
だ
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
し
て
本
来
の
意
味
の
多
数
決
原
理
は
否
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
だ
し
「
三
権
分
立
は
役
に
立
た
な
い
の
で
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
チ
ェ
ッ
ク
と
バ
ラ
ン
ス
は
な
お
民
治
主
義
の
重
要
点
で
あ
る
」

と
し
て
、
シ
ス
テ
ム
の
一
部
は
是
認
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
の
い
う
「
チ
ェ
ッ
ク
と
バ
ラ
ン
ス
」
が
現
実
の
郷
村
政
治
の
な
か
で
保

障
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
は
、
つ
い
に
表
面
的
に
は
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
梁
間
漠
は
、
郷
村
を
分
化
し
、
郷
村
内
で
闘
争
す
る
運
動
に
反
対
し
、
ま
た
「
農
民
の
自
発
的
な
運
動
」
の
ご
と
き
説
法
は
申
国
問
題
の
実

　
　
　
　
　
⑳

際
に
あ
わ
な
い
、
と
考
え
る
。
す
で
に
梁
は
、
農
罠
を
啓
発
し
て
農
民
組
織
を
作
る
べ
き
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
郷
村
内

部
に
対
立
を
も
た
ら
す
「
農
民
の
自
発
的
な
運
動
」
は
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
「
専
門
知
識
学
問
を
も
ち
頭
脳
と
眼
識
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
つ
人
が
皆
を
指
導
し
、
常
に
皆
を
目
覚
め
さ
せ
、
皆
に
代
わ
っ
て
考
え
を
出
し
、
皆
の
了
解
と
承
認
を
待
っ
て
後
再
び
お
こ
な
う
」
と
し
て

下
郷
し
た
知
識
分
子
が
、
郷
村
住
民
の
同
意
の
も
と
に
指
導
を
お
こ
な
う
と
い
う
基
本
線
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
郷
村
住
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民
が
あ
く
ま
で
も
受
け
身
で
あ
る
な
ら
ば
改
進
事
業
は
進
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
団
体
を
結
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
極
力
郷
村
が
主
体
と
な
り
、

そ
の
構
成
員
が
自
主
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
「
団
体
の
な
か
の
多
数
の
分
子
が
主
動
作
用
を
も
つ
も
の
は
、
一
種
の
進
歩
的
組
織
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
か
れ
は
賢
者
の
指
導
下
に
協
調
を
旨
と
す
る
と
い
う
限
定
付
き
な
が
ら
郷
村
住
民
の
自
主
的
な
行

動
力
を
喚
起
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
梁
漱
漢
は
「
個
人
を
尊
重
し
、
相
談
し
て
こ
と
を
お
こ
な
う
」
こ
と
の
必
要
性
を
説
き
、
「
個
人
を
尊
重
す
る
こ
と
」
は
す
で
に
「
自
由
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

平
等
」
の
意
を
含
む
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
「
相
談
し
て
こ
と
を
お
こ
な
う
」
こ
と
も
ま
た
「
自
由
・
平
等
」
よ
り
来
て
い
る
、
と
い
う
。
し

か
し
か
れ
は
、
個
人
主
義
が
集
団
生
活
発
達
後
の
産
物
で
あ
り
、
中
国
人
に
は
集
団
生
活
が
欠
乏
し
て
い
る
か
ら
、
佃
人
主
義
は
な
い
と
と
ら

え
る
。
ま
た
こ
れ
と
関
連
す
る
「
自
製
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
中
国
人
の
自
私
は
後
天
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
組
織
の
影
響
に
よ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愚

の
」
と
理
解
し
て
い
る
。
「
法
律
の
路
、
権
利
観
念
、
個
人
本
位
の
道
は
歩
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
梁
の
言
葉
は
、
散
砂
の
如
く
バ
ラ

バ
ラ
な
中
国
人
が
法
律
や
権
利
を
盾
に
個
別
の
利
益
追
求
の
走
る
こ
と
を
、
何
よ
り
も
危
惧
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
か

れ
の
構
想
す
る
運
動
に
お
い
て
は
、
知
識
分
子
と
民
衆
と
の
間
の
連
携
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
民
衆
組
織
の
強
靱
な
力
に
期
待
を
寄
せ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
郷
村
の
自
治
が
ま
さ
に
樹
立
さ
れ
て
、
中
国
の
政
治
は
基
礎
が
で
き
る
。
た
だ
郷
村
一
般
の
文
化
が
よ
く
高
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
れ
て
、
中
国
社
会
に
進
歩
が
あ
る
」
と
い
う
梁
の
郷
村
本
位
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
表
現
に
み
ら
れ
る
郷
村
の
自
治
は
、
民
衆
自
身
が
担
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
農
民
負
担
を
増
加
さ
せ
、
土
豪
劣
紳
の
権
威
を
助
成
す
る
よ
う
な
地
方
自
治
は
苛
政
に
他
な
ら
な
い
、
と

も
述
べ
て
い
る
。

　
梁
漱
浜
の
膨
大
な
著
作
の
な
か
の
断
片
的
な
表
現
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
相
互
に
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
部
分
が
少
な
か
ら
ず

存
在
す
る
。
し
か
し
、
か
れ
の
基
本
理
念
は
、
「
賢
者
」
の
手
に
よ
る
礼
譲
に
支
え
ら
れ
た
平
和
な
郷
村
秩
序
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
儒
教
的
盤
界
観
が
「
非
団
体
の
生
活
」
や
「
反
団
体
の
習
慣
」
を
養
成
し
て
き
た
と
と
ら
え
、
「
霜
臣
の
～
倫
」
に
代
わ
る
べ
き
団
体
と

個
人
の
関
係
の
一
溜
を
説
き
、
小
さ
な
規
模
で
の
団
体
の
組
織
化
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
小
さ
く
組
織
化
さ
れ
た
郷
村
の
自
治
こ
そ
が
、
中
国
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社
会
の
進
歩
の
原
動
力
に
な
る
と
梁
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
郷
村
の
自
立
を
考
え
る
場
合
、
帝
国
主
義
勢
力
の
進
出
が
も
た
ら
す
影
響
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
梁
事
象
は
、
こ
の
問
題
を
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
。
近
百
年
の
う
ち
、
帝
国
主
義
の
侵
略
は
、
も
と
よ
り
直
接
間
接
い
ず
れ
も
郷
村
を
破
壊
し
て
き
た
。
か
れ
は
、
こ
の

よ
う
に
認
識
し
つ
つ
、
大
声
で
疾
呼
し
て
、
帝
国
主
義
打
倒
を
標
榜
し
て
も
現
実
に
は
実
行
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
は
た
し
て
実
行
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
標
榜
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
政
権
樹
立
を
謀
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

国
際
環
境
が
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
梁
は
、
さ
ら
に
民
衆
を
し
て
、
郷
村
を
離
れ
、
鋤
を
捨
て
て
帝
国
主
義
の
打
倒
に
向
か
わ
せ
て
も
、

帝
国
主
義
を
打
倒
で
き
ず
、
農
民
自
身
が
飢
え
る
こ
と
を
恐
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の
主
張
を
裏
付
け
る
事
実
と
し
て
、
か
れ
は
一
九
二
七
年
の

武
漢
に
お
け
る
反
帝
闘
争
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
時
、
輪
船
は
動
か
ず
、
工
場
は
閉
じ
ら
れ
、
洋
行
も
門
を
閉
じ
、
外
国
人
と
関
係
の
あ
る
鉱

業
も
休
業
し
た
。
こ
れ
は
「
帝
国
主
義
の
退
却
」
で
あ
る
が
、
輪
船
が
停
船
す
れ
ば
、
洋
貨
は
入
ら
ず
、
日
用
品
は
直
ち
に
欠
乏
し
、
と
く
に

石
油
が
な
け
れ
ば
、
武
漢
三
鎮
は
す
ぐ
に
暗
黒
世
界
と
な
る
。
工
場
が
止
ま
れ
ば
労
働
者
は
失
業
し
て
、
落
ち
着
く
と
こ
ろ
が
な
く
、
外
貨
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

入
っ
て
こ
な
け
れ
ば
海
関
で
の
税
収
が
な
く
な
る
。
炭
坑
が
止
ま
れ
ば
汽
車
は
走
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
れ
は
こ
の
よ
う
に
反
帝
闘
争
が
も

た
ら
す
表
面
的
な
不
利
益
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
と
く
に
武
力
反
抗
の
無
意
味
さ
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
梁
は
帝
国
主
義
の
侵
略
は
農
村
の
再
建
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
と
い
う
見
方
を
す
る
。

　
　
帝
圏
主
義
が
不
平
等
条
約
の
種
々
の
経
済
的
手
段
を
も
っ
て
、
中
国
の
競
争
力
を
圧
迫
し
、
中
国
の
工
商
業
の
興
起
を
杜
絶
さ
せ
、
中
国
を
し
て
資
本
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
義
化
を
免
れ
さ
せ
る
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
非
常
に
慶
ば
し
い
こ
と
あ
っ
て
あ
っ
て
、
私
は
天
地
に
感
謝
し
た
い
と
思
う
。

と
侵
略
の
も
た
ら
す
結
果
を
賛
美
す
る
だ
け
で
な
く
、

　
　
不
平
等
条
約
は
工
業
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
莫
大
な
困
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
農
業
上
か
え
っ
て
利
が
得
ら
れ
、
不
平
等
条
約
は
ほ
と
ん
ど
農
業
を
発
達

　
　
さ
せ
る
保
障
に
な
っ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
け
だ
し
不
平
等
条
約
の
束
縛
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
工
業
は
自
然
に
発
達
で
き
、
工
業
が
発

　
　
達
す
れ
ば
労
働
力
と
資
本
は
都
市
に
集
中
し
、
農
村
が
二
百
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
、
農
業
は
発
展
の
可
能
性
が
な
く
な
る
の
で
、
不
平
等
条
約
は
農
業

116 （248）



郷村建設運動における梁漱漠の道（小林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
の
援
護
者
に
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
農
村
と
都
市
と
の
対
立
を
主
要
な
も
の
と
み
な
し
、
民
族
産
業
の
育
成
と
い
う
方
向
は
打
ち
出
さ
ず
、
逆
に
帝
国
主
義
の

及
ぼ
す
影
響
を
副
次
的
な
も
の
と
み
な
す
、
梁
の
独
特
の
論
法
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
帝
国
主
義
の

進
出
の
影
響
が
都
市
も
農
村
も
共
通
し
て
巻
き
込
ん
で
い
る
と
い
う
認
識
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
帝
国
主
義
反
対
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

勢
を
全
く
も
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
外
国
商
品
に
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
団
体
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き
、
『
大
公
報
臨
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
る
数
次
の
抗
日
募
絹
で
の
七
〇
万
元
の
募
金
の
成
果
を
高
く
評
価
し
、
帝
国
主
義
に
反
抗
す
る
た
め
に
経
済
的
基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
が
必

　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

要
で
あ
る
こ
と
や
、
抵
抗
す
る
た
め
の
文
化
面
で
の
努
力
を
説
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
梁
は
帝
国
主
義
の
進
出
に
伴
う
種
々
の
弊
害
よ
り

も
、
都
市
工
業
の
発
展
に
よ
っ
て
郷
村
社
会
が
窮
地
に
陥
る
こ
と
の
方
が
よ
り
深
刻
な
問
題
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
梁
塵
漠
は
、
郷
村
建
設
が
当
面
す
る
も
う
一
つ
の
敵
対
勢
力
と
し
て
共
産
党
を
考
え
て
い
た
。
国
民
革
命
軍
に
よ
る
北
伐
は
、
共
産
党
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
頼
っ
て
成
功
し
た
が
、
そ
れ
は
「
両
湖
、
広
東
、
江
西
そ
の
他
各
省
の
焚
殺
の
惨
を
も
た
ら
し
た
」
と
批
判
す
る
。
ま
た
共
産
党
は
明
ら
か

に
農
村
内
部
の
闘
争
を
提
唱
し
、
農
村
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
見
ず
、
そ
の
た
め
一
種
の
分
化
の
工
作
を
し
て
、
郷
村
内
部
自
体
を
混
乱

　
　
　
　
⑰

さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
の
根
本
的
な
原
因
と
し
て
梁
は
「
共
産
党
の
錯
誤
は
、
な
お
外
国
の
階
級
社
会
に
お
け
る
農
民
運
動
の
旧
套
を
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

襲
し
、
中
国
社
会
を
認
識
し
な
い
こ
と
に
あ
る
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
結
果
と
し
て
「
共
産
党
の
引
き
起
こ
し
た
期
共
の
軍
事
（
蒋
介
石
の
囲

劉
－
引
用
者
註
）
は
、
年
月
が
久
し
く
、
規
模
が
大
き
く
、
国
力
を
損
耗
し
、
日
禍
を
招
致
し
、
今
日
追
及
す
る
と
、
ま
た
責
任
を
逃
れ
る

　
　
　
　
　
　
⑲

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ま
で
述
べ
、
当
時
の
社
会
的
混
乱
の
す
べ
て
の
責
任
を
共
産
党
に
帰
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
梁
は
自
ら
構
想
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

指
導
す
る
農
民
運
動
が
、
「
実
に
中
国
農
民
運
動
の
正
規
と
な
っ
て
、
共
産
党
に
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
自
負
を
み
せ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
梁
漱
漠
は
、
ソ
連
邦
や
共
産
主
義
に
対
し
て
、
一
方
的
に
否
定
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
は
、
幸
徳
秋
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
鯛
社
会
主
義
神
髄
』
（
張
溝
泉
訳
）
を
読
ん
で
、
「
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
罪
悪
の
源
泉
は
等
し
く
財
産
の
私
有
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

理
解
し
、
ソ
連
に
関
し
て
も
生
産
と
貿
易
を
国
家
が
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
す
べ
て
の
国
家
を
圧
倒
し
て
い
る
、
と
評
価
す
る
。
ま
た

l17 （249）



中
国
の
歩
む
べ
き
路
は
、
郷
村
の
組
織
化
で
あ
り
、
「
散
」
よ
り
「
合
」
へ
と
向
か
う
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
共
産
主
義
と
全
く
異
な
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
こ
の
路
の
向
か
う
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
社
会
主
義
の
一
種
で
あ
っ
て
、
ロ
シ
ア
と
比
較
す
れ
ば
た
だ
方
法
の
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
み
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
方
法
は
農
民
を
散
よ
り
合
と
さ
せ
る
が
、
強
制
圧
迫
の
力
が
た
い
へ
ん
大
き
く
た
い
へ
ん
凶
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
、

社
会
主
義
の
体
制
の
な
か
で
も
評
価
す
べ
き
と
こ
ろ
は
評
価
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
か
れ
は
「
個
人
主
義
と
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

主
義
は
、
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
中
国
に
は
適
し
て
い
な
い
」
と
い
う
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
な
い
。
と
く
に
土
地
問
題
に
関
し
て
は
、
「
農
民
の
土

地
は
す
な
わ
ち
か
れ
の
生
命
活
動
の
ひ
と
つ
の
適
当
な
刺
激
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
土
地
の
没
収
に
反
対
し
、
こ
う
し
た
政
策
を
進
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ソ
連
の
戦
時
共
産
主
義
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
　
魯
振
祥
「
三
十
年
代
郷
村
建
設
運
動
的
初
歩
考
察
」
糊
政
治
学
研
究
㎞
～
九
八

　
七
年
の
四
（
復
印
報
刊
資
料
咽
中
国
現
代
史
』
　
九
八
七
－
八
所
収
）
。

②
梁
「
郷
村
建
設
理
論
」
『
全
集
㎞
二
一
一
四
九
頁
。

③
岡
前
、
～
五
三
頁
。

④
同
前
、
一
六
一
頁
。

⑤
同
前
、
三
二
〇
頁
。

⑥
梁
門
郷
村
建
設
大
意
」
岡
全
集
』
一
－
六
一
五
頁
。

⑦
梁
「
郷
農
学
校
的
辮
上
田
其
意
義
」
『
全
集
』
五
⊥
二
五
四
頁
。

⑧
梁
「
答
郷
村
建
設
批
判
」
欄
全
集
』
二
…
さ
二
〇
買
。

⑨
　
岡
註
②
、
五
一
九
頁
。

⑩
梁
「
広
西
国
民
基
礎
教
育
与
郷
村
建
設
運
動
」
『
全
集
』
五
i
六
三
五
～
六
三

　
六
頁
。
梁
は
ま
た
「
い
っ
た
ん
実
験
区
が
行
政
化
す
れ
ば
、
工
作
入
園
は
公
務
員

　
と
な
っ
て
、
少
し
も
希
望
が
な
く
な
る
」
（
「
郷
村
建
設
運
動
中
的
三
大
問
題
」

　
『
全
集
』
五
…
六
三
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

⑪
梁
「
我
心
的
両
大
難
処
」
『
全
集
㎞
二
…
五
八
四
頁
。

⑫
　
小
野
川
秀
美
「
梁
漱
漠
に
於
け
る
郷
村
建
設
論
の
成
立
」
『
人
文
科
学
』
ニ
ー

　
一
～
、
　
一
九
四
八
年
。

⑬
同
派
②
、
四
二
六
頁
。

⑭
梁
「
中
国
之
地
方
自
治
問
題
」
噸
全
集
歴
五
－
三
二
〇
頁
。

⑮
梁
「
朝
話
」
『
全
集
睡
ニ
ー
九
六
頁
。

⑯
梁
「
我
的
一
段
心
事
」
『
全
集
隔
五
－
五
三
七
頁
。

⑰
　
同
註
⑥
、
六
三
九
頁
。

⑱
同
註
⑭
、
三
一
二
、
三
一
九
頁
。

⑲
梁
「
請
異
郷
治
講
習
所
建
議
書
」
『
全
集
㎞
四
－
八
二
九
頁
。

⑳
　
梁
「
答
湖
北
政
務
研
究
会
参
観
団
問
」
『
全
集
㎞
五
－
六
八
一
頁
。

⑳
　
同
註
⑭
、
三
二
五
頁
。

⑫
　
同
註
⑯
、
五
三
三
頁
。

⑬
　
同
前
、
五
三
六
頁
。

⑳
　
同
誰
②
、
四
七
六
頁
。

㊧
　
梁
「
欧
州
独
裁
制
之
趨
勢
与
我
椚
人
治
的
多
数
政
治
」
岡
全
集
』
五
…
六
六
七

　
～
六
六
八
頁
。
た
だ
し
、
梁
は
「
私
が
ひ
そ
か
に
政
治
上
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
共
産

　
党
の
や
り
方
に
向
か
う
と
考
え
る
こ
と
な
か
れ
。
私
は
こ
の
二
つ
の
道
は
い
ず
れ
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も
間
違
っ
て
い
る
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る

難
」
咽
全
集
』
五
一
四
一
二
頁
）
。

（「

�
?
中
国
経
済
面
同
論
特
殊
困

⑳
　
梁
「
政
教
合
こ
咽
全
集
』
五
一
六
七
六
～
六
七
七
頁
。

⑳
　
同
前
、
六
七
八
頁
。

⑱
　
同
註
⑧
、
五
九
七
～
五
九
八
頁
。

⑳
　
同
註
⑥
、
七
一
〇
頁
。

⑳
梁
「
中
国
民
衆
的
組
織
問
題
」
『
全
集
』
五
－
七
九
〇
頁
。

⑳
　
梁
「
村
学
的
倣
法
」
四
全
集
』
五
－
七
四
三
頁
。

⑫
　
梁
「
郷
村
工
作
中
一
個
待
研
究
待
実
験
的
問
題
」
『
全
集
』
五
－
七
五
九
頁
。

⑫
　
同
註
②
、
三
八
九
頁
。

⑭
　
梁
「
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
設
立
旨
趣
及
辮
法
概
要
」
『
全
集
駄
五
－
二
二
五

　
頁
。

⑳
　
梁
「
敢
告
今
之
言
地
方
自
治
者
」
「
全
集
』
五
一
二
四
四
買
。

⑳
　
同
註
②
、
一
五
〇
頁
。

⑳
　
同
註
⑧
、
六
三
五
頁
。

⑳
　
梁
「
民
衆
教
育
何
以
能
救
中
国
？
」
『
全
集
㎞
五
－
四
八
三
頁
。

⑲
　
梁
「
郷
村
建
設
運
動
綱
領
講
述
」
『
全
集
』
五
i
九
五
一
～
九
五
二
頁
。

＄　op　＠　op　＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

同
註
②
、
四
九
九
頁
。

梁
「
促
騒
ハ
曲
腿
業
的
辮
法
」
『
全
μ
集
隔
　
五
…
山
ハ
四
七
蕎
ハ
。

同
註
⑥
、
六
二
八
頁
。

隅
註
⑮
、
七
〇
頁
。

梁
門
”
建
設
新
社
会
才
算
革
命
”
答
晴
濫
悪
」
『
全
集
』
五
…
｝
三
〇
頁
。

同
註
⑳
、
四
八
三
頁
。

同
註
②
、
一
九
九
頁
。

岡
前
、
三
二
九
頁
。

岡
前
、
四
～
一
頁
。

梁
「
告
山
東
郷
村
工
作
同
人
書
」
門
全
集
㎞
六
－
立
引
頁
。

脚
註
②
、
四
〇
七
頁
。

同
前
、
四
＝
二
頁
。

同
註
⑥
、
六
一
二
九
頁
。

梁
「
中
・
国
ム
ロ
作
運
動
之
路
向
」
　
『
全
集
』
　
五
－
六
〇
．
八
頁
。

梁
「
中
－
国
社
A
四
概
寵
道
問
顯
ぼ
　
『
全
集
』
　
五
1
・
八
五
七
〒
貝
。

同
註
②
、
五
三
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
郷
村
建
設
理
論
の
具
体
化
を
め
ぐ
っ
て

　
梁
漱
漠
は
、
「
東
西
文
化
及
其
哲
学
」
の
な
か
で
、
西
方
文
化
の
三
つ
の
特
異
な
色
彩
と
し
て
、
自
然
を
征
服
す
る
多
彩
さ
、
科
学
的
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
多
彩
さ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
多
彩
さ
を
あ
げ
、
こ
う
し
た
西
方
文
化
に
中
国
が
鵬
会
わ
な
け
れ
ば
、
千
年
経
過
し
よ
う
と
も
、
輪
船
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

発
明
や
科
学
的
方
法
、
さ
ら
に
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
述
べ
る
。
現
実
は
、
中
国
が
そ
の
西
方
文
化
に

出
会
い
、
工
業
化
と
い
う
過
程
に
入
る
こ
と
は
不
可
避
と
な
っ
て
い
た
。
梁
は
、
物
質
文
明
に
反
対
し
、
工
業
化
に
反
対
し
て
い
る
と
誤
解
さ
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③

れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
「
物
質
生
産
の
増
加
と
生
産
技
術
の
改
善
は
、
も
と
も
と
た
い
へ
ん
重
要
で
あ
る
と
見
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
経

済
の
進
歩
」
に
よ
っ
て
「
生
活
は
さ
ら
に
合
理
的
に
な
る
」
と
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
進
む
べ
き
路
は
「
農
業
が
工
業
を
引
っ

張
り
、
農
業
と
工
業
の
適
当
な
結
合
に
よ
っ
て
、
郷
村
を
本
と
し
て
、
都
市
を
繁
栄
さ
せ
、
郷
村
・
都
市
を
自
然
で
等
し
く
実
の
あ
る
発
展
を

さ
せ
る
」
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
「
郷
村
の
生
産
力
と
購
買
力
」
の
漸
増
に
よ
っ
て
農
業
と
工
業
が
「
合
作
の
路
を
歩
み
、
消
費
の
た
め
に
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

産
し
、
生
産
を
社
会
化
す
る
過
程
の
中
で
、
同
時
に
分
配
の
社
会
化
を
完
成
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
科
学
技
術
と
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

器
の
利
用
に
よ
っ
て
人
々
を
苦
し
い
労
働
か
ら
解
放
し
、
社
会
の
全
員
の
生
活
を
普
遍
的
に
高
め
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

辰
本
に
比
べ
て
も
中
国
は
工
業
化
の
道
を
順
調
に
歩
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
政
治
的
墨
黒
」
の
た
め
で
あ
り
、
「
日
本
の
あ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
う
な
社
会
の
秩
序
、
法
律
の
保
障
は
な
く
、
か
え
っ
て
日
本
に
は
な
い
交
通
の
た
び
た
び
の
断
絶
や
砲
火
の
突
発
的
な
発
生
が
あ
る
」
か
ら

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
戦
火
の
発
生
で
加
重
さ
れ
る
政
治
的
・
社
会
的
混
乱
や
イ
ン
フ
ラ
の
未
整
備
な
ど
に
よ
っ
て
工
業
化
が
阻
ま
れ
て
い
る
な

か
で
、
か
れ
は
「
中
国
民
族
が
よ
く
復
興
再
起
で
き
る
か
否
か
、
中
国
社
会
が
繁
栄
進
歩
で
き
る
か
否
か
は
、
決
定
的
な
の
は
中
国
社
会
が
工

業
化
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
あ
く
ま
で
も
「
郷
村
建
設
は
中
国
工
業
化
の
唯
一
可
能
な
路
で
あ
る
」
と
し
、
郷
村
に
支
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
れ
た
中
國
工
業
製
品
の
市
場
は
国
内
に
求
め
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
中
国
の
郷
村
は
、
農
業
生
産
に
と
っ
て
重
要
な
土
地
を
所
有
し
て
い
る
の
で
、
農
業
生
産
の
増
加
に
よ
っ
て
農
民
の
購
買
力
が
婦
徳
す
れ
ば
、

工
業
は
興
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
中
国
の
工
業
は
「
た
だ
非
営
利
の
立
場
に
立
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
原
料
と
労
力
で
生
産
を
お

こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
需
要
を
満
足
（
大
範
囲
の
自
給
自
足
）
さ
せ
れ
ば
、
一
種
目
郷
村
工
業
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
が
で

　
⑧

き
る
」
と
そ
の
役
割
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
「
非
営
利
」
の
立
場
は
、
か
れ
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
国
内
に
お

け
る
自
己
完
結
的
な
生
産
と
消
費
の
体
制
も
か
れ
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
そ
の
体
制
を
構
築
す
る
手
段
と
し
て
、
全
国
を
地

域
ご
と
に
分
割
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
す
る
こ
と
を
提
書
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
全
国
の
石
炭
生
産
、
石
油
生
産
と
水
力
に
よ
っ

て
発
電
で
き
る
地
方
を
は
っ
き
り
調
査
し
、
確
実
に
見
積
も
り
、
そ
の
の
ち
全
国
を
区
域
に
分
割
し
、
統
一
的
に
分
配
し
、
次
第
に
開
発
利
用
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郷村建設運動における梁漱涙の道（小林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
、
工
業
上
の
動
力
を
こ
う
し
た
区
域
内
に
供
給
す
る
」
と
い
う
体
制
で
あ
っ
た
。
梁
羅
漢
は
「
工
業
資
本
主
義
の
路
は
下
形
の
祉
会
」
を

　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
く
る
と
考
え
、
「
消
費
の
た
め
に
生
産
」
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
「
言
入
営
利
と
自
由
競
争
の
路
」
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
し
な

い
。
か
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
財
富
を
増
殖
す
る
路
を
歩
ん
で
お
り
、
生
産
上
で
生
産
資
本
を
拡
大
し
て
再
生
産
（
こ
れ
は
す
な
わ
ち
資
本

主
義
）
せ
ざ
る
を
え
ず
」
と
現
状
を
認
め
つ
つ
、
「
絶
対
に
他
人
の
労
働
力
を
搾
取
し
て
産
業
利
潤
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
強
調
す
る

　
　
　
⑬

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
梁
漱
漠
に
と
っ
て
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
中
国
の
新
経
済
で
あ
り
、
社
会
化
さ
れ
た
経
済
、
社
会
主
義
の
経
済
」
で
あ
り
、

「
聯
合
は
経
済
生
活
社
会
化
の
端
で
あ
り
、
自
給
は
消
費
の
た
め
に
生
産
す
る
端
で
あ
り
、
工
業
は
農
業
が
引
っ
張
り
、
ま
さ
に
資
本
主
義
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

り
遠
ざ
か
り
、
社
会
主
義
に
帰
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
唱
え
て
い
る
。
か
れ
は
「
近
代
資
本
主
義
の
路
は
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
り
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

類
の
歴
史
は
現
在
す
で
に
反
資
本
主
義
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
」
と
と
ら
え
、
資
本
主
義
の
発
展
が
も
た
ら
す
独
占
が
な
け
れ
ば
階
級
は
存
在

し
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
農
業
と
工
業
の
平
均
的
で
適
宜
の
発
展
を
考
え
、
郷
村
と
都
市
の
均
衡
し
た
自
然
合
理
的
な
発
達
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

え
る
の
は
、
資
本
制
度
を
覆
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
世
界
が
独
占
資
本
主
義
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
段
階
に
、
「
反
資
本

主
義
の
段
階
」
に
入
っ
て
い
る
と
す
る
か
れ
の
強
引
な
解
釈
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
「
商
業
利
潤
」
を
是
認
し
、
「
産
業
利
潤
」

を
否
定
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
識
別
方
法
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
「
社
会
主
義
の
経
済
」
と
称
し
て
も
、
具
体
的
な
経
済
体

制
構
築
の
プ
ラ
ン
を
提
起
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
、
合
作
社
の
組
織
化
を
通
し
て
郷
村
の
聯
合
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
れ
が
農
民
の
組
織
化
の
有
力
な
手
段
と
考
え
た
合
作
社
に
つ
い
て
の
主
張
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
梁
漱
漢
は
、
土
地
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
貧
蜜
お
よ
び
搾
取
の
祝
事
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
郷
村
組
織
お
よ
び
合
作
社
が
、
大

半
を
消
去
で
き
る
」
と
考
え
、
「
合
作
社
は
”
均
富
”
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
え
っ
て
貧
富
均
し
か
ら
ざ
る
人
々
を
し
て
、
経
済
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

同
様
に
前
に
向
か
っ
て
増
進
さ
せ
ら
れ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
か
れ
は
「
合
作
社
は
個
人
を
聯
合
し
て
団
体
を
組
織
し
、
団
体
の
中
で
個
人

を
廃
せ
ず
、
両
面
を
い
ず
れ
も
も
ち
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
理
想
と
あ
い
合
し
て
い
る
」
と
期
待
を
か
け
、
「
中
国
が
共
産
主
義
を
完
成
さ
せ
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⑲

よ
う
と
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
道
を
歩
む
し
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
進
歩
的
な
技
術
を
採
用
す
る
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

零
細
な
農
民
の
土
地
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
合
作
社
を
組
織
し
て
経
営
す
る
の
が
よ
く
、
そ
こ
で
は
知
識
分
子
が
技
術
指
導
す
る
こ
と
が
必
要

　
　
⑳

で
あ
る
、
と
説
く
。
ま
た
が
れ
ば
、
持
論
を
も
ち
出
し
て
、
こ
の
合
作
社
を
結
成
す
る
に
際
し
て
は
、
利
を
も
っ
て
郷
下
の
人
を
誘
う
こ
と
は

　
　
　
　
　
⑫

し
な
い
と
い
い
、
「
非
営
利
」
の
原
則
に
違
反
で
き
な
い
、
と
主
張
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
か
れ
の
独
自
の
論
理
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
将
来
合
作
の
範
囲
が
拡
大
し
、
紡
績
工
場
を
開
設
す
る
者
は
主
に
自
己
の
た
め
に
享
暑
し
、
余
り
は
販
売
に
出
し
て
、
商
業
利
潤
に
取
り
替
え
る
こ
と
に

　
　
な
る
。
も
し
も
合
作
範
囲
が
さ
ら
に
拡
大
す
れ
ば
、
消
費
の
た
め
に
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
、
織
布
は
す
べ
て
自
ら
享
用
し
て
売
っ
て
営
利
と
す
る
こ
と

　
　
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
と
も
に
、
「
営
利
と
合
作
は
ち
ょ
う
ど
反
比
例
す
る
」
と
と
ら
え
て
「
合
作
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
営
利
は
低
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
り
」
そ
れ
に
よ
っ
て
「
最
後
に
資
本
主
義
が
完
全
に
消
え
去
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
が
れ
ば
農
民
に
対
し
て
、

　
　
，
金
を
貸
す
と
き
に
ま
た
合
作
社
が
保
証
を
す
れ
ば
、
必
ず
生
産
事
業
上
で
、
投
資
を
再
び
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
、
利
息
も
ま
た
収
め
る
こ
と
が
で
き
、

　
　
ゆ
え
に
農
民
銀
行
は
ま
た
や
や
厚
い
利
息
を
得
て
、
自
然
に
再
投
資
を
願
う
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
述
べ
、
そ
の
こ
と
が
平
均
的
な
発
達
を
可
能
に
し
、
「
個
人
資
本
主
義
の
出
現
」
を
防
止
す
る
、
と
主
張
す
る
。
か
れ
は
「
非
営
利
」
の
実

現
の
た
め
に
個
人
が
利
益
を
求
め
る
「
資
本
主
義
」
を
防
止
せ
ん
と
す
る
一
方
で
、
合
作
社
を
通
し
て
と
は
い
え
、
金
融
関
係
の
資
本
家
が
利

潤
を
得
、
そ
れ
を
再
投
資
し
て
富
を
増
殖
す
る
こ
と
は
是
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
が
れ
ば
、

　
　
現
在
わ
れ
わ
れ
の
棉
花
は
各
大
工
廠
が
い
ず
れ
も
買
っ
て
く
れ
る
。
藩
儒
合
作
社
は
、
現
に
二
〇
〇
あ
る
。
そ
の
他
、
造
林
、
養
蚕
、
歌
登
な
ど
の
合
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
社
は
ま
た
一
〇
〇
余
社
あ
る
。
郷
平
全
県
に
は
三
〇
〇
余
の
村
庄
が
あ
り
、
～
つ
の
村
庄
ご
と
に
い
ず
れ
も
一
つ
の
合
作
社
が
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
。

と
誇
ら
し
げ
に
述
べ
る
と
き
、
郷
村
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
、
遠
く
離
れ
た
大
都
市
の
大
工
廠
が
棉
花
を
購
入
し
て
く
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、

大
き
な
矛
盾
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
郷
村
と
い
う
小
さ
な
枠
組
み
の
自
立
性
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
「
農
民
銀
行
」

と
い
う
形
式
を
通
し
て
農
村
に
浸
透
し
て
く
る
金
融
資
本
や
棉
花
購
入
を
通
し
て
合
作
社
に
影
響
を
及
ぼ
す
産
業
資
本
に
対
し
て
、
一
定
の
批
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判
的
態
度
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
れ
の
著
述
の
な
か
に
明
確
な
批
判
的
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
薫
習
漢
の
郷
村
建
設
実
践
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
か
れ
が
好
ん
で
お
こ
な
っ
た
他
の
郷
村
建
設
運
動
に
対
す
る
批
判
の
論
点

を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
か
れ
は
、
一
九
二
九
年
に
南
京
郊
外
の
暁
荘
学
校
を
参
観
し
、
つ
い
で
江
蘇
省
毘
山
県
で
の
中

華
職
業
教
育
社
を
申
心
と
し
た
郷
村
改
進
事
業
を
視
察
し
た
。
そ
の
後
、
北
上
し
て
河
北
省
定
県
の
中
華
平
民
教
育
促
進
会
総
会
に
よ
る
程
城

県
の
自
治
事
業
を
視
察
し
、
こ
れ
ら
の
方
法
や
当
面
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
か
れ
は
自
ら
の
郷
村
建
設
の
プ
ラ
ン
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
。
か

れ
は
、
華
洋
義
脚
会
、
定
事
平
民
教
育
促
進
会
、
上
海
申
事
職
業
教
育
社
等
々
と
い
っ
た
団
体
が
事
業
を
興
し
た
最
初
の
動
機
は
、
「
人
を
救

う
こ
と
、
識
字
を
提
唱
す
る
こ
と
、
工
商
業
の
応
用
人
材
を
訓
練
す
る
こ
と
、
学
術
を
研
究
す
る
こ
と
、
郷
村
の
自
救
（
あ
る
い
は
自
衛
）
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
て
、
結
局
は
す
べ
て
自
ら
が
唱
え
る
「
郷
村
建
設
に
帰
結
」
す
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
梁
漱
漠
は
、
そ
の
定
県
か
ら
郷
平
に
お
け
る
実
験
に
参
加
し
て
来
た
友
人
が
、
村
落
・
郷
学
の
組
織
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。

か
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
郷
学
は
普
通
の
学
校
教
育
と
社
会
教
育
を
併
せ
た
も
の
と
い
い
、
南
方
の
郷
村
改
進
会
は
郷
村
領
袖
の
聯
絡
を
重

視
し
、
定
訳
の
平
民
教
育
促
進
会
は
青
年
農
民
を
重
視
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
郷
学
の
方
法
は
郷
村
領
袖
に
着
眼
す
る
が
、
あ
わ
せ
て
一
般
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

郷
村
の
男
女
老
幼
大
衆
に
も
及
ぶ
、
と
述
べ
て
い
る
。
郡
平
の
実
験
は
、
郷
村
の
有
力
者
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
を
対
象
に
し
て
い
る

と
誇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
県
実
験
の
な
か
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
平
民
学
校
に
入
学
し
て
き
た
者
は
す
べ
て
若
者
で
、
九
ヵ
月
の
学
習
の

後
、
か
れ
ら
は
同
学
会
を
組
織
し
た
が
、
そ
れ
は
日
本
の
青
年
団
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。
定
座
に
お
け
る
多
く
の
事
業
を
か
れ
ら
若
者
が

推
進
し
た
。
し
か
し
、
年
長
者
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
社
会
の
た
い
へ
ん
多
く
の
反
感
を
惹
起
し
、
現
在
で
は
停
頓
状
態
と
な
ら
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
え
ず
、
再
び
前
進
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
現
実
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
定
県
の
土
地
所
有
状
況
は
郷
平
と
似
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

外
部
の
人
間
は
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
と
骨
無
は
同
様
の
工
作
を
し
て
い
る
と
み
て
お
り
、
梁
自
身
も
実
際
の
工
作
で
は
近
接
し
て
い
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

う
が
多
い
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
ま
た
が
れ
ば
、
定
県
の
指
導
者
で
あ
る
曇
陽
初
が
郷
村
建
設
の
重
要
性
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
定
県
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

民
教
育
が
団
体
組
織
の
形
成
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
こ
と
、
定
県
の
社
会
調
査
の
工
作
は
も
っ
と
も
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
評
価
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⑳

し
、
定
県
の
「
導
生
母
」
を
取
り
入
れ
て
、
郷
平
の
第
十
一
郷
学
で
試
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
梁
は
定
県
の
実
験
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
「
定
県
の
人
は
決
し
て
歓
迎
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
結
論
を
出
し
、
そ
の
眼
は
郷
平
と
定
事
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
梁
は
、
定
県
の
平
民
教
育
工
作
、
燕
窟
大
学
や
金
陵
大
学
の
郷
村
研
究
は
い
ず
れ
も
外
国
の
資
金
に
頼
っ
て
い
る
と
し
、
受
け
入
れ

る
場
合
に
必
要
な
も
の
は
、
農
民
の
自
覚
で
あ
り
、
郷
村
の
組
織
が
あ
っ
て
こ
そ
、
外
国
人
の
援
助
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ

⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
か
れ
は
、
郷
平
の
実
験
も
政
府
の
援
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
郷
平
の
如
く
郷
村
の
す
べ
て
の
住
罠
の
自
覚
を
促
し
て
、

郷
村
の
組
織
化
を
進
め
る
こ
と
が
そ
の
前
提
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
一
行
知
が
指
導
し
た
南
京
郊
外
の
暁
荘
学
校
に
対
し
て
、
露
華
漠
は
そ
の
実
験
が
教
育
の
道
理
に
合
い
、
農
村
問
題
を
重
視
し
て
い
る
、
と

評
価
す
る
。
ま
た
梁
は
、
暁
荘
学
校
に
は
校
役
が
存
在
せ
ず
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
も
学
生
と
指
導
員
が
自
ら
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

⑪る
。
さ
ら
に
暁
角
学
校
に
お
け
る
「
当
日
工
作
表
」
や
学
校
と
農
村
を
結
び
つ
け
る
医
院
の
存
在
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
陶
行
知
は
、

学
生
に
対
し
て
農
民
と
共
に
苦
労
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
く
農
民
の
問
題
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
育
成
さ
れ
た
学

生
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
労
作
の
能
力
、
知
能
面
で
の
能
力
、
団
体
社
会
生
活
を
す
る
能
力
と
い
っ
た
能
力
を
も
ち
、
合
理
的
な
生
活
が
で
き
る

　
　
⑫

こ
と
だ
、
と
梁
は
認
め
て
い
る
。
現
実
に
郷
平
で
の
工
作
に
お
い
て
、
か
れ
は
陶
管
知
の
弟
子
で
あ
る
潜
一
心
、
張
宗
麟
、
骨
面
春
を
派
遣
し

　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
も
ら
い
、
第
十
二
郷
で
は
「
小
先
生
制
」
を
試
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
梁
は
陶
行
革
の
実
践
を
全
面
的
に
評
価
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
「
暁
荘
学
校
の
や
り
方
に
は
、
で
き
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
し
て
、
「
学
生
は
毎
日
田
へ
行

っ
て
農
作
業
を
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
は
郷
村
教
育
を
や
っ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
。

ま
た
師
範
教
育
に
偏
っ
た
暁
荘
学
校
の
規
模
が
小
さ
い
の
に
対
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の
学
校
は
大
き
く
、
学
生
も
七
～
八
倍
で
、
当
然
た
い
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ん
多
く
の
方
法
が
あ
り
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
都
合
が
よ
く
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
適
用
で
き
な
い
」
と
し
て
、
郷
平
は
全
県
規
模
の
実
験
で
あ

っ
て
、
規
模
が
小
さ
い
が
ゆ
え
に
可
能
な
暁
荘
と
同
様
な
実
験
を
お
こ
な
う
気
持
ち
が
な
い
こ
と
を
雷
明
す
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
「
暁
荘
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

早
生
の
よ
う
に
共
同
で
立
法
し
、
共
同
で
法
を
守
る
こ
と
は
必
ず
し
も
す
べ
て
正
し
い
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
、
師
弟
関
係
の
伝
統
的
と
も
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い
え
る
原
則
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
梁
の
面
目
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
中
華
職
業
教
育
社
を
中
心
と
し
て
推
進
さ
れ
た
至
公
橋
郷
村
改
進
区
の
実
験
に
対
す
る
梁
漱
漠
の
見
方
は
厳
し
い
。
ま
ず
参
加
し
た
農
民
が

少
な
い
こ
と
を
取
り
上
げ
、
区
域
内
の
農
家
戸
数
の
一
〇
分
の
一
に
も
及
ば
な
い
参
加
し
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
「
た
だ
領
袖
を
仲
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
引
き
入
れ
た
だ
け
で
、
農
民
を
軽
視
し
て
い
る
か
ら
」
と
批
判
す
る
。
つ
い
で
そ
の
方
法
に
つ
い
て
、
「
人
は
外
よ
り
招
き
、
か
れ
の
生
活

費
は
外
よ
り
の
補
助
金
で
あ
り
、
辮
公
所
は
外
よ
り
の
補
助
金
で
修
築
さ
れ
、
教
育
等
の
こ
と
も
ま
た
外
よ
り
の
補
助
金
で
お
こ
な
わ
れ
て
い

㊥る
」
と
外
部
へ
の
依
存
度
の
高
さ
を
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
梁
漱
漠
は
、
こ
こ
三
四
十
年
来
の
申
国
で
は
、
学
校
教
育
の
大
き
な
弊
害
は
、
社
会
を
離
れ
、
社
会
を
妨
害
す
る
こ
と
無
窮
で
あ
る
こ
と
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
述
べ
、
商
業
交
易
と
同
様
に
学
校
は
商
業
化
し
て
お
り
、
教
育
に
金
が
か
か
る
た
め
に
農
民
の
子
弟
の
進
学
は
、
土
地
を
売
ら
な
け
れ
ば
だ

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

め
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
が
れ
ば
、
教
科
書
の
講
授
に
終
始
し
、
実
践
を
伴
う
こ
と
の
な
い
教
育
も
批
判
す
る
。
と
り
わ
け
郷
村

建
設
に
も
関
係
す
る
農
業
教
育
に
は
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
る
。

　
　
新
式
の
農
業
は
中
国
で
は
終
始
た
だ
｝
種
の
学
校
の
講
習
で
、
数
十
年
の
久
し
き
に
わ
た
っ
て
亀
有
の
農
業
に
影
響
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
農
業

　
　
学
校
学
生
は
卒
業
し
て
も
な
お
役
に
立
た
な
い
。
か
れ
は
も
と
よ
り
郷
村
に
行
っ
て
地
を
耕
す
こ
と
を
肯
ん
じ
な
い
し
、
ま
た
だ
れ
も
あ
え
て
か
れ
に
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
え
を
請
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
農
業
教
育
の
現
状
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ
は
中
華
職
業
教
育
社
が
職
業
教
育
を
推
進
す
る
な
か
で
最
も
困
難
を
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
も
と
も
と
梁
は
教
育
と
い
う
も
の
に
期
待
せ
ず
、
こ
れ
を
推
進
す
る
気
持
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
認
識
を
改
め
て
教
育
活

動
に
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
か
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
が
今
日
求
め
て
い
る
教
育
は
、
社
会
教
育
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
で
は
な
く
、
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

成
人
民
衆
を
対
象
と
す
る
教
育
で
あ
る
」
と
い
う
一
方
で
「
社
会
教
育
と
学
校
教
育
の
　
体
化
」
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
言
葉
を
か
え
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
社
会
の
学
校
化
」
を
進
め
、
当
地
の
全
民
衆
を
学
生
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
梁
漱
漂
の
こ
の
社
会
教
育
的
方
法
を
実
現
す
る
手
段
と
な
っ
た
の
は
、
郷
平
県
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
村
学
と
郷
学
や
蒲
沢
県
に
お
け
る
郷
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農
学
校
で
あ
っ
た
。
郡
平
に
お
け
る
村
塾
は
郷
学
の
下
部
機
構
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
学
齢
児
童
を
対
象
と
す
る
児
童
部
、
成
人
男
子
を
対

象
と
す
る
成
年
部
、
婦
女
を
対
象
と
す
る
婦
女
部
を
も
つ
。
「
皆
が
心
を
合
わ
せ
て
向
上
し
好
ん
で
進
歩
を
も
と
め
る
（
大
家
斉
心
向
上
好
求
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

歩
）
」
と
い
う
精
神
を
発
揮
す
る
た
め
に
「
村
公
所
」
「
郷
公
所
」
と
は
呼
ば
ず
、
「
村
学
」
「
郷
学
」
と
呼
ん
だ
。
一
方
、
郷
農
学
校
は
、
江
南

一
帯
の
郷
村
改
進
会
あ
る
い
は
農
村
改
進
区
、
ま
た
は
北
方
定
盤
の
平
民
学
校
に
相
当
す
る
も
の
で
、
荷
沢
全
県
の
二
〇
郷
毎
に
一
つ
ず
つ
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

懐
し
て
い
た
が
、
校
董
会
、
校
長
、
教
員
と
学
生
で
あ
る
郷
民
よ
り
構
成
さ
れ
、
一
五
〇
～
四
〇
〇
戸
を
基
本
単
位
と
す
る
と
考
え
て
い
た
。

　
梁
漱
漠
は
、
郷
学
と
郷
学
に
よ
り
多
く
言
及
し
て
い
る
た
め
、
以
下
、
そ
の
特
色
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
く
。
村
上
・
郷
学
に
つ
い
て
は
、

県
政
府
と
の
交
渉
や
県
政
府
委
任
事
項
の
受
け
取
り
と
い
っ
た
公
務
は
、
村
理
事
と
郷
理
事
に
担
当
さ
せ
て
、
県
政
府
と
郷
村
と
の
調
整
役
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

任
務
を
負
わ
せ
、
村
学
・
郷
学
と
い
う
学
校
は
こ
う
し
た
業
務
に
関
係
さ
せ
ず
、
そ
の
責
任
を
負
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
の
村
学
と
郷
学

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
決
定
に
際
し
て
は
、
梁
は
持
論
で
あ
る
多
数
決
の
拒
否
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
　
　
～
、
多
数
表
決
と
中
国
の
尚
賢
尊
師
の
気
風
と
は
合
わ
ず
、
し
か
も
尚
賢
尊
師
は
入
類
社
会
の
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
多
数
表
決
は
用
い
る
こ
と
が
で

　
　
き
な
い
。
二
、
多
数
表
決
は
権
利
観
念
よ
り
来
て
お
り
、
権
利
観
念
を
発
擁
す
る
こ
と
は
人
を
し
て
分
か
れ
争
う
路
を
歩
ま
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
の
中
国
に
最
も
必
要
な
も
の
は
団
体
を
結
成
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
多
数
表
決
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
し
、
さ
ら
に
進
め
て
、

　
　
村
学
・
郷
学
で
は
、
四
権
－
選
挙
、
罷
免
、
法
制
、
復
讐
1
を
も
ち
出
さ
ず
、
も
し
四
海
を
提
出
す
れ
ば
、
郷
村
が
ま
ず
混
乱
し
、
分
散
へ
と
向
か
わ
ざ

　
　
る
を
え
な
い
。
…
…
村
学
・
郷
学
組
織
の
な
か
で
事
務
責
任
を
負
う
村
理
事
と
郷
理
事
は
、
も
と
よ
り
ま
た
人
民
の
監
督
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

　
　
直
接
の
正
面
衝
突
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
学
長
は
～
村
一
郷
の
師
で
あ
り
、
衆
人
の
上
に
超
え
て
居
り
、
人
々
の
是
非
曲
直
に
対
し
て
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
ず
か
ら
公
道
を
主
張
し
、
理
事
は
そ
の
監
督
教
訓
を
自
ら
ま
た
楽
し
ん
で
う
け
る
。
1
郷
村
政
治
の
運
用
の
、
そ
の
妙
は
完
全
に
こ
こ
に
在
る
。

と
し
て
、
か
れ
の
理
想
と
す
る
平
和
な
郷
村
世
界
建
設
の
牽
引
車
と
し
て
の
村
学
・
郷
学
に
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

　
含
漱
漠
は
、
こ
の
参
学
・
郷
学
の
教
員
に
対
し
て
、
全
村
の
人
々
を
教
育
の
対
象
と
し
、
社
会
工
作
を
推
進
す
る
こ
と
を
も
っ
て
主
と
す
る
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郷村建設運動における梁漱漠の道（小林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
と
を
期
待
し
、
日
常
活
動
の
重
点
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
（
1
）
　
常
に
村
の
人
々
と
面
談
し
、
い
つ
で
も
親
し
み
の
も
て
る
話
を
し
、
ど
こ
で
も
そ
の
教
育
に
尽
力
す
る
。

　
（
2
）
　
実
際
の
社
会
活
動
を
重
視
し
、
ひ
と
つ
の
予
定
の
目
標
に
向
か
っ
て
進
行
さ
せ
る
。

　
（
3
）
　
さ
ら
に
大
切
な
こ
と
は
、
全
村
の
人
々
を
吸
引
し
て
村
学
に
喜
ん
で
来
て
話
を
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

だ
が
、
か
れ
は
前
述
の
自
ら
の
見
解
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
村
学
・
郷
学
の
教
員
に
実
際
問
題
を
上
級
機
関
に
送
達
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
責
任
を
負
わ
せ
、
「
左
右
に
聯
絡
が
あ
り
、
上
下
が
系
統
を
な
し
て
、
全
国
文
化
改
造
運
動
の
大
き
な
体
系
の
中
の
一
分
子
」
と
な
し
、
県

政
府
や
研
究
院
と
い
う
「
後
方
大
本
営
」
の
指
図
を
受
け
る
「
前
線
の
士
兵
」
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は

郷
村
の
自
治
を
大
き
く
制
約
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
が
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
き

　
　
必
ず
村
学
・
郷
学
と
い
う
こ
の
下
層
組
織
に
よ
り
、
内
地
の
郷
村
社
会
を
し
て
外
の
世
界
と
気
息
を
通
じ
れ
ば
［
研
究
し
改
良
し
て
き
た
方
法
が
］
成
る

　
　
の
で
あ
る
。
村
学
は
郷
学
に
通
じ
、
郷
学
は
県
政
府
に
通
じ
、
県
政
府
は
研
究
院
に
通
じ
、
研
究
院
は
中
央
農
業
試
験
所
に
通
じ
、
中
央
農
業
試
験
所
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
さ
ら
に
再
び
外
国
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
研
究
と
改
良
に
関
わ
る
作
業
に
関
し
て
は
、
外
国
に
も
通
じ
る
こ
と
を
可
と
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
梁
は
「
郷
学
と

理
学
は
、
自
家
の
銭
を
使
い
、
自
家
の
人
を
用
い
、
自
家
の
こ
と
を
し
、
設
備
は
皆
が
公
有
し
、
皆
が
享
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
処
処
に
い
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

れ
も
そ
れ
が
郷
村
組
織
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
た
」
と
し
て
、
村
学
・
郷
学
は
あ
く
ま
で
も
郷
村
自
身
が
育
て
、
維
持
す
べ
き
組
織
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
を
強
調
す
る
。
そ
の
た
め
村
学
と
郷
学
の
教
員
の
給
与
は
、
一
年
間
は
県
費
で
負
担
す
る
が
、
そ
の
後
は
地
元
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
地
元
の
意
向
を
汲
み
取
る
た
め
に
村
童
の
学
董
会
を
設
け
、
学
董
に
相
当
す
る
人
物
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
教
員
が
日
常
の
村
民
と
の
交

わ
り
の
な
か
で
適
任
者
を
内
定
し
て
お
き
、
村
民
大
会
で
皆
の
同
意
を
求
め
る
の
が
よ
く
、
そ
の
際
に
は
「
決
し
て
挙
手
投
票
の
表
決
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。

　
梁
漱
漠
は
、
国
民
政
府
の
支
配
体
制
と
は
分
離
さ
れ
た
郷
村
自
治
体
制
の
軸
と
し
て
村
勢
・
郷
学
を
考
え
、
こ
れ
を
指
導
す
る
学
長
は
、
県
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政
に
関
わ
る
村
理
事
・
郷
理
事
と
は
別
個
の
存
在
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
社
会
教
育
機
関
を
通
し
て
郷
民
を
教
化
す
る
重
責
を
撹
う

教
員
に
は
、
献
身
的
な
姿
勢
を
求
め
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
組
織
を
、
郷
村
自
ら
が
維
持
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
矛

盾
を
内
包
し
た
梁
の
郷
村
建
設
理
論
は
、
こ
う
し
た
機
関
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
郷
平
実
験
の
現
実
に
照
ら
し
つ
つ
検
証
し
て
い
き
た
い
。

①　
　
梁
「
東
西
文
化
及
其
哲
学
」
『
全
集
」
一
－
三
八
二
頁
。

②　
　
岡
前
、
三
九
二
頁
。

③　
　
梁
「
朝
話
」
「
全
集
』
ニ
ー
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
。

④　
　
梁
「
郷
村
建
設
旨
趣
」
門
全
集
』
五
－
五
七
九
頁
。

⑤　
　
梁
「
榔
村
青
年
的
訓
練
問
題
扁
門
全
集
腕
五
－
五
六
七
頁
。

⑥　
　
梁
「
答
郷
村
建
設
批
判
」
『
全
集
臨
二
一
六
〇
二
頁
。

⑦　
　
梁
「
往
都
市
裏
漏
是
到
郷
村
来
」
咽
全
集
』
五
…
六
三
八
～
六
　
二
九
頁
。

⑧　
　
同
晶
剛
、
六
四
一
一
六
四
二
頁
。

⑨　
　
梁
「
郷
村
建
設
理
論
提
綱
初
編
」
『
全
集
騙
五
－
一
〇
四
三
頁
。

⑩　
　
梁
「
促
興
農
業
的
辮
法
」
『
全
集
晒
五
－
六
四
九
頁
。

⑪　
　
梁
「
中
国
合
作
運
動
之
路
向
」
『
全
集
隔
五
…
六
一
七
頁
。

⑫　
　
梁
「
郷
村
建
設
与
合
作
」
『
全
集
㎞
五
…
九
四
五
頁
。

　
　
同
註
⑪
、
六
～
七
頁
。

⑬⑭　
　
梁
「
略
述
郷
村
運
動
要
旨
」
『
全
集
』
五
－
九
六
四
頁
。

　
　
同
註
⑨
、
一
〇
四
四
頁
。
梁
に
と
っ
て
は
、
農
業
が
工
業
の
牽
引
車
と
な
る
べ

⑮　
き
で
、
商
業
が
工
業
を
牽
引
す
る
こ
と
に
は
反
対
す
る
、
と
も
述
べ
て
い
る

　
（
「
中
国
経
済
建
設
的
路
線
」
『
全
集
隔
五
－
九
八
五
頁
）
。

⑯
梁
「
郷
村
建
設
理
論
」
『
全
集
』
ニ
ー
～
五
七
頁
。

⑰
　
同
前
、
四
九
七
頁
。

⑱
同
前
、
四
三
〇
頁
。

⑲
同
前
、
四
三
二
～
四
＝
＝
二
頁
。

⑳
隅
前
、
五
二
四
頁
。

⑳
同
註
⑨
、
　
〇
四
三
頁
。

⑫
　
岡
註
⑯
、
四
二
五
頁
。

⑬
　
隅
註
⑪
、
六
一
八
頁
。

⑳
　
同
註
⑩
、
六
五
～
頁
。

⑳
　
黒
門
我
椚
在
山
東
的
工
作
」
『
全
集
』
五
－
一
〇
ニ
ニ
頁
。

⑳
　
梁
「
自
述
」
囲
全
集
』
ニ
ー
三
四
頁
。

⑳
　
梁
「
建
学
郷
学
之
具
体
工
法
」
『
全
集
㎞
五
－
五
四
一
頁
。

⑳
　
隅
註
⑤
、
五
六
〇
頁
。

⑳
　
梁
「
中
国
民
衆
的
組
織
問
題
」
『
全
集
隔
五
－
七
九
七
～
八
○
○
頁
。

⑳
梁
「
答
湖
北
政
務
研
究
会
参
観
団
問
」
「
全
集
二
五
－
六
七
九
頁
。
梁

　
文
化
要
義
」
『
全
集
㎞
三
－
一
四
七
～
一
四
八
頁
。

「
中
国

⑳
同
註
⑳
、
三
二
～
＝
＝
二
頁
。

⑳
　
車
引
⑳
、
～
○
＝
頁
。

⑳
　
梁
「
社
会
教
育
与
郷
村
建
設
之
合
流
」
咽
全
集
』
五
－
四
三
二
頁
。

⑭
　
梁
門
郷
村
工
作
中
一
個
待
研
究
待
実
験
的
問
題
」
『
全
集
㎞
五
－
七
五
八
頁
。

⑳
　
梁
「
北
游
所
見
記
略
」
門
全
集
駈
四
－
八
八
五
頁
。

⑳
　
梁
コ
年
来
的
山
東
工
作
」
門
全
集
㎞
五
－
七
七
六
頁
。
随
一
制
は
、
後
述
の

　
小
先
生
制
と
同
じ
く
、
文
字
を
知
っ
て
い
る
児
童
が
非
識
字
の
児
童
や
大
人
に
教
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え
る
方
法
で
あ
る
。

⑳
　
梁
「
我
個
的
両
大
難
処
」
『
全
集
』
ニ
ー
三
七
五
頁
。

⑭
　
梁
「
郷
村
建
凱
奴
大
意
」
『
全
｛
焦
ハ
』
　
一
…
山
ハ
ニ
ー
欝
ハ
。

⑳
　
梁
「
中
国
農
村
運
動
的
異
同
及
今
後
申
国
郷
村
建
設
之
動
向
」
『
全
集
』
五
－

　
九
二
〇
頁
。

⑩
　
梁
「
黒
物
－
苦
痛
－
一
件
有
興
味
的
事
」
『
全
集
』
四
一
八
三
九
～
八
四
〇
頁
。

⑥
　
同
前
、
八
四
二
～
八
四
三
頁
。
暁
荘
学
校
に
は
二
人
の
労
働
者
が
お
り
、
そ
の

　
う
ち
の
一
人
が
学
校
か
ら
約
一
五
キ
ロ
離
れ
た
城
内
に
行
っ
て
手
紙
を
出
し
た
り
、

　
買
い
物
を
お
こ
な
っ
た
り
し
て
お
り
、
も
う
｝
人
が
学
生
の
耕
し
残
し
た
田
地
を

　
耕
し
、
そ
の
待
遇
や
地
位
は
指
導
員
、
学
生
と
同
等
で
あ
っ
て
、
難
役
は
事
実
上

　
存
在
し
な
い
、
と
梁
は
認
め
て
い
る
。

⑫
　
　
同
晶
剛
、
八
四
四
～
八
四
五
頁
。

⑬
　
晶
剛
掲
『
梁
…
漱
漢
先
生
年
灘
閥
隔
⊥
ハ
⊥
竹
工
。

⑧
　
問
註
⑳
、
七
七
六
頁
。

⑮
　
梁
「
今
後
一
中
改
造
之
方
向
」
『
全
集
』
五
i
八
六
一
頁
。

⑯
　
同
’
勝
、
　
八
ぬ
ハ
四
百
バ
。

⑰
　
同
註
⑯
、
三
四
八
頁
。

　
　
同
註
⑳
、
八
七
七
頁
。

⑲
　
梁
「
社
会
本
位
無
教
育
系
統
草
案
」
『
全
集
隔
五
－
四
〇
七
頁
。

⑩
　
同
註
⑩
、
八
三
八
頁
。

⑪
　
同
註
⑯
、
四
二
〇
頁
。三

　
郷
村
建
設
の
実
態
と
意
義

⑫
　
同
註
⑮
、
八
六
二
、
八
六
五
頁
。

⑲
　
同
註
⑮
、
　
八
七
山
ハ
百
ハ
。

⑭
　
拙
稿
門
黄
炎
培
と
職
業
教
育
運
動
」

　
九
八
一
年
。

『
東
洋
史
研
究
』
第
三
九
巻
第
四
号
、
一

（
⑮
　
梁
「
研
究
”
郷
村
建
設
”
的
途
径
」
『
全
集
』
五
－
五
二
一
頁
。

⑳
　
梁
「
中
国
A
7
日
需
要
嚇
一
種
甜
教
一
同
？
・
」
『
全
匹
集
』
五
一
九
⊥
ハ
七
百
只
。

⑰
　
梁
望
郷
農
学
校
的
辮
法
及
其
意
義
」
噸
全
集
』
五
…
三
四
七
頁
。

働
　
同
註
⑥
、
六
五
三
頁
。

⑲
　
同
註
⑰
、
三
四
七
頁
。

⑳
　
同
権
⑯
、
烹
四
六
⊥
二
四
七
頁
。

⑪
　
岡
註
⑳
、
六
九
一
～
穴
九
六
頁
。

㊥
　
隅
前
、
六
九
八
頁
。

⑲
　
梁
「
我
的
一
段
心
事
」
『
全
集
』
五
…
五
三
五
頁
。

⑧
　
同
註
⑳
、
六
八
○
～
六
八
一
頁
。

⑯
　
同
註
⑥
、
六
五
四
頁
。

⑳
同
註
⑰
、
三
五
二
頁
。

⑰
　
岡
註
鱒
、
　
七
｝
山
ハ
頁
。

⑱
　
同
前
、
六
六
八
頁
。

⑲
　
梁
「
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
県
政
建
設
実
験
区
瓢
平
県
実
験
計
画
」

　
五
－
一
二
八
一
一
～
～
二
入
四
頁
。

⑳
同
註
⑳
、
五
四
五
頁
。

州
全
集
』

梁
漱
涙
は
、
父
梁
済
（
字
は
百
川
）
の
方
針
に
従
っ
て
中
西
小
学
堂
に
入
学
し
て
英
文
を
学
ん
だ
が
、
四
書
・
五
経
等
は
読
ま
な
か
っ
た
と
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い
う
。
後
に
「
儒
教
思
想
を
擁
護
し
、
孔
子
を
賛
揚
す
る
人
に
な
っ
た
」
が
、
「
中
国
の
重
要
な
鬼
籍
を
、
わ
ず
か
に
娯
楽
本
や
普
通
雑
誌
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

読
む
が
如
く
拾
い
読
み
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
に
儒
教
を
あ
る
面
で
客
観
化
し
て
と
ら
え
る
姿
勢
を
と
ら

せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
か
れ
の
父
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
ジ
ョ
ン
ー
ー
デ
ュ
ー
イ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
実
用
主
義
」
（
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
に
近
い
考
え
方
を
も
ち
、
功
利
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
か
れ
は
父
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

用
主
義
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
用
主
義
的
な
思
考
は
、
梁
の
理
論
の
な
か
に
し
ば
し
ば
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

　
梁
事
案
は
、
「
九
三
四
年
頃
の
郷
平
県
の
土
地
所
有
状
況
に
つ
い
て
、
大
地
主
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
一
〇
〇
畝
以
上
の
地
主
も
ま
た
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
、
わ
ず
か
に
城
北
の
砂
地
の
多
い
地
域
で
ま
ま
に
数
百
畝
を
も
つ
農
家
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
長
城
以
南
で
は
、
新
旧
の

地
主
の
交
替
が
屠
立
ち
、
中
農
層
が
減
少
し
、
貧
雇
農
戸
数
が
増
加
す
る
な
ど
農
民
層
分
解
が
進
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
郷
平
県
で
は
無
王
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
少
な
く
、
土
地
集
中
の
問
題
は
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
、
実
験
の
対
象
と
し
て
郷
村
内
の
階
級
対
立
が
発
生
し

に
く
い
地
域
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
一
年
六
月
、
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
が
正
式
に
成
立
し
た
。
三
三
年
に
は
国
民
政
府
の
規
定
し
た
県
政
建
設
実
験
区
辮
法
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

郷
平
は
改
め
て
県
政
建
設
実
験
区
と
な
り
、
そ
の
工
作
は
地
方
行
政
や
地
方
自
治
と
い
う
問
題
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
実
験
工
作
で

成
果
を
あ
げ
た
も
の
に
農
業
改
善
事
業
が
あ
る
。
と
く
に
美
棉
の
改
良
に
よ
っ
て
、
三
二
年
に
八
、
七
四
二
畝
で
あ
っ
た
栽
培
面
積
が
、
三
四

年
に
は
四
一
、
二
八
三
畝
に
急
増
し
、
畝
当
た
り
の
収
穫
は
＝
δ
斤
か
ら
一
四
〇
斤
に
増
え
、
品
質
も
従
来
種
が
二
〇
番
手
前
後
が
紡
げ
る

だ
け
で
あ
っ
た
が
、
改
良
種
に
よ
っ
て
三
六
番
手
以
上
の
も
の
を
紡
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
棉
花
の
集
積
と
加
工
か
ら
運
搬
と
販
売
ま
で
を
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
な
う
梁
郷
美
棉
運
錆
合
作
社
は
成
果
を
あ
げ
た
。
こ
の
棉
花
の
販
売
先
に
は
、
青
島
華
斯
紗
廠
、
済
南
中
棉
公
司
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
の
他

の
改
善
事
業
と
し
て
は
、
聖
業
、
機
織
、
造
林
の
改
良
と
合
作
社
の
組
織
や
、
豚
と
鶏
の
改
良
品
種
の
普
及
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
梁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

奔
走
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
衛
生
院
の
医
薬
衛
生
事
業
も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
改
善
事
業
は
、
農
家
の
収
入
を
増
や
し
、
当
地
の
農
業
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
⑨

術
と
効
率
を
高
め
る
と
い
う
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
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⑩

　
た
だ
し
、
梁
郷
美
聖
運
錆
合
作
社
の
社
員
の
持
ち
株
は
棉
花
の
栽
培
面
積
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
た
よ
う
に
、
資
産
を
も
つ
者
に
と
っ
て
有
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
同
様
に
郷
平
で
組
織
さ
れ
た
信
用
合
作
社
や
農
民
金
融
流
通
処
に
つ
い
て
も
、
貧
農
以
下
の
層
が
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

象
と
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
当
時
か
ら
、
合
作
の
道
は
す
で
に
農
民
を
し
て
緊
密
に
都
市
の
工
商
業
家
の
手
に
よ
っ
て
支
配
さ
せ
る

こ
と
に
す
ぎ
ず
、
い
か
に
社
会
の
重
心
を
農
村
に
お
い
て
も
、
経
済
的
、
政
治
的
、
文
化
的
中
心
で
あ
る
都
市
の
、
農
村
に
対
す
る
搾
取
と
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

配
の
関
係
を
少
し
も
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
梁
漱
漢
を
中
心
と
し
た
郷
平
の
側
は
、
墨
磨
の
過
剰
資
金
を
も
っ

て
、
生
産
を
回
復
し
、
一
般
の
購
買
力
を
増
や
し
て
、
民
族
工
業
の
勃
興
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
資
金
の
環
流
が
金
融
を
活
発
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
と
し
て
、
米
麦
棉
花
を
外
貨
に
替
え
る
こ
と
が
最
も
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
き
わ
め
て
楽
天
的
な
見
通
し
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
千
家

駒
の
い
う
、
中
国
の
主
要
産
業
が
す
べ
て
外
国
人
の
手
中
に
入
り
、
民
族
産
業
の
な
か
の
棉
紡
織
業
や
マ
ッ
チ
・
タ
バ
コ
な
ど
の
産
業
に
倒
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
多
く
、
そ
れ
を
保
護
す
べ
き
関
税
は
か
え
っ
て
洋
品
の
販
売
に
有
利
と
な
っ
て
い
る
、
と
す
る
指
摘
と
は
か
み
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
の
郷
村
服
務
人
員
訓
練
部
で
は
、
郷
村
建
設
の
指
導
メ
ン
バ
ー
の
育
成
に
力
を
入
れ
た
。
そ
の
課
程
の
な
か
で
は
、

軍
事
訓
練
の
時
間
が
多
く
、
第
一
次
の
丁
年
時
数
分
配
で
は
三
一
二
時
間
で
全
体
の
一
八
・
二
％
と
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。
入
学
当
初

よ
り
き
わ
め
て
厳
格
な
軍
事
訓
練
を
お
こ
な
っ
て
体
力
を
鍛
錬
し
、
精
神
陶
練
を
講
授
し
て
そ
の
心
身
を
陶
冶
し
、
三
ヵ
月
を
期
し
て
下
郷
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
実
習
し
、
郷
村
生
活
を
体
験
さ
せ
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
訓
練
部
の
課
程
に
は
、
党
義
や
郷
村
教
育
、
自
衛
研
究
と
い
う
項
目
も

含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
軍
事
訓
練
は
郷
村
自
衛
の
た
め
に
も
な
る
も
の
で
、
成
人
男
子
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
制
定
の
山
東
各

県
聯
荘
会
暫
行
章
程
に
基
づ
く
訓
練
が
郷
平
県
で
も
実
施
さ
れ
、
二
五
家
を
一
命
と
し
、
そ
こ
か
ら
一
八
～
二
五
歳
で
「
身
家
財
産
の
あ
る

者
」
二
名
を
選
び
、
県
城
内
で
訓
練
を
お
こ
な
い
、
聯
荘
会
訓
練
員
と
称
し
、
二
期
で
一
、
～
七
二
名
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
訓
練
の
厳
し
さ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

残
さ
れ
た
家
族
は
日
夜
憧
恐
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
自
衛
訓
練
を
指
導
す
る
正
副
郷
隊
長
は
、
ま
た
一
方
で
、
無
業
の
遊
民
、
景
品
・
ア
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ン
の
販
売
者
、
賭
博
開
帳
者
、
礼
教
破
壊
を
宣
伝
す
る
者
な
ど
郷
村
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
者
を
報
告
す
る
責
任
が
あ
っ
た
。
こ

の
軍
事
訓
練
は
、
郷
村
自
衛
と
い
う
「
身
家
財
産
」
を
有
す
る
者
に
と
っ
て
は
納
得
で
き
る
目
的
を
も
つ
だ
け
に
、
地
主
・
富
農
層
に
と
っ
て
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は
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
都
市
の
秩
序
は
武
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
郷
村
の
秩
序
は
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
と
し
て
、
郷
村
の
優
位
を
説
く
梁
直
島
の
姿
勢
か
ら
は
か
け
離
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
れ
は
こ
の
こ
と
を
深
く
追
求

し
な
い
の
で
あ
る
。

　
梁
面
起
の
村
童
・
郷
学
に
つ
い
て
の
構
想
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
甚
平
県
で
は
郷
農
学
校
が
一
時
的
に
民
衆
学
校
と
称
し
た
後
、
そ
の
不
振

の
成
績
を
立
て
直
す
べ
く
、
実
験
県
政
府
の
手
に
よ
っ
て
三
三
年
六
月
目
村
学
・
郷
学
と
改
名
し
た
。
こ
れ
は
社
会
運
動
者
の
立
場
よ
り
現
政

権
の
立
場
を
兼
ね
、
「
政
教
合
～
の
原
則
」
に
依
り
、
教
育
と
行
政
を
一
体
化
し
、
学
務
学
董
一
入
を
郷
理
事
あ
る
い
は
村
理
事
と
し
て
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

政
権
で
の
責
任
を
負
わ
せ
、
村
学
・
郷
学
を
＝
村
一
郷
の
政
教
出
発
の
中
心
点
」
に
す
る
と
唱
え
て
い
た
。
ま
た
村
学
・
郷
学
の
組
織
原
理

は
、
社
会
教
育
、
学
校
教
育
、
政
治
訓
練
、
生
産
訓
練
の
四
者
を
一
体
化
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、
郷
平
県
の
郷
村
自
治
の
核
心
と
な
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
た
。
三
四
年
七
月
の
段
階
で
、
郷
平
県
の
首
善
言
を
除
く
＝
二
郷
に
郷
学
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
南
学
は
三
五
一
村
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
五
五
ヵ
所
に
成
立
と
、
梁
が
期
待
し
た
成
果
を
あ
げ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
三
五
年
一
〇
月
の
全
国
郷
村
工
作
討
論
会
第
三
回
大
会
で
の
報
告
の
な
か
で
、
梁
漱
漠
は
村
学
・
郷
学
は
「
二
年
来
、
終
始
好
い
と
こ

ろ
が
な
い
」
と
判
断
し
て
、
村
学
の
教
員
を
す
べ
て
集
め
て
一
部
分
を
選
び
出
し
、
そ
れ
に
新
規
卒
業
の
同
学
を
加
え
、
集
中
講
習
を
お
こ
な

っ
た
後
、
下
郷
さ
せ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
県
政
府
は
、
郷
村
に
対
し
て
多
く
の
事
業
を
督
促
強
制
し
た
た
め
「
郷
学
・
村
上
は
被
動
の

機
械
的
地
位
」
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
組
織
が
融
通
を
欠
い
て
い
て
、
郷
学
で
は
学
長
・
理
事
・
輔
導
員
が
そ
れ
ぞ
れ
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
な
っ
て
、
ま
と
ま
り
が
な
い
。
村
学
に
つ
い
て
は
軽
視
さ
れ
、
村
学
の
学
董
会
の
組
織
は
不
健
全
で
合
法
的
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
藩
学

に
や
っ
て
き
た
農
民
は
、
話
が
終
わ
る
と
、
他
の
こ
と
は
考
え
ず
、
た
だ
飯
を
食
う
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
た
。
小
範
囲
で
の
郷
村
建
設
の
成

果
を
中
国
社
会
全
体
に
及
ぼ
さ
ん
と
願
う
梁
に
と
っ
て
、
村
学
こ
そ
が
そ
の
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
村
学
は
軽
視

さ
れ
、
農
民
も
ま
た
そ
の
意
義
を
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
五
年
一
〇
月
二
五
日
、
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
に
お
け
る
講
演
の
な
か
で
、
梁
漱
漢
は
そ
れ
ま
で
の
建
設
実
験
を
総
括
し
て
、
「
ま
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郷村建設運動における梁漱漠の道（小林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ず
第
一
点
は
社
会
改
造
を
高
談
し
て
も
政
権
に
依
附
し
、
第
二
点
は
郷
村
建
設
を
号
称
し
て
も
郷
村
が
動
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ

る
。
無
錫
の
郷
村
工
作
討
論
会
で
も
定
事
の
去
年
の
年
会
で
も
、
と
も
に
郷
村
農
民
の
代
表
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
参
加
者
は
教
育
界
の

人
が
最
も
多
く
、
農
業
学
者
や
公
共
衛
生
学
者
と
い
っ
た
技
術
人
材
も
多
く
、
地
方
政
府
、
中
央
政
府
の
代
表
者
も
出
席
し
て
い
る
が
、
郷
村

か
ら
来
た
農
民
を
代
表
す
る
者
は
本
当
に
珍
し
い
。
こ
の
よ
う
に
現
状
を
分
析
し
た
梁
は
、

　
　
現
在
わ
れ
わ
れ
が
動
い
て
も
、
か
れ
ら
は
動
か
な
い
。
は
な
は
だ
し
き
は
わ
れ
わ
れ
が
動
く
の
で
、
か
え
っ
て
か
れ
ら
と
合
わ
な
く
な
り
、
わ
れ
わ
れ
に

　
　
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
郷
村
の
要
求
を
代
表
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
！
　
わ
れ
わ
れ
自
ら
は
わ
れ
わ
れ
の

　
　
工
作
は
郷
村
に
と
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
郷
村
は
決
し
て
歓
迎
し
て
い
な
い
。

と
慨
嘆
す
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
郷
村
建
設
研
究
院
が
引
っ
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
郷
民
の
反
応
は
、
引
っ
越
す
の
も
よ
し
、

引
っ
越
さ
な
い
の
も
よ
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
郷
村
と
一
体
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
、
と
語
っ

　
　
⑳

て
い
る
。

　
梁
漱
漠
は
、
郡
平
茸
に
お
け
る
棉
種
改
良
の
結
果
、
優
れ
た
品
質
の
棉
種
を
生
み
出
し
、
一
九
三
三
年
に
上
海
商
品
検
験
局
と
申
新
紗
廠
の

試
験
を
受
け
、
「
国
産
の
最
優
秀
者
」
の
評
価
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
上
海
紡
廠
お
よ
び
銀
行
界
が
こ
の
罪
種
を
重
視
し
、
援

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

助
を
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
途
に
希
望
の
あ
る
工
作
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
か
れ
の
嫌
う
産
業
資
本
と
の
結

び
つ
き
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
て
い
な
い
し
、
経
済
活
動
を
小
規
模
な
範
囲
に
限
定
し
た
い
と
す
る
、
か
れ
独
自
の
姿
勢
も
み
ら
れ
な
い
。
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
経
済
学
に
対
す
る
認
識
に
欠
け
る
と
の
評
が
あ
り
、
実
際
に
「
社
会
本
位
で
は
な
く
倫
理
本
位
の
経
済
」
と
説
く
か
れ
の
経
済
理
論
は
、

競
争
原
理
が
支
配
す
る
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
一
つ
の
主
観
的
願
望
を
説
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
工
業
化
」
を
是
認

す
る
梁
の
説
く
「
中
国
の
家
長
制
の
倫
理
本
位
の
社
会
は
ち
ょ
う
ど
中
国
の
工
業
化
を
阻
害
す
る
重
要
な
原
因
の
一
つ
」
と
い
う
李
紫
翔
の
批

⑫判
の
方
が
説
得
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
の
訓
練
部
の
課
程
に
は
、
党
義
の
研
究
、
郷
村
服
務
人
材
の
養
成
、
村
民
自
衛
の
常
識
と
技
能
の
訓
練
、
郷
村
経
済
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方
面
の
問
題
研
究
、
郷
村
政
治
方
面
の
研
究
と
い
う
項
鼠
が
あ
っ
た
。
こ
の
訓
練
は
、
｝
年
間
、
夏
休
み
、
冬
休
み
、
臼
曜
臼
、
記
念
日
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
厳
し
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
梁
漱
漠
自
身
も
多
い
日
に
は
六
時
間
の
授
業
を
し
、
放
課
後
に
は
院
務
の
処
理
を
し
た
。

こ
の
訓
練
部
の
卒
業
生
は
七
〇
〇
人
を
越
え
た
が
、
期
間
が
短
い
た
め
、
奉
仕
精
神
の
陶
冶
や
技
術
能
力
の
養
成
は
、
ご
く
少
数
を
除
い
て
、

期
待
し
た
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
自
由
に
実
験
が
で
き
な
い
こ
と
と
、
実
験
費
が
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
「
第
二
省
政
府
」
と
称

　
　
　
　
　
　
⑳

せ
ら
れ
た
研
究
院
に
し
て
も
、
活
動
の
制
約
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
経
費
面
で
の
制
約
を
解
消
す
る
た
め
、
国
民
政
府
と
の
協
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

関
係
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
梁
は
、
郷
公
所
と
区
公
所
を
郷
学
と
無
学
に
改
め
る
と
い
う
形
の
郷
村
行
政
を
構
想
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
れ
は
わ
ず
か
に
名
称
上
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
か
れ
が
国
民
政
府
と
は
一
線
を
画
さ
ん
と
し
た
独
自
性
の
表
現
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
梁
漱
漠
の
理
想
は
「
政
」
「
教
」
「
富
」
「
衛
」
の
合
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
政
教
合
～
は
、
村
雲
・
郷
学
な
ど
に
よ
る
行
政
機
関
の
教
育

機
関
化
で
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
富
」
は
、
農
業
改
善
事
業
や
合
作
社
の
設
立
な
ど
に
よ
る
富
裕
化
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
「
『
寡
き
を
憂
え
ず
し
て
、
均
し
か
ら
ざ
る
を
憂
う
』
と
古
語
に
い
う
が
、
そ
の
実
均
し
か
ら
ざ
る
は
ま
さ
に
寡
よ
り
来
て
い
る
」
と
い
う
。

ま
さ
に
貧
富
の
差
や
階
級
一
志
は
中
国
に
お
け
る
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
が
一
の
差
を
内
に
含
み
つ
つ
も
全
体
と
し
て
富
裕
化
へ
と
進
む

こ
と
が
、
「
均
し
さ
」
を
生
む
源
と
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
寡
」
を
均
等
に
分
け
ん
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
共
産
党
路

線
へ
の
反
発
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
梁
が
「
非
営
利
」
を
強
調
す
る
の
は
、
富
裕
化
が
実
現
し
て
い
く
過
程
で
さ
ら
に
貧
富
の
差

が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
警
戒
す
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
衛
」
は
、
「
民
衆
武
力
」
を
養
成
し
て
郷
村
自
衛
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ

り
、
国
家
有
事
の
際
に
は
国
軍
の
後
ろ
盾
と
な
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
後
に
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
郷
平
実
験
は
、
郷
村
建
設
運
動
と
し
て
は
後
発
で
あ
っ
た
が
、
梁
漱
漠
は
一
九
三
三
年
七
月
、
郷
村
工
作
討
論
会
第
一
次
会
議
を
鄙
平
で
挙

行
し
、
郷
村
建
設
運
動
の
指
導
者
と
し
て
の
地
位
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
か
れ
は
、
他
の
郷
村
建
設
運
動
に
対
す
る
自
ら
の
理
論
と
実
践
の
優

位
を
確
保
す
べ
く
、
他
の
運
動
に
対
す
る
批
判
を
繰
り
返
し
た
。
そ
の
概
要
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
は
た
し
て
梁
の
主
張
が
是
認
で
き
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る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
中
華
平
民
教
育
促
進
会
総
会
の
定
県
実
験
に
関
し
て
は
、
若
者
を
中
心
に
郷
村
改
進
を
進
め
た
こ
と
が
、
郷
村
民
全
体
の
反
発
を
招
い
た
こ

と
を
批
判
す
る
。
し
か
し
、
農
業
分
野
に
新
た
な
科
学
的
方
法
を
導
入
す
る
の
に
「
年
齢
と
徳
行
と
も
に
優
れ
た
」
長
老
が
は
た
し
て
率
先
垂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

冠
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
青
年
層
に
新
技
術
導
入
を
期
待
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
定
県
は
識
字
教
育
で
成
果
を
あ
げ
た
。
　
方
、
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

漱
漠
は
識
字
教
育
な
ど
の
基
礎
教
育
を
軽
視
し
た
と
い
わ
れ
る
。
青
少
年
に
基
礎
教
育
を
施
し
て
こ
そ
、
科
学
技
術
を
農
業
に
導
入
す
る
可
能

性
が
生
ま
れ
る
の
に
、
梁
は
そ
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
陶
了
知
の
暁
荘
実
験
に
対
し
て
、
梁
漱
漠
は
規
模
の
違
い
か
ら
同
列
に
論
じ
よ
う
と
は
せ
ず
、
師
弟
関
係
の
原
則
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ
の
方

法
の
導
入
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
暁
荘
よ
り
豊
平
に
派
遣
し
て
も
ら
っ
た
張
宗
麟
と
梁
は
、
当
初
「
生
活
即
教
育
、
社
会
即
学
校
」

「
教
学
倣
合
こ
の
飛
行
知
理
論
に
基
づ
く
教
育
改
革
を
実
施
す
る
こ
と
で
統
一
歩
調
を
と
っ
た
が
、
そ
の
後
、
梅
津
・
何
応
欽
協
定
反
対
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

動
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
張
は
辞
職
し
た
。
陶
行
知
の
提
唱
し
た
「
小
先
生
制
」
運
動
は
全
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
郡
平
実
験
に
お
け
る

教
育
的
成
果
は
広
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
嗜
癖
職
業
教
育
社
の
郷
村
建
設
に
対
し
て
は
、
参
加
農
民
の
比
率
の
低
さ
と
外
部
へ
の
依
存
度
の
高
さ
を
批
判
す
る
。
こ
の
梁
漱
漠
の
批
判

は
、
と
く
に
底
意
村
民
を
あ
げ
て
の
運
動
を
組
織
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
当
た
っ
て
い
る
が
、
外
部
資
金
へ
の
依
存
度
と
い
う
点
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

郷
平
側
も
同
様
の
水
準
な
の
で
あ
る
。
ま
た
郷
村
改
進
の
具
体
的
な
事
業
展
開
と
い
う
面
で
は
、
職
業
教
育
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
つ
中
華
職
業
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

育
社
の
方
が
、
郷
平
県
よ
り
も
き
め
細
か
く
推
進
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
山
西
省
の
村
政
に
対
し
て
も
、
そ
の
新
政
を
評
価
し
つ
つ
、
人
民
が
被
動
的
地
位
に
あ
る
こ
と
が
弊
害
を
生
む
、
と
批
判
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
そ
の
ま
ま
梁
墨
磨
に
対
し
て
投
げ
返
さ
れ
る
批
判
で
あ
る
だ
ろ
う
。
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
の
な
か
で
、
理
論
素
養
と
研
究
心
得
を
も
つ

指
導
的
人
物
は
、
梁
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
郡
平
実
験
県
長
徐
樹
人
は
、
梁
の
問
題
認
識
の
部
分
を
聞
い
た
だ
け
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

問
題
解
決
の
部
分
を
聞
い
て
い
な
い
の
で
、
一
連
の
実
験
計
画
を
出
せ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
側
近
と
い
え
ど
も
梁
の
真
の
意
図
を
理
解
で
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き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
一
般
の
農
民
は
、
運
動
が
直
接
的
利
益
を
も
た
ら
す
限
り
で
は
そ
れ
を
歓
迎
す
る
が
、
か
れ
ら
を
拘
束
し
、

負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
と
反
発
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
三
七
年
一
〇
月
、
日
本
軍
が
山
東
省
の
境
界
に
進
出
し
、
山
東
省
政
府
主
席
韓
復
渠
は
退
却
の
意
志
を
固
め
た
。
梁
漱
漠
は
、
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

三
〇
日
に
韓
と
最
後
の
会
見
を
し
、
退
却
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
説
得
し
た
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
年
＝
一
月
下
旬
、
か
れ
は

同
人
ら
と
山
東
省
よ
り
撤
退
し
、
郡
平
の
実
験
工
作
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
し
か
し
、
梁
は
「
抗
戦
の
名
義
」
を
要
求
し
、
「
中
央
直
属
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

三
政
治
大
隊
」
の
名
義
を
与
え
ら
れ
、
翌
三
八
年
に
は
山
東
省
に
戻
っ
て
抗
日
闘
争
に
加
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
抗
日
の
戦
い
の
な
か
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

郷
村
自
衛
の
た
め
の
訓
練
を
受
け
た
農
民
た
ち
が
早
く
か
ら
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
梁
門
自
述
」
『
全
集
』
ニ
ー
一
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
同
前
、
～
三
三
頁
。

　
②
同
前
、
五
～
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
周
賜
山
［
伝
統
与
現
代
間
的
挟
択
」
（
梁
培
寛
編
『
梁
漱
漠
先
生
紀
念
文
集
』

③
梁
「
就
郷
平
土
地
状
況
復
許
仕
廉
函
」
『
全
集
瞼
五
－
四
二
七
頁
。
梁
「
郷
平

　
郷
村
建
設
一
般
」
『
全
集
駈
五
－
四
七
三
頁
。
な
お
呉
顧
銃
『
郷
平
実
験
県
戸
口

　
調
査
報
告
』
中
華
書
局
、
一
九
三
七
年
、
＝
二
九
頁
、
に
よ
れ
ば
、
三
五
年
の
調

　
査
に
よ
る
郷
平
県
の
本
籍
戸
三
二
、
～
五
四
芦
の
な
か
で
～
○
○
畝
以
上
を
所
有

　
す
る
の
は
一
・
〇
五
％
の
三
三
七
戸
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
五
〇
畝
以
上

　
と
す
る
と
、
五
・
三
二
％
の
一
、
七
一
二
戸
と
な
る
。
ま
た
土
地
を
所
有
し
な
い

　
者
は
、
七
・
八
九
％
の
二
、
五
四
〇
芦
で
あ
っ
た
。

④
無
徳
群
咽
民
国
時
期
農
村
土
地
問
題
』
紅
旗
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
一
四
八

　
～
一
榊
血
七
頁
。
迎
穴
糊
顧
陣
就
晶
則
掲
轡
、
　
山
ハ
ニ
～
二
頁
。

⑤
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
編
印
『
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
及
郷
平
実
験
区
概
況
瞼

　
｝
・
九
一
二
⊥
ハ
年
、
　
七
頁
。

⑥
同
前
、
四
六
頁
。
な
お
「
梁
郷
扁
と
は
郷
平
の
古
称
で
あ
る
。

⑦
許
螢
漣
・
李
競
西
・
段
継
李
編
『
全
国
郷
村
建
設
運
動
概
況
』
山
東
郷
村
建
設

　
研
究
院
、
一
九
三
五
年
、
第
一
輯
、
＝
一
三
頁
。

　
由
T
國
工
人
出
版
社
、
　
一
九
九
～
二
年
、
　
二
七
山
ハ
百
猟
）
。

⑩
同
誌
⑦
、
二
九
頁
。

⑪
菊
池
貴
晴
「
梁
漱
漠
と
郷
村
建
設
運
動
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
凹
申
国
第
三
勢
力

　
史
論
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
六
頁
。

⑫
農
民
金
融
流
通
処
は
、
農
畏
銀
行
の
性
質
を
も
ち
、
利
息
は
月
に
八
厘
か
ら
～

　
分
で
比
較
的
軽
い
と
い
わ
れ
た
（
岡
註
⑦
、
二
七
二
頁
）
。

⑬
同
註
⑪
、
二
〇
九
よ
二
〇
頁
。

⑭
　
李
紫
翔
「
『
郷
村
建
設
㎞
運
動
的
評
価
」
（
千
家
駒
・
李
紫
翔
編
著
『
中
国
郷
村

　
建
恥
奴
批
判
』
新
知
書
店
、
　
一
九
一
二
⊥
ハ
年
、
　
　
⊥
ハ
一
二
～
～
山
ハ
四
百
ハ
）
。

⑮
同
乗
⑦
、
二
九
⊥
二
〇
頁
。

⑯
千
家
駒
「
中
国
的
鼓
路
」
（
前
掲
『
中
国
郷
村
建
設
批
判
』
一
四
五
頁
）
。

⑰
同
註
⑦
、
八
五
一
八
七
頁
。

⑱
同
前
、
二
五
八
頁
。

⑲
同
前
、
二
五
三
～
二
五
四
頁
。
こ
う
し
た
軍
事
訓
練
は
、
一
九
三
五
年
七
月
か
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ら
翌
年
六
月
ま
で
、
全
県
の
成
入
軍
事
訓
練
を
受
け
た
者
が
、
八
、
三
五
三
名
に

　
達
す
る
な
ど
一
貫
し
て
続
け
ら
れ
た
（
同
註
⑤
、
九
六
頁
）
。

⑳
梁
「
郷
村
建
設
理
論
」
岡
全
集
』
ニ
ー
三
一
六
頁
。

⑳
同
註
⑦
、
二
　
二
頁
。

⑫
　
同
前
、
二
三
三
頁
。

⑬
　
梁
コ
年
来
的
山
東
工
作
」
『
全
集
』
五
一
七
七
五
～
七
七
六
頁
。

⑳
　
梁
「
村
学
榔
学
的
具
体
辮
法
」
『
全
集
』
五
－
鴛
四
二
頁
。
な
お
輔
導
員
と
は
、

　
そ
の
多
く
が
研
究
院
で
訓
練
や
講
習
を
受
け
、
県
政
府
を
代
表
し
て
、
郷
村
に
や

　
っ
て
き
た
者
で
あ
る
。

⑳
　
梁
「
村
学
的
倣
法
」
『
全
集
輪
五
－
七
三
二
頁
。

⑯
　
梁
「
我
椚
的
両
大
難
処
」
『
全
集
隔
ニ
ー
五
七
三
頁
。

⑳
　
食
前
、
五
七
四
～
五
七
五
頁
。
し
か
し
な
が
ら
、
梁
は
風
俗
習
慣
の
是
正
に
は

　
関
心
を
も
ち
、
男
子
の
結
婚
年
齢
が
早
く
、
女
子
は
売
買
婚
に
近
い
と
し
て
改
善

　
を
求
め
た
。
な
お
郷
平
県
で
の
婚
姻
年
齢
は
、
男
子
で
最
も
早
い
の
が
六
歳
、
最

　
も
多
い
の
が
一
五
歳
半
対
し
て
、
女
子
は
最
も
早
い
の
が
九
歳
、
最
も
多
い
の
が

　
一
七
歳
、
と
三
五
年
の
戸
口
調
査
は
伝
え
て
い
る
（
呉
顧
硫
前
掲
審
、
六
　
二
四

　
頁
）
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
出
産
に
際
し
て
の
子
供
の
死
亡
率
が
高
く
、
満
一
歳
ま

　
で
に
五
〇
％
以
上
が
死
亡
す
る
現
状
を
憂
え
て
、
繊
産
に
関
す
る
衛
生
指
導
を
お

　
こ
な
わ
せ
て
、
死
亡
率
を
一
〇
％
未
満
に
引
き
下
げ
た
と
報
告
し
て
い
る
（
梁

　
「
我
偶
在
山
東
的
工
作
」
『
全
集
』
五
－
一
〇
二
〇
頁
）
。
そ
の
他
に
、
定
県
の

　
「
畢
生
制
」
や
暁
荘
の
「
小
先
生
制
」
の
導
入
に
よ
る
教
育
普
及
の
試
み
も
成
果

　
を
上
げ
、
導
生
制
共
学
処
と
称
す
る
教
育
機
関
は
、
一
九
簑
六
年
三
月
段
階
で
二

　
六
田
早
筆
、
収
容
さ
れ
た
失
学
児
童
は
二
、
一
三
七
人
と
な
っ
て
い
る
（
同
註
⑤
、

　
一
〇
一
頁
。
同
註
⑦
、
二
三
六
貰
）
。

⑱
　
梁
「
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
最
近
工
作
概
述
」
『
全
集
』
五
－
四
九
〇
頁
。

⑳
　
梁
「
郷
平
郷
村
建
設
一
般
」
『
全
集
㎞
五
－
四
七
五
頁
。

⑳
林
瑞
明
「
梁
漱
獣
的
思
想
与
行
動
」
（
前
掲
『
二
五
漠
先
生
紀
念
文
集
』
二
五

　
八
頁
）
。

⑳
　
阿
同
註
⑳
、
　
一
六
九
嘗
貝
。

⑳
　
李
紫
翔
晶
剛
掲
瓢
畑
文
（
晶
朋
掲
咽
中
閾
国
備
卿
村
建
肌
合
批
判
』
　
一
山
ハ
コ
　
頁
）
。

⑳
　
梁
「
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
設
立
旨
趣
及
辮
法
概
要
」
剛
全
集
』
五
…
二
三
五

　
～
二
三
六
頁
。

⑭
　
警
乗
国
「
郷
平
慢
憶
」
（
前
掲
『
梁
漱
漠
先
生
紀
念
文
集
』
五
～
頁
）
。

⑳
　
梁
「
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
工
作
報
告
」
『
全
集
』
五
－
三
九
　
頁
。

⑳
　

千
家
駒
鞭
憧
　
為
心
泌
否
獄
漢
先
生
」
　
（
晶
剛
掲
『
梁
漱
漠
先
生
紀
聖
心
文
集
』
　
一
～
二
山
ハ
頁
）
。

⑳
　
梁
は
「
国
民
党
の
指
導
す
る
国
民
革
命
は
、
階
級
闘
争
で
は
な
く
、
全
民
闘
争

　
で
あ
る
」
（
「
北
游
所
見
記
略
一
興
全
集
』
四
一
八
八
八
頁
）
と
国
民
政
府
を
評
価

　
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
か
れ
独
自
の
論
理
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
評

　
価
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
千
家
古
註
⑯
論
文
（
前
掲
『
中
国
郷
村
建
設
批
判
』
＝
二
五
頁
）
。

⑳
梁
「
山
東
郷
村
建
設
研
究
院
及
平
平
実
験
県
工
作
報
告
」
㎎
全
集
』
五
…
五
八

　
二
頁
。

⑳
梁
「
答
郷
村
建
設
批
判
」
『
全
集
』
ニ
ー
六
～
四
頁
。

⑳
拙
著
咽
平
民
教
育
運
動
小
史
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
共
同
研
究
報
告

　
『
五
四
運
動
の
研
究
』
第
三
函
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
年
）
第
三
章
、
参
照
。

　
こ
の
定
県
の
実
験
は
、
多
数
の
郷
村
建
設
運
動
の
な
か
で
も
最
も
長
く
続
き
、
影

　
響
も
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
宋
恩
栄
・
熊
賢
君
『
幽
門
初
教
育
思
想
研
究
』

　
遼
寧
教
育
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
三
頁
）
。

⑫
　
馬
勇
『
梁
漱
漠
教
育
思
想
研
究
』
遼
寧
教
育
出
版
社
、
　
九
九
四
年
、
一
九
八

　
頁
。

⑬
　
同
必
嗣
、
　
一
工
ハ
⊥
ハ
～
二
編
ハ
八
頁
。

⑭
　
同
註
⑳
拙
著
、
第
四
章
。
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⑯
　
由
東
郷
村
建
設
研
究
院
の
予
算
は
、
　
　
九
三
三
年
が
ピ
ー
ク
で
一
二
〇
、
九
〇

　
〇
元
に
な
っ
て
い
る
が
（
同
註
⑤
、
一
五
～
一
七
頁
）
、
中
華
職
業
教
育
社
の
徐

　
公
橋
郷
村
改
進
区
の
同
年
の
支
出
は
二
五
、
五
〇
〇
元
で
あ
る
（
問
註
⑦
、
四
三

　
一
～
四
　
二
四
頁
）
。

⑯
　
拙
稿
「
郷
村
建
設
運
動
と
中
華
職
業
教
育
社
」
『
明
石
短
期
大
学
研
究
紀
要
』

　
第
一
一
号
、
一
九
八
二
年
。

＠＠＠＠＠＠
梁
「
北
游
所
見
記
略
」
呪
全
集
』
四
…
九
〇
四
頁
。

馬
有
前
掲
書
、
二
三
四
頁
。

同
前
、
二
四
二
頁
。

梁
「
告
山
東
郷
村
工
作
同
人
岡
学
書
」
『
全
集
』
六
－
七
頁
。

前
掲
田
鰻
漱
撰
先
生
年
譜
』
二
〇
～
～
　
～
頁
。

家
近
前
掲
論
文
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
梁
輪
飾
は
、
妻
の
黄
官
裁
よ
り
尊
大
で
自
信
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
戒
め
ら
れ
た
が
、
自
ら
障
害
に
あ
た
っ
て
も
目
が
覚
め
ず
、
執
拗
で
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

話
を
聞
か
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
か
れ
の
思
想
と
実
践
に
は
、
そ
の
気
質
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
の
救
済
を

郷
村
の
再
建
に
求
め
た
か
れ
は
、
郷
村
建
設
を
法
律
や
多
数
決
原
理
に
基
づ
い
て
進
め
る
こ
と
を
拒
否
し
、
優
れ
た
人
物
が
郷
村
民
を
指
導
す

る
形
で
進
め
よ
う
と
し
た
。
か
れ
は
、
一
方
で
郷
村
民
の
自
主
性
の
喚
起
を
唱
え
つ
つ
、
そ
の
自
主
性
の
発
揮
の
方
法
に
は
具
体
的
に
立
ち
入

ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
個
人
主
義
の
存
在
を
否
定
し
、
儒
教
の
五
倫
の
う
ち
の
「
君
臣
の
一
倫
」
に
代
え
て
「
団
体
と
個
人
の
間
の
一

巡
」
を
入
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
有
徳
者
に
率
い
ら
れ
た
集
団
の
力
に
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
儒
教
的
倫
理
を
信
奉
し
つ
つ
、
あ
る
面
で
は

客
観
化
し
、
装
い
を
新
た
に
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
「
両
湖
・
広
東
・
江
西
そ
の
他
各
省
の
焚
殺
の
惨
」
の
原
因
を
共
産
党
に
帰
し
、
郷
村
内

に
階
級
的
対
立
を
も
ち
込
も
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
に
反
発
す
る
。
こ
の
姿
勢
は
武
力
闘
争
を
否
定
す
る
平
和
主
義
に
も
通
ず
る
も
の
で
、
帝
国

主
義
の
侵
略
に
対
す
る
武
力
抵
抗
の
否
定
と
い
う
当
初
の
主
張
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
階
級
」
な
き
郷
村
の
建
設
を
め
ざ
し
た
梁
に
と
っ

て
、
山
東
省
郷
平
県
の
土
地
所
有
形
態
は
、
上
下
の
格
差
が
小
さ
く
て
、
理
想
的
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
か
れ
な
り
の
現
状
分
析
に
よ
り
、

そ
の
こ
と
を
実
験
の
着
手
段
階
か
ら
認
識
し
て
い
た
。

　
梁
漱
漠
は
、
郷
村
本
位
主
義
と
で
も
称
す
べ
き
立
場
か
ら
、
都
市
の
発
展
が
郷
村
に
及
ぼ
す
悪
影
響
を
憂
慮
し
た
。
郷
村
を
豊
か
に
す
る
に



郷村建設運動における梁漱涙の道（小林）

は
、
科
学
的
方
法
に
基
づ
く
農
業
改
善
が
必
要
で
あ
り
、
農
業
が
工
業
を
引
っ
張
る
形
で
の
工
業
化
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
か
れ
は
認

め
つ
つ
、
「
個
人
資
本
主
義
」
や
「
産
業
利
潤
」
を
否
定
し
、
「
非
営
利
」
や
「
消
費
の
た
め
の
生
産
」
を
唱
え
る
。
ま
た
「
営
利
と
合
作
は
反

比
例
す
る
」
と
し
て
、
各
種
合
作
社
の
設
立
に
よ
る
郷
村
全
体
の
富
裕
化
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
範
囲
の
経
済
活
動
を
理
想
と
す

る
か
れ
が
、
郷
平
産
の
改
良
型
棉
花
を
購
買
す
る
産
業
資
本
を
歓
迎
し
、
上
海
の
銀
行
資
本
な
ど
の
浸
透
も
認
め
た
。
か
れ
の
経
済
理
論
は
、

主
観
的
願
望
を
織
り
込
ん
だ
理
論
と
は
い
え
な
い
理
論
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
棉
種
改
良
や
各
種
合
作
社
の
成
功
に
よ
っ
て
、
小
地
主
や
富
農
層

を
中
心
と
し
た
郷
村
民
が
潤
う
こ
と
に
な
っ
て
、
郷
村
に
活
力
が
戻
り
、
そ
の
理
論
的
な
誤
り
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
村
公
所
と
郷
公
所
に
か
わ
る
村
学
と
郷
学
は
、
少
し
で
も
郷
村
住
民
の
自
主
性
を
確
保
せ
ん
と
し
た
梁
漱
漢
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
が
、
と

く
に
村
学
の
不
振
は
か
れ
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
学
長
や
単
票
の
役
割
も
名
目
的
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
ず
、
村
里
教
員
の
再
訓

練
も
必
要
で
あ
っ
た
。
行
政
に
関
わ
る
村
理
事
・
郷
理
事
は
と
も
か
く
、
学
長
の
任
務
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
こ

に
適
格
な
人
材
を
得
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
対
立
を
嫌
う
梁
は
、
チ
ェ
ッ
ク
と
バ
ラ
ン
ス
の
必
要
を
説
き
つ
つ
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク

機
能
を
制
度
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
武
力
行
使
を
嫌
い
、
上
か
ら
の
指
令
を
嫌
っ
た
が
、
上
か
ら
の

命
令
で
持
続
さ
れ
た
郷
村
自
衛
の
た
め
の
軍
事
訓
練
は
否
定
せ
ず
、
こ
れ
は
訓
練
部
の
主
要
な
任
務
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
皮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

肉
な
こ
と
に
、
こ
の
訓
練
は
防
災
面
で
役
に
立
ち
、
抗
日
戦
争
で
も
早
期
の
対
応
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
方
で
、
教
育
面
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

指
導
の
中
核
と
頼
ん
だ
張
宗
麟
や
甥
の
梁
君
大
も
、
梁
漱
漠
と
相
容
れ
ず
、
そ
の
下
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
理
論
を
理
解

し
、
実
践
す
る
有
為
の
人
材
が
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
宿
悪
橋
が
「
こ
う
し
た
郷
村
改
良
主
義
の
団
体
は
、
何
千
何
万
の
良
心
を
も
つ
青
年
を
有
し
、
か
れ
ら
は
主
観
的
に
は
郷
村
の
改
造
、
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
改
造
を
企
図
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
千
家
駒
が
「
私
が
批
判
す
る
の
は
郷
村
建
設
運
動
の
全
体
の
社
会
哲
学
で
あ
っ
て
、
『
至
重
間
詰
（
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

民
の
中
へ
二
は
深
く
尊
敬
す
る
」
と
語
る
よ
う
に
、
梁
漱
漠
ら
の
実
践
へ
の
情
熱
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
成
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果
は
か
れ
の
本
来
の
意
図
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
工
作
を
郷
村
は
決
し
て
歓
迎
し
て
い
な
い
、
と
す

る
梁
の
述
懐
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
梁
毒
忌
が
政
治
権
力
を
排
除
し
た
形
で
郷
村
建
設
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
南
京
国
民
政
府
と
一
線
を
画
し
た
い
と
す
る
か
れ
の

意
図
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
国
共
両
勢
力
の
間
に
第
三
勢
力
の
道
を
開
こ
う
と
し
た
か
れ
の
願
望
は
、
理
論
の
矛
盾

や
現
実
と
の
乖
離
、
経
済
的
基
盤
の
欠
如
な
ど
の
た
め
に
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
従
来
の
研
究
で
国
民
党
寄
り
と
み
な
さ
れ

て
き
た
梁
の
運
動
が
、
最
終
的
に
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
は
い
え
、
第
三
の
道
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
第

三
勢
力
の
研
究
に
も
薪
た
な
視
角
を
提
供
し
え
た
と
考
え
て
い
る
。

　
①
梁
「
悼
亡
室
黄
靖
賢
夫
人
」
『
全
集
臨
五
1
七
五
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
③
梁
君
大
は
、
小
学
校
長
と
し
て
男
女
同
学
な
ど
先
進
的
な
改
革
を
お
こ
な
っ
た

　
②
荷
沢
県
の
郷
農
学
校
で
は
、
郷
村
自
衛
の
軍
事
訓
練
の
他
に
四
ヵ
月
の
民
衆
教
　
　

（
馬
勇
前
掲
書
、
二
六
九
頁
）
。

　
　
育
を
お
こ
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
生
か
し
て
黄
河
決
壊
の
際
の
築
堤
な
ど
を
農
民
を
　

④
魯
盛
祥
前
掲
論
文
。

　
　
組
織
し
て
お
こ
な
い
、
損
害
調
査
や
被
災
者
に
対
す
る
救
護
活
動
も
お
こ
な
っ
て
　

⑤
千
家
駒
「
中
国
的
岐
路
」
（
前
掲
凹
中
国
郷
村
建
設
批
判
』
～
二
八
頁
）
。

　
　
い
る
（
梁
「
郷
平
郷
村
建
設
一
般
」
欄
全
集
㎏
五
－
四
七
六
～
四
七
七
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
戸
女
子
大
学
文
学
都
助
教
授
　
小
野
市
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　　　Liang　Shu－ming（梁漱演）’s　theory

in　the　movement　of　village　construction

by

KOBAYASHI　Yoshi血mi

　　LiEmg　Shu－ming　directed　the　movement　of　village　construction　in　Qu－ping

country（郷平県），　Shan　dong　proVince（山東省），　in　the　early　1930s．　This

movement　recornrnended　a　’窒≠р奄モ≠戟@method　to　provide　retief　to　irnpoverished　China．

Virtuous　members　of　a　village　communky　carried　out　tmdertakings　towards　1ife

improvement，　improvement　of　agricultural　skills，　and　the　foundation　of　a　co－

operative　society，　by　peacefu1　methods．　This　methQd　would　bring　about

prosperity　for　all　village　people．　The　basis　of　Liang’s　methodology　and　betiefs

was　that，　the　order　of　a　village　would　be　sustained　by　the　moral　principles　of　the

grottp　members　rather　than　by　law　or　by　majorky　decisions．　lt　would　show

respect　to　people’s　own　h盛tiatives．　　These　v圭皿ages　could　fUrther　the　C㎞ese

industrialization，　aRd　produce　for　consumption，　but　this　progress　was　capiealism　for

personal　profit．　However，　contrary　to　Liang’s　intentions，　the　villages　introduced

external　capital　and　imposed　mihtary　training　on　the　village　people　by　order　of　the

provincial　local　govemment．　Liang　expected　village　and　country　schools　to　be

educational　institutions　of　the　people，but　tkese　educational　institutions　did　not

work　effectively．　There　was　obvious　disagreement　between　his　theory　and　the

reality．

（283）




