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政
府
は前
期
国
会
に
お
い

て
「学
校
教
育
法
一部
改
正

案
」
(
「外
国
人
学
校
制
度

」
の割
設
を
含
む
)
を
上
程

しよ
うと
し
た
が
、
な
さ
れ

ず
十
一月
下
旬
に
行
な
わ
れ

る予
定
の臨
時
国
会
に
お
い

ては
必
ず
上
程
さ
れ
る
だ
ろ

う
と見
ら
れ
て
い
る
.
こ
の

法
案
は
非
竃

治
等
法
色

濃
いも
のと
さ
れ
て
お
り
主

たる
苅
象
と
な
る
朝
鮮
人
に

対
す
る
謄
管
な
†
渉
と
圧
迫

を
加
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
明
白
と
な
って
い
る
。
現

在
、京
都
で
行
な
わ
れ
て
い

る
民
族
教
膏
の
笑
態
を
知
る

鯛

ため
に
、
左
京
区
銀
閣
寺
丘

く
の京
都
朝
鮮
中
級
・高
級

掌
校
を
探
訪
し
た
.
い
わ
れ

な
い
〃反
日
教
育
"
を
知
る

こと
に
よ
って
、
翼
の
日
朝

友
好関
係
の
あ
り
方
が
見
出

せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

H

(茜
村
・酉
国編
饗
鳳)

'
▽
は
じ
め
に
△

る
五
月
の
国
会
に
、
政
府

去
自
民
党
は
、
「学
校
教
育

法
の
一部改
正
案
」
(外
国
人
学
校
制

度
案
を
會
む
)
を
上
程
し
よ
う
と
し

た
.
緒
局
、前
国
会
で
は
上
程
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
こ
の十
一月
の
次
期
国
会
、

に
は
、
再
屋
の上
程
が
試
み
ら
れ
る
こ

と
は
、
ほ
ぼ
確笑
と
いえ
よ
う
.

こ
の
外
国
人掌
校
制
度
は
、
こ
れ
ま

で
、
私
立
学
校
、ま
た
は
各
種
掌
校
と

い
う
形
で
行
なわ
れ
てい
た
日
本
国
内

の
外
国
人
によ
る
外
図
人
子
弟
の
教
育

を
「外
国
人
学校
」と
いう
制
度
に
銃

一し
て
、
殿
立
には
文音
省
の齪
可
を

必
翠
ζし
、
ま
た文
部
省の
監
懸
を
受

け
て
、
教
育
内
容
に
つ
いて
、
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
お
よ
び
教
科轡
ね
と
の
検
閲
を

設
け
、
「我
が
国
の利
益
を
署
す
る
と

認
め
ら
れ
る教
育
」を
規
制
し
ょ
う
と

す
る
亀
の
で
、そ
の
ため
の
、
学
校
閉

鎖
、
授
集変
更
命
令お
よ
び
立
ち
入
り

調
査
を行
な
う
樫
限
を
文
部
省
は
持
っ

と
い
う
も
の
であ
る
。

レ
か
し
、現
在
日
本
に
い
る
外
国
人

の
九
十
五
%
以上
が
朝
鮮
人
で
あ
り
、

特
に最
近
注目
さ
れ
て
い
る
の
が
北
朝

鮮
系
の
朝
鮮掌
校
に
お
け
る
民
族
教
青

で
あ
る
ζ
とか
ら
考
え
て
も
、
こ
の
外

国
人
学校
制
度
の
ね
ら
い
は
、
北
覇
鮮

異
学
校
の民
族
教
宵
を
お
さ
え
る
こ
と

に
ある
と
いえ
る
。
そ
の
撤
味
で
、
「

民
族
教
育
」
とは
何
か
、
ま
た
「文
部

雀
の
いう
反
日
教
胃
」
と
は
何
か
を
碓

か
め
る
為
、左
痕
銀
閣
辱
の
近
く
に
あ

る
「京
都朝
鮮
中
、高
級
4
校
」
を
罰

ね
て
み
た。

▼
朝
鮮
学
校
史
△

朝
鰭麩

誰
餓

一府は
、戦
後
一賃
し
て
、
在
日
朝
鮮
人

の
自
主
的教
青
を
極
力
駕
よ
う
と
ゼ
ず

日
本
人
と
岡じ
日
本
の
教
青
を
受
け
さ

ぜ
よ
う
とし
てき
㌃

一九
四
八
年
、

一教
育
羅
本法
に
従
う
な
ら
、
私
立
学
校

と
し
て
竃
める
、
と
い
う
協
定
を
作
り

な
が
ら
、
朝
鮮民
主

義々
人
民
共
和
国

の
成
立
し
た
翌四
十
九
年
に
は
、
団
体

な
ど
親
制
令
に
よる
朝
総
遵
の
解
散
と

同
時
に
、
朝
紐
煙系
の学
校
既
鎖
と
教

育
へ
の
ド
渉
を指
令
し
て
い
る
.
ま
た

現
在
で
も
、朝
鮮
人
学
校
を
私
立
学
校

と
し
て
蘂

各
種
掌
校
と
し
て
、

私
立
掌
校
と
し
ての
利
益
を
軸
否
す
る

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
圧
追
を
加

え
て
き
た
。
し
か
し
、
在
日
朝
鮮
人
髄

は
、
こ
れ
に
屈
せ
ず
、
困
難
な
中
で
、

民
款
学
級
の
形
や
鎮
麗
可
の
、寺
小
屋

式
の
よ
う
な
方
法
で
民
族
教
育
を守
り

通
し
て
き
た
.
現
在
日
本
に
朝
鮮
大
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学
一、
朝
鮮
高
校
九
な
ど
計
一五
八
の

掌
校
が
あ
る
。

京
都
朝
鮮
中
、
箭
級
掌
校は
、
こう

し
た
中
で
一九
五
三
隼
に
設立
、五
八

年
に
現
仕
の
鍼
閣
寺
山
翼
に移
転
し
て

い
る
。
普
遵
教
室
二
十
四
の他
、蚤
榎

の
特
殊
教
窒
な
ど
、
充
築
し
た殴
傭
の

いわれない反 日教育 ・民族主体 の確立を1ill醐mlU由i監
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し
て
いる
。
こ
れ
は
、
朔
解
人
教
宵
会

が
独
刀で
綴
纂
し
た
も
の
で
、
ま
た
、

教
青
資
金
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
寄
付
、

北
朝
鮮
から
の
教
脅
援
助
資
金
お
よ
び

授
渠
料
な
ど
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
.

▽

授

業
参

観

△

の
学
校
.を
訪
埴

て
画、
ま

こ
感
じ
る
こ
と
は
、
充
災
感

で
あ
る
。
徽
備
の
問
題
で
は
な
い
。

業
を
参
観
し
て
い
て
も
(と
い
っ
て
も

、
す
べ
て
が
朝
鮮
譜
で
あ
る
た
め
、
案

内
の完
生
に
通
訳
し
て
も
ら
わ
ぬ
と
、

何
が
何
だ
か
分
ら
ぬ
の
だ
が
)
、
貰
面

目
に
聞
いて
い
る
者
、
下
を
向
い
て
、

早
く
お
わ
れ
ば
暴
れ
ら
れ
る
の
に
と
思

って
いる
よ
う
な
者
な
ど
、
わ
れ
わ
れ

の中
学
、
高
校
時
代
と
全
く
変
わ
り
は

な
い。
変
わ
って
い
る
の
は
教
室
の
金

日
成
醗
相
の
写
展と
、
女
生
徒
の
大
部

分
が
、
朝
鮮
民
族
衣
漉
で
あ
る
、
チ
ヨ

ゴ
リ
を
糖
て
いる
こ
と
、
校
庭
の
民
俗

遊
戯
施
設
く
ら
いだ
」
た
だ
、
日
本
の

巾
・高
等
掌
校
に
お
い
て
根
本
的
に
欠

如
し
て
い
る
と
醸
し
ら
れ
る
、
豊
か
な

人
間
性
を
創
る
と
か
、
実
際
に
思
考
し

、
活
勤
し
て
い
く
人
闇
を
創
る
と
竪
し

ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
本
質
的
な
も
の

が
、
今
の
日
本
の丁甲
掌
・高
校
で
は
、

受
験
に
押
し
流
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
我

々
は
、
各
自
が
孤
立
し
、
疎
外
さ
れ
て

き
た
.
そ
つ
し
た
教
青
の
不
毛
性
、
自

己
疎
外
と
い
っ
た
、
我
々
の
甘
受
し
て

き
た
も
の
を
、
逆
に
強
烈
し
感
じ
せ

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
、
理
由

は
、
彼
等
の
持
っ
、
強
い
「民
族
意

醸
」
な
の
だ
。
京
都
朝
鮮
学
校
の
「教

育
目
的
」
に
は
「在
日
朝
鮮
人
学
生
運

に
、
先
ず
独
立
圏
家
公
民
と
し
て
の自

覚
と
誇
り
を
持
た
せ
る
」
と
同
時
に
、

「輝
か
し
い
祖
国
の
愛
国
的
伝
統
と
、一

香
り
簡
い
民
族
文
化
の
伝
統
を
教
え
」

「祖
国
の
建
殴
事
業
に
献
身
し
、
祖
国

の
乎
瓢
的
統
一と
世
界
平
和
の
た
め
に

照
献
つ
る
」
人
材
を
餐
成
す
る
ζ
と
が

駆
わ
れ
て
い
る
.
こ
の
「教
育
目
的
」

か
な
り
立
派
に
果
た
さ
れ
て
い
る
と
目

は
い
え
る
。
彼
等
は
、
勉
強
す
る
こ
と

と
は
、
と
い
う
間
に
は
「将
来
の
朝
鮮

為
に
」
と
答
え
る
。
自
己
の
勉
学
に
、

は
っき
り
レ
た
目
的
、
目
標
を
持
っ
た

暫
は
強
い
.
こ
れ
が
朝
鮮
人
学
校
の
充

実
感
を
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
と
見
ら

れ
た
。

こ
の
学
校
に
は
、
申
掌
校
を
日
本
の

学
校
で
終
え
た
者
、
中
学
か
ら
朝鮮
人

学
校
に
い
る
も
の
、
小
掌
校
も
、朝
鮮

掌
校
で
過
し
た
者
な
ど
が
一緒
にな
る

た
め
朝
鮮
晒
の
理
解
は
一様
で
な
く
、

そ
れ
に
対
応
し
て
教
え
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
、
先
生
の
側
も
大
変
な
よ
っ
だ.

や
は
り
「母
閣
語
」
だけ
あ
っ
て
、
そ

の
翼
解
、
上
達
は
非
常
に
早
いと
い

う
.
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
を
案
内し
てく

れ
た
先
生
を
は
じ
め
、何
人
か
の先
生

は
、
大
掌ま
で
一貧
し
て
日本
の学
校

を
獄菱
し
て
か
ら
、
こ
こ京
都
を
ほ
じ

め
、
全
国
の朝
鮮
掌校
に動
務
し
て
い

る
と
い
う
.
そう
いう
大掌
出
た
ての

若
い
朝
鮮
人
が
、朝
鮮
掌校
で仮
ら
の

後
輩
を
指
導
う
る
よ
つ
に
な
っ
た
動機

は
、
や
は
り
「民
密
議
」
に腱
め
t

こ
と
に
よ
る
の
であ
りう
。

▽

民

族

教

育

△

ら
は
「民
族教
育
」に
つ

彼
い
て
、
こう
いう
.
「わ

れ
わ
れ
朝
鮮
人
は
、過
込
の歴
史
の不

幸
の
た
め
に
、
祖
国を
は
な
れ
て、
こ

の
よ
う
に
現
在
b本
で生
活
し
て
いる

。
そ
し
て
、
橡
な々
差
別
や
軽
騰
に
さ

ら
さ
れ
て
き
た
.現
在
で
も
、
そ
つし

た
艶
別
、蔑
視は
根
強
い.
し
か
し
、

戦
前
と
戦
後
では
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場

は
違
う。
独
立
国
家
公
民
と
し
て
朝
鮮

民
族と
し
ての
ほ
こ
り
を
持
ち
続
け
る

こと
によ
っ
て、
自
己
の
存
在
を
礪
立

でき
る
し
、
生
活
し
て
い
け
る
。
そ
う

す
る
こと
に
よ
って
、
は
し
め
て
、
圏

授薬風景、若い先生が多く授繋にも熱がこもっている
〆

 

様
の
ζ
とは
、
文
集
の
中
や
、
そ
の
他

個
人
の会
緒
の
中
と
か
、
い
た
る
と
こ

りし
見
ら
れ
る
。

ま
た
振
等
は
「民
厘教
育
」
に
関
し

て
、
「た
だ
朝
鮮
人
ら
し
く
生
き
た

い、
と
のう
こ
と
の
表
わ
れ
で
、
祖
函

のこ
と
ば
で
、
祖
国
の
文
化
歴
里
を
、

同
国
人
が
教
凡る
と
い
う
こ
と
だ
」
と

説
明
す
る
。
い
りゅ
る
「反
日
教
青
」

と
い
う
点
に
つ
い
て
「日
本
の
遺
広
に

お
か
し
た
行
為
は
、
歴
畏
の
事
葉
と
し

て
教
λる
。
日
本
も
芯
れ
る
か
ら
、朝

鮮
も
忘
れ
ろ
、
で
は
話
に
な
らな
い
。

も
ち
ろ
ん
日
本
の
お
か
し
たあ
や
ま
ち

か
ら
、
日
本
を
敵
と
し
て扱
う
な
ごと

い
う
事
は
全
く
な
い.
誤
り
を指
導
し

た
者
と
共
通
の
犠
牲
誉
であ
る
日本
人

民
の
区
別
は
明
確
だ
し、
そ
の謀
ち
を

"

9

料資

今
度
の
法
案
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
、外
国
人
学
校
制
度
の
創
設

学
校
教
育
法
の
一部
を改
止
し
、新

た
に
外
国
人
学
校
制
度
を
鼓
け
る
こ
と
と
す
る
。

二
、外
国
人
学
校
の
疋
義

も
っ
ぱ
ら
外
国
人
に
対
し
て修
業
年
限
一

年
以
⊥
泣
び
政
令
で
窟
め
る
規
模
以
上
の
組
織
の
教
育
を行
な
う施

設
は
こ
れ
を
外
團
人
学
校
と
す
る
。

三
、外
国
人
学
学
教
青
に
つ
い
て
規
定
を
般
け
る
こ
と。

①

外
国
人
学
校
に
お
け
る
教
育
は
わ
が
凶
と
潴
外
圏
と
の聞
にお

け
る
理
解
お
よ
び
友
好
関
係
の
報
雌
に
役
》
っ
も
の
で
な
け
れば
な

ら
ば
い。

②

外
国
人
学
校
に
お
い
て
わ
が
国
の
利
血
お
よ
ひ
女
竺
を
轡
ず
る

お
そ
れ
の
あ
る
教
育
を
行
な
って
は
慧ら
な
い
。

四
、外
国
人
学
校
の
設
置
、廃
止
等
の
許
可
、監
督
簿
に
閣
し
次
の
事
項

を
規
定
し
、ま
た
は
学
校
教
胃
ま
の
既
醤
の
規
楚
を
準
用
す
る
こ
と

①
懇
置
、廃
止
、
設
麗
者
の
変
更
亀
の

呵

②
変
更
命
令
、
閉
鎖
命
令

③
課
可申
請
の観
告
、
教
育
の
中
止
命
令

係
L
対
し
て
、
わ
れ
々
の
とる
へき
態

炭
が
決
走
さ
れ
る
たろ
う
。

本
来
、
外
国
に
居
住
うる
外
国
人

が
、
そ
の
国
の内
政
に
ナ
渉
せ
ぬ
限
り

そ
の
土
地
で
、母
国
賠
を
用
い
て
母
国

の
教
育
を
行
う
こ
とは
、
ハワ
イ
・ブ

ラ
ジ
ル
の
日本
人
掌
校
の
存
召を
見
る

ま
でも
な
く独
立国
の
国
民
と
し
て
、

当
躰は
持
つ
こ
とが
副さ
れ
る
へき
は

ず
のも
であ
り
、ま
た
そ
れ
を
仁な
う

こ
とは
国
家
の主
樹
に
厩
す
る
こ
と
と

いえ
る
.
これ
を犯
す
こ
と
は
計
さ
れ

な
いも
の
で
あ
る
は
ず
だ
.
し
か
し
、

現
在
政
府
文
部
省
の
取
っ
て
い
る
態
度

は
、
一貫
し
て
在
目
朝
鮮
人
の
自
主
的

育
を
b
退
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
昨
鋒
調
印
さ
れ
た
「B
棘
粂
約
」

も
っ
と
知

っ
て
よ
い
朝
鮮
国

本
国
民
とも
対
等
の場
に
立
噂て
、
相

互
に
理
解
でき
る
」と
朝
鮮
掌
校
の
生

徒
が
作
っ
て
いる
文
集
「灯
台
」
に
は

次
の
よ
う
な文
灘
が
あ
る
.
「
・私
は

小さ
い時
、
家
の用
ひ
で
つ
か
い
に
行

く
時
は
、
いじ
め
っ子
に
道
を
通
せ
ん

ぼさ
れ
たり
、
棒
切
れ
で
遣
わ
れ
た
り

し
て、
抵
抗
す
る
よ
り
、
く
や
し
さ
と

怒り
で
泣
き
ま
し
た
。
な
ぜ
朝
鮮
人
だ

から
馬
駆
な
のか

な
ぜ
朝
鮮
人
だ

け
が、
ζ
んな
に
バ
カ
に
さ
れ
て
悲
し

ま
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
か
ー

と
私
は
い

つも
思
いま
し
た
。
そ
れ
で
私
は
こ
の

朝鮮
高
校
で
}生
懸
命
勉
強
に
は
げ
み

た
い

私
は
か
って
受
け
た
さ
げ
す

み
を
勉
強
の
肋
み
に
す
る
だ
け
で
す
.

私
は
今
ま
で
朝
鮮
人
と
い
う
自
鋸
も
跨

り
も持
って
い
ま
せ
ん
で
し
た
.
し
か

し
、入
摩
以
来
、
心
の
か
た
す
み
で
く

す
ぶ
って
い
た
「朝
鮮
人
〕
で
あ
る
こ

と
の
「誇
り
」
が
強
い
力
で
せ
ま
っ
て

く
る
よ
う
な
思
い
さ
え
し
ま
す
。
」
こ

こに
は
、
彼
ら
の
主
張
オ
る
、
民
鉄
の

跨
り
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の

存
在
を
破
立
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、

日
本
人と
の
意
志
疎
避
を
漂
め
ら
れ
る

と
い
う
主
張
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
同

　

語
縛
習
所
」と
し
て
はD
ま
り
、

日
本
政
府
の
予算
描
置
がな
い
苫

し
い
財
政
条
件ド
で
、知
餓あ
る

も
の
は
知
蒔を
、
金
のあ
るも
の

は
金
を
、
力
あ
るも
のは
力
を出

鵬
し
あ
っ
て
、
初
級
掌
校
、
中
級学

校
、
そ
し
て
一九
四
八
矩
には
菓

京
に
簡
緻
学
校
が
つ
くら
れ
、
一

暫
九
五
六
年
四
月
に眼
[の
大学
校

(粟
京
都
小
平
市
)ま
で発
展
し

た
。
こ
の
間
、
日
本
政
府
に
よる

"
学
校
閉
鎖
(昭
和
二
三
年
～
四
年
)

5
噂
鍍
々
の
弾
L
を
受
け
た
が
、
祖

国
か
ら
の
教
膏
援
助
蚊
と
奨
学
金

そ
の
也
の
援
助と
右
日
朝
鮮
人
の

ー
力
強
い
団
締
に
さ
さ
え
ら
れ
、
今

一
日
学
校
数
は
初
紗
ぬ
十
五
、
初
級

・中
級
併
設
学
校
三
十
三
、
中
級

掌
校
三
、
中
級

高
級
併
殿
学
校

九
、
高
級
宰
校
一、
大
掌
一、
計

百
二
杖
に
〃
び
、
学
煙
奴
は
四
力

余
人
を
取
え
て
い
る
。
ζ
の
籔
メ
・

[
は
北
朝
鮮
系
の
朝
総
速
に
厨
す
る

数
箏
だ
が
、
鵜
園
系
の
民
団
系
は

全
部
で
九
校
、
学
牛
蝦
三
工-三
西

五
十
一人
で
あ
る
。
(西
閉
大
学

新
聞
六
月
二
十
九
日
陽
と
朗
リ
ノ

ヤ
ー
ナ
ル
四
十
好
パ
月
十
日
ち
加

ら
)

P

一

一

一

;

踏
ま
え
た
⊥
で
の
友
好
関
係
を
教
え
て

い
る
」
と
い
う
。
「乙
の
教
胃
を
「反

日
教
青
』
と
い
う
の
は
全
く
のデ
ノチ

あ
げ
に
よ
る
デ
マ
だ
.
われ
われ
が祖

國
の
乎
和
的
統
一を
願う
のは
、
朝
鮮

民
族
と
し
て
当
然
の
こ
とで
あ
り、
そ

れ
を
堂

該
穐

善
峯
義
に

反
対
す
る
の
も当
然
の
こ
と
と
い
わね

瑳

い
」
.

▽
反
日
・巌

何
か
△

う
し
て
、
一応
の
「民
族

こ
敦
胃
」
と
は
何
か
を
訪
ね

終
え
た
時
、
自ず
から
、
こ
の
「外
国

人
掌
校
制
度
」
と
「民
族
教
宵
」
の
閲

8■3

…

.

鍾

駒

朝
鮮
人
の
民族
教
胃は
日本
か

に

の

髄
ら
解
旗
さ
れ
た
二
十
一年
前
「国

"

と
く
、実
体
を
持
た
な
い
、
感
覚
的
な

昌集
を
用
いる
こ
と
に
よ
っ
て
、
但
日

朝
鮮
人
に
対
す
る
日
本
人
の
心
象
を
悪

く
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
ヤ
中
槻
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
政
府
、

文
部
省
の
攻
藤
の
裏
に
は
、
今
ま
さ
に

露
呈
さ
れ
て
い
る
日
本
の
教
青
の
反勘

化
と
不
可
分
に
給
含
し
た
反
共
政
策
が

ひ
そ
ん
で
い
る
。
四
十
八
年
の
朝総
遮

の
解
散
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、ま
た
そ

の
後
の
一遮
の
域
族
教
冑
に
対す
る
圧

週
に
み
ら
"
る
よ
づ
に
、
そ
の骨
チ
は

「団
体
等
規
制
令
」
か
ら
「破
暴法
」

に
引
き
つ
が
れ
た
、
「治
致維
汐
r
の

対
象
と
し
て
朝
鮮
挙
校
を
とら
民て
い

る
。
さ
ら
に
、
外
国
人
登
鎌法
に
よ
っ

て
、
叢
録
設
の
常
時
携
滞
を義
勝
づ
け

日
本
国
民
の
責
任
に
お
い
て

ま
だ
残
存
す
る
戦
前
の
意
識

を
墾樵
に、
在
日
昭
鮮
人
、
特
に
北
鮮

系朝
鮮
人
の
民
低
教
胃
に
致
命
的
な
打

撃
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
.

在
旦
盟
騨人
は
、
旦
父
と
同
じ
よ
う

に
日本
の
学
校
へ外
国
人
と
し
て
通
う

な
ら
、
日
本
人
と
側
等
の
「保
硬
」
を

与え
る
が
、さ
も
な
い
と
、
外
国
人
学

校
と
いう
制
麗
の
申
で
認
可
、
監
督
を

受
け
る
よ
う
にせ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し

て
、
日本
人
と
同
一を
は
か
る
一方
で

　

は
、
様

な々
干
渉
、
統
制
で
民
族
教
胃

を破
機
しよ
う
と
す
る
の
で
あ
る
.

レ
かし
、そ
の
厚
迫
の
理
田
と
す
る

「反
日
」
教
青
に
つ
い
て
も
、
「反

日
」と
いう
晋
葉
の
定
綴
を
明
確
に
下

し得
な
いと
いう
点
に
鋸
呈
さ
れ
る
こ

、
不
庄
意
で
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合で
も

す
く
さ
ま
逮
捕
で
き
、
最
高
一年
の笑

刑
を
下
す
ζ
と
が
で
き
るな
ど
の規
足

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
国人
の九
五

%
以
上
を
占
め
る
朝
鮮
人
に対
す
る
続

制
は
き
び
し
い
.
こ
れ
に
拍
思
を
か

け
て
「日
韓
条
約
」
が
調
印さ
れ
、
韓

国
か
ら
の
在
咽
朝
鮮
人
に幻
す
る
比
型

が
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
褒
われ
が
、今

度
の
「外
国
人
学
校
制
度
」な
ので
あ

る
。
戦
後
、
朝
鮮
戦
争
を契
槙
と
し
、

朝
鮮
氏
族
の
犠
牲
のも
と
に立
て
直
炉

た
日
本
独
占
資
本
主
義
、
そ
の自
力
の

第
一歩
と
し
て
踏
み
出
し
た
「日
韓
条

約
」
に
よ
っ
て
、
南
北分
裂
を
固
定
化

し
、
韓
嗣
セ
反
共
産
淑
挙国
メ
と
し
て

④
報
告
の提
出
、
実
地
の
調
査

⑤
学
杖
経
費
の
設
麗
者
負
担
、
授
策
料
の
徴
収

⑥
校
長
、
教
員
の
設
置
お
よ
び
校
長
、
教
員
の
欠
格
理
由

を
設け
る

八
、外
国
人
学
校
の
監
督
庁
に
つ
い
て
の
規
定
外
国
人
学
校
の
監
督
庁

は
文
部
大
臣
と
し
、
文
部
大
臣
は
こ
の
法
人
に
よ
る
権
限
の
脚部
を

政
令
の
辻
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
遭
府
県
知
事
に
委
任
す
る
こ
と
が

でき
る
。

(以
下
陥
)

現
在
、外
国
人
が
仕住
国
で
教
育
を
受
け
る
た
め
に
は
在
住
主
権
国

の何
ら
か
の
規
別
を受
け
る
の
が
国
際
慣
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か

し
、
右
の払
案
は
、
治
案
立
法
角
の
濃
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た

外
国
人
子校
制
度
は
埼
琳
に
も
朝
鮮
人
以
外
の
外
国
人
学
校
に
も
適
用

さ
れ
るけ
れ
ど
、在
日
外
国
人
の
九
五
%
以
上
が
朝
鮮
人
で
あ
り
「各

極
チ校
」
と
し
て認
可
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
人
学
校
五
十
五
校
の
う
ち

五
十
二
枚
が
北
朝
鮮系
ね
ので
、
榊実
上
周
法
実
の
規
制
は
北
朝
鮮
系

学
校
が
工
に
適
用
さ
れ
ろ
こと
は
明
白
と
な
「て
い
る
。
(西
南
天
学

新
聞
六
月
二
十九
日
号
から
)

お
し
立
て
、
そ
の
彼
で
独
占
資
本
の和

潤
を
得
よ
つ
と
す
る
とき
そ
の緬
果
は

一当
外
強
引な
反攻
政
策
の実
態
、
在
目

北
朝
鮮
人
の」
逼
と
な
って
帰
って
く

る
結
果
が
予想
さ
れ
てく
る
は
ず
で
あ

る。

1

ー

ー
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国
際
、国
内
情
勢
の
再
編
過
程

夏
休
み
前
後
の
瀦
事
件
に
つ
い
で

・

醐

・

中
国
の
整
風
趣動
は
こ
こ
二月
の
問

に
急
速
な
展
開
を
見せ
、北
京
市
局
の

改
組
、
中
央
政
治局
員
の
再
編
に
よ
る

毛
沢
東
-
杉
厳
揃
導
体
制
の
確
立
の

後
、
紅
衛
兵
の登
場
を
み
た
文
化
大
革

命
の
推
遮
中
であ
る
。
紅
衛
疑
還
動
が

ス
キ
ャ
ン
ダ
ラス
な
側
面
を
強
調
さ
れ

て
報
道
され
てく
る
中
で
、
晃
颪資
本

京
の
廃止
、プ
ロレ
タ
リ
ノ
独
裁
へ
の

移
行
富
各
へと
断
片
的
な
智
報
だ
が
政

治体
制
の着
実
な
進
農
を
予
測
さ
せ
て

いる
.
中
共
内
郎
に
お
け
る
杭
力
闘

争
、中
国
輩
命
路
緑
の
確
立
等
々
の
問

題
と
し
て
は
、
歪
形
化
さ
れ
た憐
撮
に

よ
って
は
明
確
に
把
握
し
難
い.
さ
ら

に
中
国
の
圏
際
的
位
置と
の関
連
にお

い
て
と
ら
え
ら
れ
、
中国
内
部
の
矛
盾

関
係
の
表
われ
と
し
て分
析
す
る
に

も
、
今
後
の
道
展
に
よら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
.

一方
、
ヘ
トナ
ム
戦争
は
十
一日
の

制
壷
議
会
選
挙
を
押え
て大
き
な
戦
醐

は
行
な
わ
れ
て
いな
いが
、
ト
ン
キ
ン

湾
で
の
ア
メ
リ
カ機
に
よ
る
中
国
漁
船

爆
撃
の
煩
発な
ど
、ア
メ
リ
カ
に
よ
る

大
量
曜
事
介
入
は
定着
化
し
っ
っ
あ

る
.
ベ
トナ
ム
をめ
く
る
国
際
情
勢
は

自
由
t
義
国
に
お
け
る
東
用
ア
・極
東

軍
獅体
制
の
定
着
と
、
ヨ
ー
ロ
ノ
パ
晶

園
に
みら
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
ぺ
L
ナ
ム

政
策
への
批
胡
傾
向
、
ド
ゴ
ー
ル
大
漉

倒
のカ
ン
ボ
ジ
ア
訪
門
を
中
心
と
す
る

ヘト
ナ
ム
中
心
化
へ
の
土
張
と
、
ソ
連

の
北
ベ
ト
ナ
ム
楼
助
強
化
と
北
ベ
ト
ナ

ム
の
ソ
連
へ
の
姻
斜
が
み
ら
れ
る
.

二

こ
れ
ら
の
緒
事
件
の
中
に
底
流
と
し

て
b
∬
9
㊨も
の
は
一九
七
〇
年
代
へ

の
帝
団
㌃
義
㎏
階
の
賢
本
「
義
勉
園
に

よ
る
後
逸
圃
遮
出
、
援
吻
の
渚
オ麿

と
、
勢
刀圃
確
Z
の
競
合
関
保
、第
二

に
国
家
独
占
資
本
艮
隠
の
景
録
に対
す

る
過
敏
な
彫
響
1
す
で
」
ア
メリ
カ
の

イ
ン
フ
レ
傾
向
と
、
ベ
ト
ナ
ム
終戦
に

よ
る
ヂ
フ
レ
懸
倉
と
し
て
翠
りれ
て
お

り
、特
漏
の動
向に
よ
る
日
本
の
変
型

さ
れ
た景
気
復
活
にみ
ら
れ
る
ー
相
関

保
、第
三
に
反共
軍
事
体
捌
ー
N
E
A

TO
・
S
1.rO
・
N
AT
O
の
両
編

動
向
、第
四
に国
際
流
勤
性
増
加
の
た

め
の第
皿
IM
r
の扮
賜
簿
に
み
ら
れ

る
国際
貿
易関
係
の両
整
備
の
問
題
が

再
び
登
崩
し
つ
つあ
る
。
こ
れ
に
対
し

て社
主
禽移
圏
にお
い
て
第
一に
中
ソ

の
　層
の離
反
、
中
聞
地
箭
擶
と
平
和

共
有
路
椋
の後
逃
国
革
命
に
対
す
る
拙

導
関
係
の変
化
、
第
二
に
狩
に
ベ
ト
ナ

ム問
題
に
関
連
し
て
表
わ
れ
る
こ
の
関

係
は
ベト
ナ
ム
戦
争
の
動
同
を
決
定
∫

る
で
あ
ウう
。三

・

日
本
に
っい
て
ほ反
共
理
事
体
制
へ

の自
L朗
参
加
と
独
占
資
本
の
臼
立
化

に
よ
る
園
膿
市
場
茜
出
、社
会
主
義
圏

貿
易
推
迅
と
の
聞
に
矛
麿
が顛
他化
し

て
い
る
駆
階
で
は
な
い
.当
整
、ま
尼

成
畏
経
済
化
に
お
け
る
蹴
気変
動
を
メ

ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
兄
殴
うる
囚的
一4.

腐
関
原
の
発
展
と
し
て
今後
の傾
向
が

決
足
さ
れ
る
と
み
てよ
い。
択
院
解
散

綴
法
改
疋
と
七
〇
鉢新
ム
保改
疋
へ
の

布
石
もし
て
の
ぜ挙
区改
疋は
成
法
化

の
丁
統
き
冶
と
と
の
λ
ら
れ
て
いる

が
、
衆
議
蝋
解
放
気
配
の
中
で新
し
い

展
開
を
み
せ
て
いな
い。
工
LO
八
七

月
築
絢
関係
国
内法
の瞥
禰
が平
行
し

て
具
体
化
し
つ
つ
ある
。

労
働
返
動
と
充製
潮
流
の中
で、
中

国
の
墜
風
蓮
勤
と
平
行
し
て日
本
共
産

党
の
〃自
立的
路
尿
"
が原
水
禁
大
会

の
中
で
顕
d
化
し
「赤
旗
」
の社
碗
h

よ
って
強
調
さ
れ
た
.
こ
れ
は
ソ速
・

中
国
共
産
覚
と
の
関
係
を
変
化
さ
せ
、

国
内
方
翼
他
潮
流
と
の
億
麗
関
係
を
変

更
さ
せ
る
と
し
て
も
、
対
資
本
主
義
の

分
析
が
変
更
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い.
一方
、
社
会
党
内
で
は
新
安
保
改
一

定
に
つい
て
の
石
橋
案
が
党
決
定
に
よ

り
修
正
さ
れ
た
扇
に
対
し
、
江
田
組
織

局
畏
の
秋
の
委
員
長
立
候
麹
澱
明
が
行

わ
れ
、
社
会
覚
⊥
流
派
と
獲
改
派
抗
争

は
組
繊
的
対
決
の
次
元
に
,'っ
て
い

る
。
総
騨
で
は
す
で
に
汰
田
議
畏
に
代

っ
て堀
井
私
鉄
総
運
委
員
叢
が
議
畏
に

就
任
し
た
。
太
田
賂
緑
の
変
更
は
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
見
方
が
強
い
が
、
曜
樹

派
k
つな
が
る
構
改
派
の
組
級
薩
出

は
、労
働
速
劾
の
ち
傾
化
と
し
て
注
目

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

▽
日
朝
の
関
係
△

か
し
、こ
つし
た
籍
骨
な

し
反
共
政
策
を、
「友
日
」

の名
の
も
とに
副
し
て
は
な
ら
ない
.

何
が
「友
日
」
で
あ
り
何
が
「国
益
」

で
あ
る
か
傭
、
箱
政
者
11
擢
力
者
に
決

定
さ
せ
る
こ
と
は
、
単
に
在
日
朝
鮮
人

のみ
な
ら
ず
、
日
本
人
自
身
に
と
って

も
桃
め
て
種
険
な
し
と
しい
わ
ね
ば
な

ら
冨い
。

さ
ら
に
い
え
は
、
こ
つし
た
朝
鮮
人

の民
族
教
育
に
対
す
る
圧
遺
に
は
、
歴

史
的
に形
成
さ
れ
て
き
た
日
本
人
の
朝

鮮
人
に苅
す
る
蔑
視
、
差
別
の
慰
想
が

色
濃
く反
映
さ
れ
、
在
日
朝
鮮
人
を
極

力
日本
人
に
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
政

策
など
に
衰
わ
れ
る
点
に
大
き
な
問
題

があ
る
。
歴
史
的
に
いえ
ば
、
こ
う
し

た蓮
別
蜆は
、
明
治
以
来
の
日
本
の
「

疑国
」と
いう
選
民
思
想
に
支
え
ら
れ

た、
他
民
族
軽
視
に
は
し
ま
り
、
B
本

帝
国
主
羨
の慢
略
行
為
の
一九
一〇
年

の日
韓
併
合
に
よ
る
、
植
民
地
支
配
を

通
じ
て
確
立
さ
れ
た
.
巨
大
資
本
に
土

地
を
奪
わ
れ
た
彼
ら
は
、
低
質
金
労
働

者
と
し
て
日
本
に
流
入
を
余
義
な
く
さ

れ
、
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
の
埴
民
地
の
分

裂
支
配
に
も
似
た
関
係
を
、
日
本
人
労

働
省
階
級
と
の
聞
に
生
み
出
し
、
決
定

的
な
嫌
患
感
と
差
別
を
負
わ
さ
れ
れ
.

こ
の
箆
別
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て

も
、
い
ま
だ
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
.

職
粟
選
択
の
際
の
こ
と
は
も
ち
ろ
λ
、

米
英
独
な
ど
諾
外
国
で
は
行
な
わ
れ
て

い
る
、
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
な

ど
の
社
会
福
祉
は
、
は
ん
の
わ
す
か
し

か
行
な
わ
れ
て
い
な
い
し
、
国
繕
選
択

や
、
祖
国
と
の
往
来
と
い
う
、
人
聞
の

基
本
的
人
権
と
み
な
れ
る
こ
と
か
ら
に

つ
い
て
も
、
朝
鮮
人
、
特
に
北
鮮
系
の

人
々
に
対
す
る
荒
別
に
は
大
き
なも
の

が
あ
る
。
政
府
文
那
省
か
行
な
う
「民

族
教
育
」
を
「反
日
教
育
」
と
よ
ふ
プ

ロ
パ
ガ
ノ
ダ
も
、
そ
つ
し
た
日
本
人
の

、
朝
鮮
人
に
対
す
る
蔑
視
の
傾
同
を見

ぬ
き
(い
や
、
先
の
,
木
文
部大
臣
の

「我
々
は
、
よ
く
ぞ
ア
フ
リ
カ
の
土
人

や
朝
鮮
人
に
生
ま
れ
な
く
て
よ
か
っ
た

」
と
い
う
発
雷
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

む
し
ろ
文
配
層
に
そ
の
傾
向
は
強
い
)

そ
れ
を
ね
ら
っ
て
のも
の
であ
ろ
う.

ロ゚ーマは一 日にしてならず鴨

この 味 、こ の評 判 も一 ・。

さ乏ら食堂
四条店 河・四≡醗 跨 翫 亨

1
ル
ル
筋

し
か
し
、
そう
し
た差
別
観
が
、
日

本
の
朝
鮮
穂銑
地
支
配
と
いう
歴
史
に

よ
っ
て
形成
さ
れ
たも
ので
あ
れ
ば
、

我
は々
断
咽
と
し
てこ
れ
を
打
ち
破
ら

ね
はな
ら
な
い。

▽

真

の

友

好

形

成

の

た

め

に

△

う
し
た
観
点
に
立
つ
と
き

そ
こ
の朝
鮮
人
掌
校
の民
放

教
育
と
い
うも
のは
人
き
な
意
昧
を
持

り
て
くる
。
歴
父
上
で
、
日
本
が
お
か

し
た
、
慢
略者
とし
て
の過
ムを
の
り

越
乳
て
、ま
た
、臼
本
人
の中
に
つち

か
わ
れ
てき
た
朝
鮮
人
へ
の蔑
視
と
、

そ
の
反対
巖仔
とレ
て
の、
朝
鮮
人
の

景

日
本人
に
対
す
る
憎
悪
、
反
感
を
克
服

全
}し
て
、日
本
人
と
朝
鮮
人
が
独
V
U
た

民
秩
」
とし
て共
通
の
堤
振
に
立
ち
、

校

さ
ら
に
は
、
それ
を
イ
ソ
ター
ナ
シ
ョ

学

臨
騎
難
魏
雛
殖　

だ
う
つ
。と
い
う
のは
、
こう
し
た
」

鞭
緩
顯
離
舗
巖
狸

胡雛
難
薙
漿

の　
　
に
つと
め
　
な
のぬ
り
と
　
　
　

露

に
つ
け
・そ
釜
に
立
・て
・
日
}

交
と
の藷

に
努
め
る
忌
に
疹

「

日
本
人
の
朝
鮮
に
対
す
る
理
解
を
深
一

め
る
こと
が
でき
る
。
こ
う
し
て
「民
一

族
」と
し
て瞥

の窪

と
し
て
認
め

「

雌
雛
鎌
購
壁

族
教
育と
は
朝
鮮
人
民
の
、
祖
国
の
菖
一

鰻
韓
塑

三

人
間
と
し
て
の
運
帯
」
と
い
う
些

繊羅
醗
購
継

日
朝
鮮
人
は
、
母
国
を
腱
れ
て
、
い
ろ

いろ
な制
限
を
加
乳ら
れ
て
い
る
、
外

国
で
あ
る
と
こ
ろ
の
日
本
に
い
る
。
彼

ら
に
は
彼
ら
の
風
工
が
あ
り
、
歴
史
が

あ
り
、
伝
統
が
あ
り
文
化
が
あ
る
。
彼

ら
を
日
本
に
同
化
さ
せ
る
ほ
ど
愚
か
な

こと
は
な
い
.
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
日
本
と
朝
鮮
の
、
新
し
い
、
正
し
い

関
係
は
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

我

は々
、
日
朝
両
氏
族
の
止
し
い
相

互
理
解
と
連
帯
を
願
う
者
と
し
て
、
政

府
・文
部
省
の
民
族
教
育
ヒ
迫
に
断
固

抗
議
し
、
教
齊
反
動
化
さ
ら
に
は
、
日

本
独
占
資
本
の
要
求
㍗
る
反
共
政
策
の

【環
と
し
て
こ
の
間
題
を
と
ら
λ
、
次

期
国
会
へ
の
「学
校
数
育
法
一部
改
正

案
」
の
上
程
を
阻
止
∋
へ
く
闘
争
を
用

意
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

駄
篠

饗

第
七
回
教
喪
部
祭
は
ハ月
↑
一目
か
ら

十
八
日
の
一偲簡
打
な
わ
れ
た
が
、
こ

れ
は
昨
年
よ
り
」週
間
も
期
間
が
短
頼

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
半
に
な
ス・に

従
って
学
生
の
意
識
が
漕
れ
て
し
ま
.

た
と
い
う
第
六
回
の
反
省
に
よ
り
改
趨

鷲
誌
超
辞
雛
墾

イ
ト
ル
と
し
て
「引
き
裂
か
れ
た
掌
園

の
自
治
に
生
命
を
/
そ
し
て
輝
や
か
し
}

き
胃
春
を
/
」
と
い
う
も
の
で
、
お
祭
一

的
藝

の
聖

筋
の
埋
・を
つ
空

ぬ
か
せ
よ
っと
り
っ
イ
メ
r
ノ
のも
と

に
、
実
行
委
員
会
企
同
`
し
て
テ
ー
マ

・テ
ー
チ
イ
ン
が
催
さ
れ
、
現
在
全
国

大
学
が
と
り
あ
げ
て
い
る
「大
学
の
あ

り
方
」
に
つ
い
て
も
つ
一度
つ
き
つ
め

て
考
乳て
み
よ
う
と
い
う
奮
図
が
含
ま

襲
然
蝶
継
鍛
囎
勉

夜
祭
の
あ
「
た
六
月
十
㎝日
午
後
三
時

か
ら
行
な
わ
れ
た
他
、
へ平
速
の
但ズ
ム

な
ど
が
持
た
れ
た
。
(仏
大
新
聞
六
月

古

暑
か
ら
)

一}一
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悲
劇
に
於
け
る
居
直
り

■
ー

ロ

シ
ー
ヌ
の
悲
劇
中
、

7
ヱ

現
在
嚢

琉

る

口
i

圏

こ
と
の
少
な
い
作
品

に
「ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
大
王
」
が
あ

る
。
こ
の
生存
時す
で
に
人
格
を
疑
わ

れ
、
い
か
がわ
し
い噂
と
悪
意
の
中
傷

(多
分
に
根
狐
のあ
った
)
に
満
ち
満

ち
た
身
辺
を
持
っ
て
いた
劇
詩
人
の
作

品
中
、
そ
の
上
演方
法
に
お
い
て
最
も

ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
戯曲
は
、な
る
ほ

ど
ラ
シ
ー
ヌ
の
生
涯
の
中
でも
不
可
思

議
な
誤
檀
、
落
丁
の
よ
う
な
部分
で
あ

る
。
「ラ
・テ
イ
バ
イ
ソ
ド
」に
お
い

て
、
老
コ
ル
ネ
イ
ユ
を
模
倣
レ
なが

ら
、
そ
の
大
君
壮
語
的
展
開
の底
に
、

来
る
べ
き
才
能
の
開
花
の
かぐ
わ
し
い

予
感
を
秘
め
て
い
た
ラ
シ
ー
ヌは
、
こ

の
「ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
大
王
」
にお
い

て
、
若
い
才
能
の
持
つ
未
来
へ
の展
望

を
閉
じ
た
か
に
見
え
た
の
てあ
る
。

し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
作
品
の中
の

部
分
に
愛
着
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の愛

着
の
ゆ
一落
匹、
こ
の
不
評
判
な
悲
劇

を
、.今
も
時
折
り
読
み
返さ
ず
には
い

ら
れ
な
い
の
で
あ
る。

ア
ク
シ
ァ
ー
ヌ
お
お
、大
王
よ
.

御
身
の
武
器
が
流さ
せ
た
涙
を
御
覧

に
な
って
、
お
心
を
なぐ
さ
ま
れ
ま

す
か
。
そ
れ
と
も
、
かか
る
境
涯
に

成
り
果
て
だ
こ
の身
ま
でも
、
妬
ま

し
く
思
し
召
す
の
か。
苦
し
み
に
泣

く
と
い
う
自
由
を
.

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル

こな
た
の軟
き

は
当
然
。
そ
れも
御身
の自
由
で
あ

ろ
う
。
(第
四
幕
、
二
場)

こ
れ
は
「悲
し
み
の自
由
」と
いう

こ
と
に
つ
い
て
の
会
話
であ
る
.
イ
ン

ド
の
女
玉
ア
ク
シ
ア
;
ヌ
の上
に
降
り

掛
った
悲
塊
は
、
彼
女
の自
由
意
志
に

よ
って
選
ぱ
れ
た
も
の
であ
り
、'選
ば

れ
た
自
由
な
る
輝
故
に
、悲
歎
も
ま
た

当
為
"宿
命
〃の
証
明
に
よ
る
自
由

主
張
で
あ
り
う
る
と
いう
こ
と
が
、
こ
一
も
し
そ
こに
人
聞
の自
由
意
志
が
加

の
部
分
で
判
る
のだ
。
「ア
レ
ク
サ
ン
【え
ら
れ
る
なら
は

。

ド
ル
」
は
、
ラ
シ
ーヌ
の作
品
中
、
最

つ
ま
りは
こう
で
あ
る
。

も
こ
の
種
の悲
尉
の主
体
性
に
欠
け
る

落
石
の
危
険
があ
る
ζと
を
知
り
`

も
の
だ
が
、
なお
か
つ、
こ
の
よ
う
な
【が
ら
、
心
臓
病
の発
作
を
予
知
し
な
が

融醸
のっ籍
嬉
勧舞

雑
べ矯
砒鏡
黙
麗

卿耀
獣
饗
聴
縫

居鞄
藷
醒
藪
麓
機

て
も
私
は
たじ
ろ
がぬ
。
か
く
な
る

　

上
は
、
こ
の身
を引
き
ず
り
回
す
還

命
に
、
冨目
のし
も
へと
な
って
従

っ
て
や
る
。
(第
一幕
・
一場
)

こ
れ
は
「盲
目
のし
も
へ」
と
な
っ

て
「運
命
」
を迎
え
よ
う
と
い
う
目
覚

な
の
で
あ
り
、悲
劇を
引
き
う
け
る
目

由
を
、
オ
レ
ス
トが
ユ
体
的
に
行
使
し

た
と
い
う
事な
の
であ
る
。
オ
レ
ス
ト

バ
ジ
ヤ
ゼ

妃
を
下
、
今
一度
お
選

ぴ
を
、
玉
座
へ
の
道
か
、
生
翼
と
な

さ
れ
る
か
。
お
好
き
な
よ
っ
に
な
さ

れ
る
が
よ
い
(第
一.一幕
・
一場
)

こ
れ
は
因
わ
れ
の
王
子
バジ
鴨ゼ

が
、
妃
ロ
ク
サ
ー
ス
の
愛
を
収
れれ
ぱ

生
命
と
王
描
を
手
に
入
れ
る
事
が
出

来
、
拒
め
ば
死
を
与
λ
ら
れる
事を
知

り
つ
つ
、
強
い
て
最
後
の決
断
を
遺
る

時
の
セ
∬
フ
であ
る
。バ
ジ
マゼ
は
可

憐
な
王
族
の
姫
ア
タリ
ード
を
秘
か
に

愛
し
て
居
り
、
こ
の愛
を
っら
ぬく
為

に
、
死
を
も
辞
さ
ぬ
の
であ
る
。
「生

を
選
ぷ
か
、
死
を選
ぶ
か
」
と
いう
間

い
は
、
ラ
シ
ー
メ
の人
物
の
総
て
に
降

り
掛
っ
て来
る
聞
いで
あ
り
、
そ
れ
は

ま
こ
と
ラ
シ
ー
ヌ
に
お
い
て
、と
い

一;
つよ
り
、
秀
れ
た
悲
劇
全
般に
お
い

て
、
悲
し
み
と
は
、
遇
然
の所
産
で
は

な
く
{
主
人
公
の
決
意
が
、人
間
を
超

え
る
の
と
対
等
に
な
り
、
そ
の意
志
を

先
取
り
す
る
所
に
生
ま
れ
て来
る
。
何

心
な
く
歩
い
て
い
て
、
突然
落
石
の下

U
き
に
な
っ
た
り
、
心
臓
病
の発
作
で

　
れ
た
り
す
る
こ
と
は
へ　
ね
では
な

繊
墾

破
滅
の姿
な
のだ
」
こ
れ
程
ア
レ
ゴ
リ

カ4
な
鈷
は
な
いで
あ
ろ
う
。

アメ
リ
ー

私
は
見
た
い
と
思
っ

て
いた
.
そ
し
て
私
は
見
た
。
私
は

満
足
で
す
(第
二
幕
、
七
場
)

と
いう
心
の
満
足
こ
そ
、
人
間
の
悲
劇

だ
った
の
で
あ
る
。

回
i

ロ

シ
ー
ヌ
。
そ
の
名
は

一
ラ

一
糞

讐

で
あ

ロ
ー

ロ

る
、
彼
の
生
存
当

時
、
始
め
に
少
し
は
か
り
触
れ
た
よ
う

に
、
彼
の
評
判
は
よ
ろ
し
か
ら
す
、
そ

の
死
後
も
、
彼
の
作
品
の
評
価
と
は
別

に
、
そ
の人
物
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、

黒
い
噂
に
よ
って
お
お
わ
れ
て
い
た
.

女
は
死
ぬ
.
夢
ほ
ど
き
こ
そ
、
人
聞
の
}の
底
か
ら
は
い
の
ば
P
た
、畳
か
で、

自
由
意
志
が
産
ま
れ
た
時
、落
石
も
、

心
臓
病
も
、
そ
の
入
問と
対
等
な
価
値

を
付
与
さ
れ
、
一っ
の
脊
dに
昇
格
す

る
。
つ
ま
り
、
宿
命
に
、神
に
、
な
る

の
で
あ
る
。

↓「ア
認
蒙

結

ロ

■

そ
の
名
をフ
フン
ス

演
劇
史
上
不
滅
の
も
の
とし
た
「ア
ン

}ド
ロ
マ
ッ
ク
」
を
書
く
が
、
こ
の劇
の

冒
頭
で
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
の子
息
オ
レ

ス
ト
は
ギ
リ
シ
ヤ
の
全権
大使
と
し
て

エビ
ー
ル
の
国
に
来
り
、
遇然
め
ぐ
り

合
った
親
友
オ
レ
ス
ト
に
、
こう
い

う
。

オ
レ
ス
ト
い
か
な
る
危機
に対
し

が
生
け
る
悲
剥
と
し
て
立ち
は
だ
か
る

一為
に
、
彼
は
避
け
得
へき
事
態を
知
り

}つ
つ
、
我
が
身
で
そ
の渦
中
に
飛
び
込

む
「運
命
」
の
鎖
に宮
分
か
ら
手
を
さ

し
の
へ
る
.
そ
れは
「魔
性
のワ
ナ
」

で
あ
る
が
そ
の
魔
性と
は
、
制
しが
た

い
自
我
の
働
き
であ
り
、悲
剥
の存
在

を
証
明
せ
す
に
は自
己を
明
ら
め
る
事

の
出
来
な
い
、
人間
の決
意
の童
天
さ

に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ。

ト
ル
コ
の
後
宮
を
舞台
に
し
た特
異

な
密
室
劇
「バ
ジ
ヤゼ
」
でも
、
主
人

公
達
の
運
命
は
、
つね
に自
我
のえ

ら
び
の
只
中
に
あ
り
、
各
人
物
が自
由

一憲
志
を
行
使
せ
ざる
を
得
な
い
「誇
り
」

に
そ
の
焦
点
が
定
め
ら
れ
る
。

の転
換
の
中
で
灼
け
尽
く
す
。
映圃
独
特
の技
法
に
よ
って
厄
介

な
追
跡者
の
役
目
を
放
葉
し
て
作者
は
それ
を
仮
面
の
男
の
想
念

の中
へ押
し
つ
け
る
。
〃余
り
にも
個人
的
な
"傷
と
は
ど
の
よ

う
な傷
な
の
か
。
戦
争
の
傷
も
そ
の概
念的
な
慧
味
を
除
外
す
れ

ぱ
それ
を
負
う
個
人
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の傷
を
完
全
に
自

已
のも
のと
し
て
所
有
し
切
る
ζ
こ
が
迫
られ
な
けれ
ば
な
ら
な

い
の
だ。
仮
面
の男
の
〃余
り
に
も
個
人
的
な
"と
いう
フ
レ
ー

ズ
は
そ
の傷
の所
有
を
放
漿
し
た
男
と
作
者
の
立場
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。断
絶
し
た
苅
話
と
医
師
を
殺
し
た
後
に
立ち
つく
す

仮
面
の
男
の孤
立
の
影
は
こ
こ
で
追
求
さ
れ
た
自由
と
連
帯
の下

等
さ
を
示
し
て
いる
。

スタ
ソ
フ
・キ
ャス
ト
・小
遵
具
ま
で
の
ふ
ざ
け
た程
の
一流

霊
義
は
多少
目
障
わ
り
で
ぱ
あ
る
が
そ
れ
だ
け
退
屈
レ
な
いで
す

む
作
品
では
あ
る
ゆ

(西
)

"男
の
顔
は
履書
歴
"と
いう
安
慶
昇主
演
の
キ
ザな
題
名
の

映
圃
が
あ
っ
た
.内
心
〃鼻
が
も
う
少
し
高
け
れ
ば
〃な
と
と
思

って
い
て
も
男
は
女
のよ
う
に
簡
単
に
整
形
し
て
し
ま
う
気
にも

な
れ
な
い
.
そ
のキ
ザ
が雅
に
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
頭
の
外
形

的
美
醜
以
上
に
自己
の善
良
な
市
民
と
し
て
の
持
続
在
を
よ
り
高

き
に
置
く
故
に
〃鼻は
低く
と
も
人
か
ら
信
頼
さ
れ
る
よ
う
な

頭
"
な
ど
に
我
慢
を
する
ので
あ
ろ
う
。
頬
の
刀
傷
や
ヤ
ク
ザ
に

と
っ
て
晴
れが
ま
し
い
〃バク
"
であ
る
と
す
れ
は
傷
を
見
れは

他
の
顔
と
一口
議
別
必
易
い
ζと
に
よ
って
ヤ
ク
ザ
と
し
て
の
資

任
の
持
続
性
を
誇
り
う
ると
いう
こと
で
あ
ろ
う
。

勅
使
河
原
監
督
は
安
傍
公房
の
尿作
を
履
歴
書
を
負
っ
た
男

(仲
代
)
と
そ
れ
を
偽造
し
てや
る
医
帥
(平
一)
対
話
を
中
心

に
ま
と
め
上
げ
テ
ー
マ
の
哲
学的
処
理
に
輿
昧
と
緊
張
を
失
わ
せ

な
い。

貴
族
趣
味
の
仮
面
舞
踏
会
にな
ら
あり
得
そ
う
な
夫
と
妻
の
他

人
と
し
て
の
情
事
を
特
殊な
設
定
の中
で
恰
か
も
興
味
深
い
実
験

で
あ
る
か
に
見
せ
る
の
は勅
使
河
原
の実
力
で
あ
ろ
う
。
仮
面
に

よ
って
得
ら
れ
た
男
へ
の復
楴
行
為
とそ
れ
に
よ
って
完
全
に
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
夫
と
し
て
の構
利
、
そ
の葛
藤
の
宋
、
男
は
憤

り
仮
面
を
脱
い
で
夫
で
あ
る
ζ
と
を回
復
し
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
そ
れ
以
前
に
男
の
匿
名性
は
妻
に
よ
り
破
ら
れ
て
い
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
仮
面
に
よ
う
て獲
得
さ
れ
た
蟹
名
行
動
-
自
由
の
図

式
が
こ
の
妻
と
の
密通
の
失敗
と
籾
薄
の娘
に
よ
って
破
壊
さ
れ

男
は
再
び
自由
-
孤
立か
ら
市民
的
浬
帯
の
世
界
に
潜
伏
し
よ
う

乏
ず
る
。

個
人
や
目
由
に対
す
る
意
諏
の戦
後
的
展
開
の
行
き
過
き
に
対

し
個
人
の
人格
と
費
任
を
代
表
し
禦
縛
の
象
徴
的
騨
で
あ
る
顔
を

失
わ
せ
る
こ
と
によ
り
新
し
い
連
帯
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る

作
晶
と
見
る
こと
が出
来
る
。
し
か
し
大
島
渚
が
「悦
楽
」
に
お

い
て
見
せ
た
極度
に
限
定
さ
れ
た
個
の
状
況
を
「他
人
の
顔
」
で

は
こ
の
哲学
的
実
験
を
や
り
易
く
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
観念

的
素
材
を
導入
し
て
いる
.
そ
れ
は
一方
に
お
い
て
仮
画
の
男
を

あ
まり
にも
簡
単
に
ニヒ
リ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
救
出
し
、
他
方
女

易な
アナ
ーキ
ーに
走
ら
せ
て
い
る
と
い
え
る
だ
う
つ
。

入
江粟
樹
紛
する
原
爆
ケ
ロ
イ
ド
の
娘
が
仮
面
の
男
の
想
念
の

中
か
ら
対照
的
な
傷
の持
主
と
し
て
画
面
に
章
場
す
る
。
仮
凹
の

男
の
〃余
り
に
も
飼
人
的
な
"
傷
に
対
し
原
爆
τ
戦
争
-
集
団的

と
い
う解
釈
に
立
ち
作
着
達
は
こ
の
傷
痕
を
明
る
く
美
し之
描
き

統
け
る
ので
あ
る
。
そ
し
て
兄
と
の
槽
事
の
後
娘
は
明
け
方
の海

ハ
一人
で
消
え
て
行
き
残
さ
れ
た
兄
は
鮮
烈
な
ポ
ジ
か
らネ
ガ
へ

映画評 「他人の顔」
地
上
の
人
間
の
、
微
々
た
る
生
命
が
、

}っ
の
巨
大
な
意味
を
荷
わさ
れ
る
か

否
か
と
い
う
、
並
々
な
ら
ぬ
問
い
であ

り
、
踏
絵
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て例
外

な
く
、
ラ
シ
ー
ス
の
主
人公
達
を
死を

選
び
、
そ
し
て
滅
び
て
行
く
、
滅
ん

で
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
永
遠
に
生き
続

け
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。

■
ー

ロ

ジ
ャ
ゼ
に
我
が
恋人

一
バ

一

奮

か
死
か
を
導

ロ
ー
ー
占
闘
た
王
妃
ロ
ク
サ
ー
ヌ

ノ

も
、
そ
の
問
い
の
中
に
、
全
く
同
じ
鋳

型
で
っ
く
ら
れ
た
宿
命
を
抱
え
て
い
る

.
彼
女
の
前
に
あ
る
の
も
、
生
か
死
か

と
い
う
選
び
の
世
界
な
の
だ
.
皇
帝
ア

霧
聡
綴
即
講
蘇

{王
子
を
殺
唇
さ
せ
よ
う
と
す
る
時
、
即

ち
、豊
己の
恋
の
感
情
を
、
自
己
の
政

治
上
の立
場
や
利
害
の
感
情
に
先
行
さ

せ
た
時な
ので
あ
る
.
失
恋
の
傷
手
を

こ
う
え
て
、大
臣
ア
コ
マと
結
べ
ば
、

彼
女
は
後
宮
を支
配
し
、
そ
の
櫨
力
は

失
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
女
は
恋
を
選
び
、必
然
的
に
死

を
選
ん
で
レ
ま
乾

「ア
ン
ド
ロ
マ
ソ
ク
」
が
「后
の位

か
死
か
、
二
つ
に
一つを
お
選
び
頂
く

の
で
す
」
と
エ
ビ
ー
ル
の王
ピ
リ
ユス

に
追
ら
れ
た
時
、
彼女
は
死
を
選
ぶ
。

し
か
し
そ
れ
を
強
い
た
王
ビ
リ
ユス

も
、
政
治
上
の
平
和と
、個
人
的
な
恋

の
情
熱
と
をは
か
り
にか
け
、
個
人
の

恋
を
選
ん
で
しま
つ
のだ
。
ゼ
リ
ユス

旧
嫁
た
る
王
女
エ
ルミ
オ
ーヌ
も
、

同
じ
で
ある
。
彼
女
がオ
レ
ス
ト
に
ピ

リ
ユ
ス
の
暗
殺
を
命じ
た時
こそ
、
彼

女
の
死
が
定
め
ら
れ
た時
であ
った
。

侍
女
ク
レ
オ
ー
ス
が
「進
ん
でお
身
の

破
滅
を
お
求
め
に
な
る
とは
、姫
君
。

少
し
は
お
者
λ
下
さ
い
ま
せ
」と
哀
験

し
て
も
、
無
駄
な
の
だ
。
これ
ら
の
上

人
公
達
の
主
体
件
は
、
「死
を
遡
ぶ自

観念的呈示に終る仮面による匿名の自由
O

処
世
上
の
不
徳
義
、
性
生
活
の
乱
れ
、

一そ
れ
ら
は
と
く
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
特
に
興
味
あ
る
話
題
は
、
彼
が
例

のモ
ン
テ
ス
パ
ン
夫
人
の
毒
殺
事
件
に

連
座
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う

一件
な
の
で
あ
る
。

モ
ンテ
ス
パ
ン
夫
人
事
件
は
、
近
世

の猟
箭
的
事
件
と
し
て
着
名
で
あ
る
か

ら
、
今
更
喋
々
す
る
迄
も
あ
る
ま
い

が
、当
時
の上
流
階
級
の
サ
ロ
ン
に
根

を
張
って
い
た
黒
ミ
サ
へ
の
噌
好
は
、

表
面
滑

し々
く
、
き
ら
び
や
か
に
澄
ん

で
いる
か
に
見
え
た
信
仰
の
湖
を
、
そ

[嚢

で
薯
・
こ
の簑

ボ
ア
ザ

{ン
の
自
白
の
璽
囲
が
ζめ
ど
堰
く
拡
が

り
ゐ
モ
の
タ
くし
い　
ヨ
の
よ
に
ま
で

一及
ん
だ
た
め
・そ
の筋
の覆

によ
・

↓
生
々
し
い
蓄
能
の
藻耳
の
、う
職り
な

の
で
あ
っ
た
。
ルイ
入陽
王
の御
蛍
の

日
か
げ
に
、ど
す
黒
く
わ
だ
か
ま
って

い
た
人
の
心
の夜
は
、
妖
女
ボ
ア
ザ
ン

が
秘
か
に
婦
人達
に
わ
か
ち
与
え
て
に

た
難
楽
の
包
み
紙
の
す
る
ど
い
白
さ

よ
っ
て
、
そ
の折
り
目
を
正
さ
れ
て
い

た
の
であ
る。

毒
殺
の
鷹
女ボ
アザ
ン
の自
白
の
中

に
、
蕾
名
な
劇作
家
ラ
シ
ー
ヌが
、執

妬
に
か
ら
れ
てさ
る
女
優
を
毒
殺
し
た

と
の
一条
が
あ
った
のは
、ほ
ぼ確
異

》
}も
み
消
さ
れた
時
、
同
じ
く
う
む
や

う
む
や
にさ
れ
てし
ま
った
。
ボ
ア
ザ

ン
の
自
白
が翼
実
であ
った
か
虚
偽
で

あ
っ
た
かは
、今
は間
う
磧
は
出
来
ぬ

が
、ラ
シ
ー
ヌが
そ
の
よ
う
な
愛
憎
の

闇
の
中
で
、
御制
でき
ぬ
自
我
の
う
こ

め
き
に
苦
しめ
ら
れ
て
いた
のは
、
事

笑
と
思わ
れ
る
。

と
の
闘
のラ
シ
ーヌ
が
、明
る
い
太

陽
王
の治
世
の中
に
歩
み
入
る
時
、自

我
に
対
す
る
裏
切
り
が
起
った
で
あ
ろ

う
。
自
分
を
自
分
で
な
い
も
の
に
す
る

護
切
り
9
し
か
し
そ
の
た
め
に
こ
そ
、

、

彼
の
俘
品
の
中
の
人
物
は
、
つ
ね
に
死

を
賭
レ
て
巴
の
自
由
を
求
め
、
悲
劃
の

必
然
性
の
中
に
籍

妖
女
ボ
ア
ザ
ン
は
焼
き
殺
さ
れ
た

が
、
ラ
シ
ー
ヌ
は
畳
か
な
役
人
と
し
て

レ

ノ

生
を
全
う
し
、一当
時
の
世
人
の
か
げ
口

と
、
後
世
の
人
閥
の
賞
讃
と
を
身
に
弓

う
た
。
ラ
シ
ー
ヌ
の
自
由
.
そ
れ
は
選

ぷ
都
を
し
な
か
っ
た
人
間
が
、噴作
品
の

中
に
密
封
し
た
、
後
の
世
の
人
の
手
紙

.

と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
.
(カ
ソ
ト
写
菖
は
(ア
ン
ド
ロ
マ

,

ソ
グ」
の
掃
鹸
、
一壷
下
は
ラ
シ
ー
ヌ

の
像
)
(「濱
劇
曜商
」
閻
人
)

ま
ココ
ニご
きコじ
コニ
ロ

ロニコヨコニ

ニニ
ニニ
ロ
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大

福
岡
県
学
連

九

結

成
き

る

全
掌
連
(民
青
系
)
の
都
道
府
県
支
部

の
一つ
・】し
て
福
岡
県
学
連
の
結
成
大

会
が
七
月
九
日
九
犬
に
お
い
て
行
な
わ

御集会`御饗会

には是非!
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1れ
た
。
今
度
の
福
岡
県
学連
の結
成
は

今
年
三
月
に
開
か
れ
た
全
掌連
第
五
回

中
央
委
員
会
で
「福
岡
県
掌連
の全
掌

連
第
十
七
回
大
会
前
の
結
成
」
が決
定

さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
全
学連
中
執

蕪
雛
捻
顯
鶉
静

 全掌連
中
執
に
よ
,
て
「福
岡
県
学連

ピリユス「お気に召モうと、これほど億険を質しセいる
のだ.お願いで巻ないのか.も うすこしやさしいお韻つき
は」(東 京公演より)

結
成
を
め
ざ
す
福
岡
県
加
盟
自
治
会
会

膿
」
が
召
集
さ
れ
、
岡
県
福
学
連
結
成

準
備
委
員
会
が
結
成
さ
れ
準
備
さ
れ
て

一き
た
も
ので
あ
る
。
こ
の
結
成
大
会
に

は
九
大
教
養
部
、
経
済
掌
部
、
理
学
部

、
福
女
大
、
福
大
な
ど
が
参
加
し
、
県

一学
連
の規
約
制
足
、
財
政
報
告
な
ど
が

一行
な
わ
れ
た。
(九
大
新
聞
七
月
二
十

五
邑
りか
ら
)

一駄
編
驚

環
境
整
備
計
圓
に基
ず
く
、
生
円
校
會

関
係
の
丁事
が現
在
進
行
中
で
、
道
路

や
各
種
還
吻
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
.

導
霞

六
・五M
級
のも
の
で
、
工

学
部
級
職
当
時
から
懸
案
であ
った
も

の
。
ま
た
和
泉
第
二
学
生
会
館
薙
殴
に

伴
な
う
射
撃
場
の移
転と
弓
道
場
の
新

設
で
あ
る
.
総
工費
は
導
盈
閃係
が
四

五
三
万
円
.
射
曝
場
、弓
遺
場
関
係
が

二
三
五
万
円
で
、
そ
れ
でわ
八
月
十
日

に
は
完
成
予
定
の
こ
と
で、
道
路
が
整

備
さ
れ
る
と
、
バ
ス
の
運
行も
行
な
わ

れ
る
よ
う
交
渉
中
と
の
こ
と
であ
る
.

(明
治
大
学
新
聞
八
月
十
八
日
号
か

ら
)

ー

幽
「B
本
文
化
験
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、

こ
の
本
の
中
に
ウ
ン
ザ
リ
す
る
ほ
ど
〃

「日
本
的
4
と
い
う
8
葉
が
頻
繁
に出
て

く
る
。
繍
集
者
加
藤
秀
俊
氏
に
ょる
解

説
と
内
外
の
知
識
人
に
よ
る
〃日本
"

に
関
す
る
小
諭
文
、
随
筆
、
齢文
抜
粋

を
集
録
し
て
い
る
が
、
数
十
ぺ
ージ
し

か
な
い
小
論
の
よ
せ
集
め
は
、
多
様性

を
持
って
い
る
が
、
も
は
や
各
々
の文

は
独
自
性
を
失
い
加
藤
の
魔
法
の杖
に

振
り
回
さ
れ
る
飾
り
物
と
し
て慧
昧
を

斎
た
な
い
.
舞

と
し
漂

加募

俊

日
本
文
化
鵠
で
あ
っ
て
、
これ
を読
ん

だ
か
ら
と
い
っ
て
「日
本
文
化
」な
る

も
の
が
理
解
で
き
る
こ
と
は
当底
受
け

あ
い
難
い
.
ま
あ
加
藤
氏
の
〃日本
文

化
研
究
録
"
と
で
も
い
っ
た
方
が
むし

ろ
表
題
と
し
て
適
当
と
思
わ
れ
る
.

さ
て
、
全
巷
を
通
じ
て
衰
出
され
る

も
のは
「日
本
文
化
の
雑
居
性
と
多
元

田」
の
上
に
こ
そ
掲
げ
ら
れ
て
いる
か
一的
価
値
観
の
許
谷
」
だ
け
で
あ
る
と
い

ら
で
あ
る
。

って
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
㍗
こ
の
書

暗
い夜
の
後
フ
エ
ー
ド
ル
も
、血
ま
.の要
点
は
、
加
藤
氏
が
個
々
の
論
文
の

み
れ
の
指
を
持
つ
老
女
王
ア
タリ
ー

も
、
自
己
の
宿
命
を
自
田
意
志
とし
て

選
ぱ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ア
タリ
ー

一は
ユダ
ヤ
の
神
の
社
に
、
立ち
人
っ
て

は
な
ら
ぬ
型
域
に
、
進
み
入
っ
て来

る
。
そ
し
て
残
虐
な
神
の
爪
に
鷲掴
み

罷
さ
れ
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
高
御座
か
ら

突
蓬

さ
れ
、
誓

れ
て
し
毫
。
し
藝

が
霧

ず
る
が
・

解
説
と
し
て
序
鶴
的
に
書
い
だ
「内
側

の鉛
理
、
外
側
の
鈴
理
」
「日
杢
X
化

一形
成
の
歴
史
」
「近
代
化
と
文
化
変
容

」
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
も
菖
え

よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
の
論
子
は
、

確
か
に
匿
叉
学
者
、
民
族
学
者
、
自
然

揖
学
者
、
哲
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

そ
れ
ら
は
、

か
し
そ
の
原
因
に
な
・
た
の竺

つ
の
パ
藤
の説
叢

づ
け
る
奮

男

奮

り

夢
の
不
可
解
さ
で
あ
り
、
そ
の夢
の止
.的
選
択
を
経
て
い
る
か
ら
で
あ
る
.
ま

体
を
知
り
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
っ

た
。
そ
の
願
い
が
果
たさ
れ
る
時、
彼

ず
加
藤
が
こ
う
し
た
論
文
を
選
択
す
る

に
当
って
ど
の
よ
う
な
基
準
、
仮
説
を

殴
定
し
た
か
が
よ
り
皿
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

ま
ず
加
藤
は
「日
本
人
と
は
何
か

は
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
外
国入
に

と
っ
ても
切
契
な
閥
題
で
あ
っ
た
」
こ

と
が
閥
題
意
識
と
し
て
設
定
さ
れ
る
.

雪

レ
て
「個
々
の
論
文
は
多
様
な
立

場
か
ら
書
か
れ
そ
れ
を
狙
った
編
集
で

あ
る」
と
明
確
に
そ
の
編
集
方
針
を
述

r
'

雑居的価値観の必然性
1'

実感信仰のイデオロ千一化
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べ
、ま
た
「文
化
は
生
活
の様
式
の意

味
であ
り、
何
ら
価
旗
判断
を
下
す
へ

き
も
の
では
な
い
、
そ
う
い
う
慧
味
で

日
本
文化
を極
端
に
讃
美
も
し
く
は
否

定
し
たも
のは
削
除
し
た
.
つま
り
、

生
活
様
式
11文
化
が
ど
う
あ
る
へき
か

とい
う
問題
に
は
ふ
れ
な
い
よ
う
に
し

ノ

た
」
乙れ
でこ
の
誓
の
全
競
は
ほ
ぼ
あ

ま
すと
ζ
ゆな
く
述
べら
れ
て
い
る
。

し
か
し
一巳本
人
は
桶泳
何
な
の
か
」

が
ど
う
し
て
切
実
な
問
題
で
あ
った

のか
.
そし
てど
う
し
て
多
様
な
齢
子

を
集
め
、ま
たど
う
し
て
文
化
"
生
活

様
式
に
価
値
判
断を
下
し
て
は
い
け
な

い
の
か
は
、ま
っ
たく
明
ら
かに
さ
れ

な
い
.
そ
れぞ
れ
の間
題
設
定
の
聞
に

は
何
ら
の
諭
理
国劇
係
を
明
示
せ
ず
に

畳
後
に
は
「日
本人
の
特
別
な
認
識

の
仕
方
、
判
断
の
根拠
は
何
か
」
を
見

極
め
よ
う
と
す
る
。
これ
は
結
局
堂
々

め
ぐ
り
の
方
法
で
し
かな
い。
見
事
に

そ
れ
を
示
し
た
の
は
、
「価
値観
、生

活
様
式
11
文
化
の
維
居性
を
谷
認す
る

相
補
モ
義
削
な
も
の
が
B本
人
の
認
識

方
法
の
伝
統
則
な
方法
であ
る
。
確
し

か
に
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
や大
陸
潴
国
は
、外

国
の
文
化
を
拒
一台
し
っ
づけ
たわ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
価
値
観は
、粧
対

的
な
も
の
を
要
求
し
、
それ
によ
っ
て

現
実
を
秩
序
だ
て
よ
う
と
し
てさ
た。

臼
本
に
は
、
そ
れ
はな
い。
ど
れ
も
、

こ
れ
も
便
利
な
も
aや
、価
値
観
が
、

は
っき
り
と
異
な
る
文化
を
平然
と
取

り
入
れ
、
ま
た
は
容
認し
てき
た
」と

書
つ断
定
で
あ
ろう
。
近
代
・近
世
目

本
に
お
い
て
、
強
大な
文配
か
、
ま
た

各
力強
力
な
イ
デ
オ
ロギ
ーや
法
制
を

も
詫

薯

の
イ
デ
オ
早

即
「

制
反か
ら
蝋脱
y
る
こ
と
は
司さ
れ
な
・

か
った
。
自
分
の
ま
た
、他
人
の
生死
一

を
恵識
的
に
対
象
化
し
て
何
ら
か
の褒
一

現
形
式
(俳
罐
、
狂
酋
、浄
瑠
璃
や
落

矯
など
)
に
ま
で
抽
出
す
る他
そ
の
肉

体
的
苦
涌
か
ら
滋
れ
る
す
へ
が
なか
っ

た
こ
と
。
ま
た
、
価
値
観
や
、社
会
内
「

部
の
人
間
閥
係
と
葛
藤
その
超
克
〈
伍

々
に
し
て
諦
娩
と
雪
われ
る
〉は
決
し

て
平
然
と
、
寛
大
に
行わ
れ
たわ
け
で

は
な
い
。
村
八
分
や
、白
眼
視
、
肉
体

的
刑
罰
の
残
忍
性
の歴
更
阿事
実
、生

活
様
式
と
生
産
様式
、
そ
の社
会
的
意

味
な
と
が
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
あ
た
かも
、維
居
的
価
値

ノ

観
と
のう
精
神
栂
遺
が
、
近
代
日
本
の

文
化
を
決
定
し
て
ゆ
く
如
く
験
ず
る
彼

の
認
識
(敢
え
て
齢
理
とは
窩う
ま
い)

は
、
ヨ
ー
ロ
ソバ
だ
け
で
は
な
く
、
ど

の
国
、
ど
の
民
族
に
お
い
て
ち
、
各
時

代
、
各
地
域
に
よ
って
価
値
観
や
、
文

化
の
支
配
的
特
色
を
持
って
い
る
こ
と

(日
本
に
お
い
て
も
)
ま
た
反
対
に
、

少
数
派
的
文
化
(?
)
価
値
観
や
、
異

民
族
の
文
化
、
生
活
様
式
は
継
承
さ
れ

得
た
て
と
も
、
死
滅
し
得
た
こ
と
諭

る
そ
れ
ら
が
、
支
配
的
文
化
に
な
り
得

る
可
能
性
さ
え
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

は
そ
の時
、
そ
の
地
戚
の
生
産
活
動
、

風
土
に
適
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
って

決
ま
って
齢く
.
時
代
の
強
構
に
よ
っ

て支
配
看
が
阻
止
す
る
こと
も
あ
る
が

それ
は
彼
等
が
生
産
方
法
を
も
支
配
し

てい
る
な
ら
に
他
な
ら
ない
。
古
代
ギ

リ
シ
ア
や
近
世
大
英
帝
国
で
さ
え
、
決

し
工
異種
文
化
の混
入
を
阻
止
し
純
粋

に
一民
族
、
一国
家
的
文
化
や
価
値
観

の絶
対
的
力
に
よ
って
文
化
を
築
い
た

わ
け
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
無
視
し

てい
る
。
確
か
に
、
現
代
日
本
文
化
は

雑
熱
と
し
て
い
る
し
、
価
値
観
を
め
ぐ

っ
て
大
衆
還
勘
が
対
決
し
た歴
史
も
少

な
い
.
そ
し
て
確
か
に異
租
子
化
に対

し
て
〃と
こ
ろ
変
れ
ば
品
変わ
る
の如

ぐ
弾
庇
し
、
闘
争
の
形と
し
て形
式
化

し
た
こ
と
も
少
な
い
.
レ
か
し
それ
を

な
ぜ
、
押
雑
性
や
多
様
性
、相
補柱
の

価
煙
認
臓
に
ょ
る
文
化
の
形成
と
いう

よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i化
レ
な
けれ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
う
であ
っ
たか

ら
、
現
実
に
そ
う
だ
から
仕
方
がな
い

と
い
う
の
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ムも
甚

し
い
。
そ
の
土
、
歴
史
的事
実
や
、社

会
、
経
済
と
の
関
係
を
省
略
し
た
ので

は
実
感
以
上
の
な
に
も
のも
で
て
こな

い
.
そ
し
て
冥
感
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー化

し
た
時
そ
の
論
理
は
破
綻す
る
。伊
藤

整
流
に
窩
え
は
加
藤
は
社
会
や
、人
生

や
、
状
況
の
変
勘
、
生
産
盾
動
や精
神

活
勤
を
　幅
の
絵
画
の
如
く美
も
蝉
も

混
ぜ
て
な
が
め
て
い
る
の
では
な
いだ

脚◇
つか
.
そ
れ
は
も
は
や
現代
の複
雑

な
社
会
、
世
界
制
展
、
欄
力間
題
の分

析
と
は
無
遠
の
も
の
であ
る
.
た
だ僕

ら
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の笑
感的

請
理
礁
が
力
に
利
用
さ
れ
る
こと
を危

恨
す
る
だ
け
で
あ
る
(石
)
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