
」
「
l
 
 

河
上
肇
（
一
八
七
九
－
一
九
四
六
）
。
戦
前
期
を
代
表
す
る
こ
の
マ
 
 

ル
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
経
済
学
の
分
野
か
ら
多
数
の
研
究
者
に
よ
っ
 
 

て
多
様
な
論
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
古
典
派
経
済
学
の
研
究
か
ら
出
発
 
 

し
、
「
貧
乏
」
と
い
う
社
会
問
題
を
発
見
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
や
 
 

が
て
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
に
身
を
投
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
学
究
 
 

は
、
日
本
に
お
け
る
経
済
学
の
草
分
け
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

な
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
索
の
範
囲
が
宗
教
や
文
 
 

学
の
問
題
に
も
及
ぶ
河
上
を
、
純
然
た
る
経
済
学
者
と
規
定
し
、
彼
に
 
 

関
す
る
研
究
を
経
済
学
の
領
野
に
限
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
 
 

河
上
は
、
経
済
学
の
枠
を
踏
み
超
え
た
幅
の
広
い
思
想
家
と
し
て
、
思
 
 

想
・
哲
学
の
分
野
か
ら
も
論
究
さ
れ
る
べ
き
人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
 
 

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
今
の
日
本
思
想
・
哲
学
の
研
究
に
お
い
て
、
河
 
 

上
が
正
面
か
ら
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
ば
ほ
と
ん
ど
な
い
。
『
資
本
論
』
 
 

あ
る
マ
ル
キ
ス
ト
の
肖
像
 
 

－
 
河
上
肇
論
の
た
め
の
前
書
き
 
 

の
忠
実
な
祖
述
者
で
あ
り
、
こ
の
書
の
枠
を
超
え
て
独
自
に
思
索
を
展
 
 

開
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
河
上
に
つ
い
て
論
究
す
る
く
ら
い
な
ら
、
『
資
 
 

本
論
』
そ
の
も
の
に
取
り
組
ん
だ
方
が
、
思
想
研
究
と
し
て
は
よ
り
い
っ
 
 

そ
う
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
河
上
に
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
あ
る
い
 
 

は
レ
ー
ニ
ン
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
思
想
上
の
特
質
が
あ
る
。
マ
ル
ク
 
 

ス
や
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
が
、
唯
物
弁
証
法
に
根
ざ
す
自
己
の
思
想
 
 

を
倫
理
や
宗
教
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
た
の
に
対
し
て
、
河
上
は
、
資
 
 

本
主
義
の
生
産
関
係
が
瓦
解
し
共
産
主
義
の
生
産
関
係
が
そ
れ
に
取
っ
 
 

て
代
る
過
程
を
考
量
す
る
際
に
、
そ
の
過
程
を
領
導
す
る
人
間
の
思
惟
 
 

の
基
盤
と
し
て
倫
理
や
宗
教
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
点
が
、
そ
 
 

れ
で
あ
る
。
小
塙
で
は
、
河
上
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
が
、
倫
理
や
 
 

宗
教
へ
の
深
い
関
心
を
そ
の
内
奥
に
包
み
こ
み
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
 
 

い
っ
た
過
程
を
、
河
上
経
済
学
の
初
発
の
問
題
意
識
に
即
し
て
、
あ
ら
 
 

わ
に
し
て
み
た
い
。
 
 

伊
 
藤
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こ
う
し
た
試
み
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
読
者
に
断
っ
て
お
か
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
小
論
を
起
稿
す
る
い
 
 

ま
現
在
 
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
六
日
）
 
の
時
点
で
、
筆
者
は
岩
波
書
店
 
 

か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
河
上
肇
全
集
」
を
い
ま
だ
自
前
の
所
有
物
と
し
て
 
 

手
に
入
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
全
集
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
筆
者
に
お
い
て
河
上
肇
研
究
が
純
粋
な
学
問
と
し
て
成
立
し
え
な
 
 

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
他
者
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
柔
 
 

軟
な
姿
勢
を
維
持
し
、
そ
う
し
た
批
判
を
受
け
容
れ
つ
つ
自
己
の
思
索
 
 

を
改
変
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
河
上
は
、
つ
ね
に
透
徹
し
た
自
己
批
判
 
 

の
主
体
で
あ
り
つ
づ
け
、
し
か
も
そ
の
自
己
批
判
は
と
も
す
れ
ば
自
著
 
 

の
絶
版
と
い
う
形
を
と
っ
て
顕
在
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 
 

て
、
河
上
の
著
作
を
単
行
本
と
し
て
手
に
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
 
 

な
状
況
に
あ
り
、
文
献
学
へ
の
関
心
に
乏
し
い
筆
者
と
っ
て
、
そ
れ
は
 
 

と
う
て
い
不
可
能
な
事
柄
に
属
す
る
。
河
上
自
身
が
絶
版
に
し
た
著
作
 
 

を
網
羅
す
る
「
河
上
肇
全
集
」
を
手
に
し
て
、
そ
れ
を
克
明
に
読
み
ぬ
 
 

く
こ
と
こ
そ
が
河
上
の
思
想
を
め
ぐ
る
学
問
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 
 

筆
者
が
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
論
説
は
、
学
問
の
名
に
値
し
な
い
随
 
 

想
の
類
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
 
 

し
、
こ
の
学
問
と
は
な
り
え
な
い
随
想
に
も
、
一
斑
の
意
義
は
あ
り
う
 
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
河
上
の
思
想
、
な
か
ん
ず
く
経
済
と
倫
理
・
 
 

宗
教
と
の
、
河
上
自
身
の
文
脈
の
背
後
に
潜
ん
だ
密
接
な
つ
な
が
り
に
 
 

つ
い
て
、
一
つ
の
見
と
お
し
を
立
て
る
こ
と
は
、
筆
者
の
、
ひ
い
て
は
 
 

2
 
 

治
安
維
持
法
連
反
の
罪
に
問
わ
れ
て
獄
に
つ
な
が
れ
、
出
獄
後
も
マ
 
 

ル
キ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
一
切
の
著
述
を
禁
止
さ
れ
た
最
晩
年
の
河
上
 
 

は
、
ひ
そ
か
に
『
自
叙
伝
』
を
書
き
綴
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
 
 

は
学
術
の
書
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
河
上
の
最
後
の
学
術
の
書
は
、
 
 

一
九
三
二
年
刊
行
の
『
資
本
論
入
門
』
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
 
 

第
一
巻
に
対
す
る
克
明
な
注
釈
書
で
あ
る
こ
の
苔
は
、
河
上
の
学
問
の
 
 

い
わ
ば
集
大
成
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
以
前
の
著
作
群
を
振
り
返
っ
た
と
 
 

き
、
河
上
は
、
そ
れ
ら
を
す
で
に
自
己
自
身
に
よ
っ
て
乗
り
超
え
ら
れ
 
 

た
も
の
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
河
上
の
代
表
的
著
作
を
一
 
 

点
だ
け
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
こ
の
 
『
資
本
論
入
門
』
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
不
断
の
自
己
批
判
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
貰
い
た
河
 
 

上
に
と
っ
て
、
『
資
本
論
入
門
』
以
前
の
す
べ
て
の
著
作
は
葬
り
去
ら
 
 

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
河
上
の
意
図
 
 

と
は
別
に
、
あ
ま
た
の
読
者
に
よ
っ
て
彼
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
、
戦
 
 

後
は
お
ろ
か
現
代
に
い
た
っ
て
も
な
お
版
を
重
ね
て
い
る
善
が
あ
る
。
 
 

一
九
一
七
年
刊
行
の
『
貧
乏
物
語
』
で
あ
る
。
後
に
『
第
二
貧
乏
物
語
』
 
 
 

河
上
の
思
想
・
哲
学
を
追
思
し
よ
う
と
試
み
る
人
々
の
今
後
の
研
究
に
 
 

と
っ
て
、
経
い
導
き
の
糸
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
 
 

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
一
九
三
〇
年
）
を
書
き
、
『
貧
乏
物
語
』
 
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
 
 

る
主
張
を
展
開
し
た
泉
下
の
河
上
は
、
後
者
が
い
ま
も
な
お
読
み
つ
が
 
 

れ
て
い
る
と
聞
け
ば
、
お
そ
ら
く
苦
笑
を
禁
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
貧
 
 

乏
物
語
』
は
多
数
の
版
を
重
ね
る
さ
な
か
に
河
上
に
よ
っ
て
絶
版
と
さ
 
 

れ
た
書
で
あ
り
、
こ
の
暑
が
自
己
の
代
表
作
と
さ
れ
る
こ
と
を
河
上
は
 
 

肯
ん
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
貧
 
 

乏
物
語
』
 
は
、
そ
れ
以
前
の
河
上
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
後
の
彼
の
心
 
 

底
に
も
通
奏
低
音
の
よ
う
に
静
か
に
流
れ
続
け
る
一
つ
の
思
想
を
伝
え
 
 

て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
河
上
が
す
で
に
乗
り
超
え
ら
れ
た
 
 

も
の
と
し
て
廃
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
は
、
や
は
り
河
上
 
 

の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 
 

『
貧
乏
物
語
』
 
は
、
資
本
主
義
が
宿
命
的
に
抱
え
こ
む
貧
困
の
問
題
 
 

を
日
本
に
お
い
て
最
初
に
問
題
に
し
た
書
で
あ
り
、
古
典
派
軽
済
学
の
 
 

輌
に
と
ら
わ
れ
て
欧
米
の
経
済
学
者
の
祖
述
に
終
始
し
て
い
た
当
時
の
 
 

日
本
の
経
済
学
界
に
風
穴
を
あ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
貧
困
の
問
題
に
 
 

何
ら
か
の
解
決
策
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ぎ
り
、
経
済
学
は
画
餅
に
す
ぎ
 
 

な
い
。
単
な
る
画
餅
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
現
実
に
対
し
生
き
生
き
 
 

と
し
た
眼
差
し
を
投
げ
か
け
る
こ
と
。
そ
こ
に
河
上
の
狙
い
が
あ
っ
 
 

た
。
こ
の
狙
い
は
、
概
ね
効
を
奏
し
た
。
専
門
の
経
済
学
者
は
お
ろ
 
 

か
、
経
済
学
に
は
緑
の
薄
い
一
般
の
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
、
こ
の
書
は
、
日
本
に
お
い
て
貧
困
問
題
が
い
か
に
重
要
で
あ
 
 

る
か
を
、
一
般
の
人
々
に
対
し
て
、
広
く
か
つ
深
く
知
ら
し
め
る
こ
と
 
 

に
寄
与
し
た
。
こ
の
書
に
よ
っ
て
、
蒙
を
啓
か
れ
、
日
本
お
け
る
貧
困
 
 

の
問
題
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
者
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
問
題
 
 

に
敢
然
と
立
ち
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
者
は
数
知
れ
な
い
。
 
 
 

『
貧
乏
物
語
』
 
は
三
縮
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
上
編
「
い
か
に
多
 
 

数
の
人
が
貧
乏
し
て
い
る
か
」
、
中
編
「
何
ゆ
え
に
多
数
の
人
が
貧
乏
 
 

し
て
い
る
か
」
、
下
編
「
い
か
に
し
て
貧
乏
を
根
治
し
う
べ
き
か
」
。
 
 
 

上
編
で
は
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
例
に
し
て
、
全
人
口
に
占
め
る
 
 

貧
者
の
割
合
の
大
き
さ
と
、
何
を
も
っ
て
貧
乏
と
す
べ
き
か
と
い
う
点
 
 

が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
貧
乏
と
は
労
働
に
よ
っ
て
生
 
 

活
必
需
品
を
手
に
入
れ
る
だ
け
の
金
銭
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
な
か
ん
 
 

ず
く
、
労
働
に
必
要
な
カ
ロ
リ
ー
を
十
分
に
補
充
で
き
な
い
状
態
に
お
 
 

か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
貧
乏
と
は
、
金
持
ち
に
対
す
る
相
対
 
 

的
貧
困
、
も
し
く
は
生
酒
の
糧
を
国
家
の
援
助
に
よ
っ
て
得
ぎ
る
を
え
 
 

な
い
こ
と
な
ど
を
も
意
味
す
る
が
、
河
上
は
そ
れ
ら
の
貧
乏
は
社
会
に
 
 

と
っ
て
喫
緊
の
問
題
で
は
な
い
、
と
す
る
。
河
上
は
、
苛
烈
な
労
働
に
 
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
生
き
る
に
必
要
な
必
需
品
 
（
と
く
に
食
糧
）
 
を
得
ら
 
 

れ
な
い
貧
乏
こ
そ
が
、
貧
困
問
題
の
核
を
な
す
と
と
ら
え
、
中
編
に
お
 
 

い
て
、
そ
う
し
た
貧
乏
の
原
因
を
追
求
す
る
。
 
 
 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
貧
乏
は
、
生
活
必
需
品
の
生
産
の
過
小
に
起
因
す
 
 

る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
貧
乏
人
は
金
銭
を
わ
ず
か
し
か
持
た
な
い
ゆ
 
 

え
に
、
生
活
必
需
品
を
購
入
す
る
手
段
に
窮
し
、
そ
の
結
果
貧
乏
人
が
 
 

人
口
の
多
数
を
占
め
る
現
状
に
お
い
て
は
生
活
必
需
品
の
需
要
が
乏
し
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く
な
っ
て
し
ま
う
。
需
要
の
乏
し
い
物
資
に
対
し
て
は
、
生
産
が
過
小
 
 

に
し
か
な
さ
れ
え
な
い
の
が
、
資
本
主
義
の
鉄
則
で
あ
る
。
一
方
、
富
 
 

者
が
必
要
と
す
る
香
移
品
・
贅
沢
品
は
、
富
者
の
金
銭
の
多
さ
に
よ
っ
 
 

て
大
量
の
需
要
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
の
生
産
は
、
も
っ
ぱ
ら
 
 

賓
停
品
・
贅
沢
品
に
向
け
ら
れ
、
そ
こ
に
貧
乏
が
発
生
す
る
原
因
が
あ
 
 

る
。
た
だ
し
、
河
上
の
こ
の
論
理
は
、
あ
き
ら
か
に
循
環
論
法
で
あ
 
 

る
。
貧
乏
だ
か
ら
生
括
必
需
品
が
買
え
な
い
、
し
た
が
っ
て
生
活
必
需
 
 

品
の
需
要
が
減
退
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
 
 

生
活
必
需
品
の
供
給
が
減
退
す
る
か
ら
人
々
が
貧
乏
に
な
る
の
か
、
と
 
 

考
え
て
ゆ
く
と
、
「
鶏
が
先
が
卵
が
先
か
」
と
い
う
不
毛
の
論
理
が
生
 
 

じ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
河
上
は
、
こ
の
循
環
論
法
こ
そ
社
会
の
実
相
 
 

を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も
解
消
さ
れ
え
な
 
 

い
、
と
い
う
。
河
上
の
循
環
論
法
は
意
図
的
に
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
、
 
 

論
理
の
基
礎
に
お
け
る
単
純
な
誤
謬
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
 
 

実
相
が
分
析
論
理
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
す
で
に
 
 

河
上
に
は
あ
り
、
後
年
彼
が
唯
物
弁
証
法
に
依
拠
す
る
に
至
っ
た
兆
し
 
 

は
す
で
に
こ
の
点
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

河
上
は
さ
ら
に
、
下
編
に
お
い
て
、
貧
乏
を
い
か
に
除
き
う
る
か
と
 
 

い
う
問
題
を
思
索
す
る
。
そ
の
際
彼
は
三
つ
の
方
策
を
提
示
す
る
。
①
 
 

富
者
が
み
ず
か
ら
意
図
し
て
著
移
贅
沢
を
廃
止
す
る
こ
と
。
①
社
会
の
 
 

所
得
の
平
等
な
配
分
。
③
生
産
事
業
の
国
営
化
。
②
③
は
社
会
組
織
の
 
 

改
造
を
視
野
に
い
れ
た
試
案
で
あ
り
、
一
九
〇
六
年
の
 
『
社
会
主
義
評
 
 論

』
以
下
で
 
（
国
家
主
義
へ
の
志
向
を
濃
厚
に
示
す
に
し
て
も
）
社
会
 
 

改
革
に
み
ず
か
ら
も
ま
た
寄
与
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
 
 

た
河
上
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
二
つ
の
案
を
強
く
訴
え
て
ゆ
く
も
の
 
 

と
予
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
河
 
 

上
が
最
良
の
案
と
見
な
し
た
の
は
①
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
①
は
富
者
の
 
 

道
徳
意
識
に
訴
え
て
貧
困
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
経
 
 

済
の
課
題
の
倫
理
に
よ
る
解
決
を
め
ぎ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
経
済
の
 
 

動
き
を
人
間
の
道
徳
や
倫
理
と
は
無
関
係
な
自
律
運
動
と
見
る
立
場
か
 
 

ら
す
れ
ば
、
ど
こ
か
し
ら
拍
子
抜
け
の
よ
う
な
甘
さ
を
抱
え
こ
ん
で
い
 
 

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
河
上
が
あ
え
て
①
を
強
調
す
る
の
は
、
お
よ
 
 

そ
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
 
 
 

『
貧
乏
物
語
』
 
に
お
い
て
河
上
は
、
し
ば
し
ば
「
人
は
パ
ン
な
く
し
 
 

て
生
く
る
あ
た
わ
ず
、
し
か
し
な
が
ら
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
る
者
 
 

に
も
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
 
（
た
と
え
ば
岩
波
文
庫
版
一
六
一
員
）
。
 
 

一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
、
貧
乏
が
解
消
さ
れ
た
と
し
て
も
精
神
の
豊
か
 
 

さ
が
な
け
れ
ば
人
間
は
幸
福
に
な
れ
な
い
、
と
説
く
も
の
の
よ
う
に
見
 
 

え
る
が
、
河
上
の
真
意
は
そ
こ
に
は
な
い
。
彼
は
、
貧
困
問
題
の
解
消
 
 

が
、
「
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
る
者
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
標
語
に
 
 

示
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
精
神
の
高
み
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
 
 

強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
河
上
は
、
「
社
会
組
織
の
改
造
よ
り
も
 
 

人
心
の
改
造
が
い
っ
そ
う
根
本
的
の
仕
事
で
あ
る
」
 
（
同
上
〓
ハ
三
頁
）
 
 

と
語
り
、
香
移
に
耽
り
贅
沢
に
溺
れ
る
富
者
の
精
神
の
根
本
か
ら
の
改
 
 124   



造
が
問
題
の
解
決
を
導
く
、
と
す
る
。
河
上
に
と
っ
て
②
③
の
施
策
 
 

は
、
権
力
に
よ
る
外
部
か
ら
の
強
制
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
 
 

る
か
ぎ
り
、
永
続
し
て
実
効
を
も
つ
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
い
わ
ば
 
 

富
者
の
心
術
の
改
変
を
企
及
す
る
と
も
い
う
べ
き
河
上
の
主
張
は
、
つ
 
 

ま
る
と
こ
ろ
、
経
済
の
問
題
を
倫
理
の
そ
れ
に
還
元
す
る
も
の
で
あ
っ
 
 

た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
河
上
に
お
い
て
、
貧
困
と
い
う
、
経
済
に
本
来
 
 

固
有
な
問
題
は
、
一
つ
の
倫
理
観
の
う
ち
に
収
赦
し
て
い
る
と
い
え
よ
 
 

う
。
か
く
し
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
倫
理
の
問
題
か
ら
切
り
 
 

離
さ
れ
、
商
行
為
の
自
律
し
た
運
動
に
関
す
る
学
と
目
さ
れ
き
た
経
済
 
 

学
は
、
河
上
よ
っ
て
再
び
倫
理
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
貧
 
 

乏
物
語
』
下
締
の
末
尾
に
近
い
部
分
で
、
河
上
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
 
 

セ
ル
フ
■
－
ン
ク
レ
ス
ト
 
 

「
よ
っ
て
ひ
そ
か
に
思
う
、
百
四
十
年
前
自
己
利
益
是
認
の
教
義
を
 
 

も
っ
て
創
設
さ
れ
、
一
た
び
倫
理
学
の
領
域
外
に
脱
出
せ
し
わ
が
軽
 
 

セ
ル
フ
・
呵
ン
り
フ
′
－
ス
 
 

済
学
は
、
今
や
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
自
己
犠
牲
の
精
神
を
高
 
 

調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
体
を
さ
さ
げ
て
再
び
倫
理
学
の
王
土
 
 

内
に
個
人
す
べ
き
時
な
る
こ
と
を
」
 
（
同
上
一
八
八
頁
）
 
と
。
 
 

3
 
 

一
九
〇
五
年
の
こ
と
、
「
千
山
万
水
楼
主
人
」
 
の
筆
名
で
読
売
新
聞
 
 

紙
上
に
「
社
会
主
義
評
論
」
と
い
う
大
部
の
論
説
を
連
載
し
、
多
数
の
 
 

読
者
を
獲
得
し
て
い
た
河
上
聾
は
、
突
如
同
論
説
を
潤
筆
し
、
伊
藤
証
 
 

信
の
無
我
苑
に
身
を
按
ず
る
。
無
我
苑
と
は
、
「
無
我
愛
」
を
絶
対
最
 
 

高
の
其
理
と
し
て
高
調
す
る
宗
教
団
体
で
あ
っ
た
。
河
上
は
、
妻
子
を
 
 

郷
里
に
送
り
返
し
、
農
科
大
学
等
の
講
師
の
職
を
辞
し
て
、
文
字
通
り
 
 

無
一
物
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
人
苑
し
た
。
河
上
自
身
の
手
に
成
る
『
無
 
 

我
愛
の
真
理
』
（
一
九
〇
六
牛
）
 
に
よ
れ
ば
、
無
我
苑
で
伊
藤
証
信
が
説
 
 

く
「
無
我
愛
」
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
夫
れ
、
宰
 
 

領
の
本
性
は
無
我
の
愛
也
。
宇
宙
を
組
織
せ
る
一
切
の
個
体
は
、
其
本
 
 

性
に
於
て
、
無
我
愛
の
活
動
也
。
即
ち
一
個
体
が
、
自
己
の
運
命
を
、
 
 

全
く
、
他
の
愛
に
任
せ
、
而
も
、
同
時
に
、
全
力
を
献
げ
て
、
他
を
愛
 
 

す
る
、
之
を
無
我
愛
の
活
動
と
い
ふ
。
」
 
（
岩
波
版
河
上
肇
全
集
三
、
九
三
 
 

頁
）
伊
藤
証
信
は
、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
い
 
 

う
無
我
愛
は
、
仏
教
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
儒
教
に
も
直
接
つ
な
が
る
 
 

こ
と
の
な
い
、
独
自
の
真
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
自
己
の
運
命
を
「
他
 
 

の
愛
に
任
せ
」
る
と
い
う
考
え
方
は
、
弥
陀
に
全
身
・
全
霊
を
委
ね
よ
 
 

う
と
す
る
親
鸞
の
絶
対
他
力
の
信
仰
を
撃
解
と
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、
己
 
 

れ
を
無
に
し
て
す
べ
て
を
他
者
の
た
め
に
捧
げ
よ
う
と
い
う
発
想
は
、
 
 

個
別
の
宗
教
・
宗
派
を
超
え
た
普
遍
の
「
愛
の
思
想
」
を
示
す
も
の
だ
 
 

か
ら
で
あ
る
。
河
上
は
、
こ
う
し
た
 
「
愛
の
思
想
」
に
強
く
惹
か
れ
た
。
 
 
 

後
年
、
『
自
叙
伝
』
 
に
お
い
て
、
唯
物
論
と
宗
教
と
の
合
一
を
、
両
 
 

者
が
と
も
に
人
間
の
脳
髄
の
所
産
で
あ
る
点
に
求
め
た
河
上
で
は
あ
る
 
 

が
、
蒜
…
我
愛
の
薬
理
』
を
上
梓
し
た
時
点
で
は
、
彼
は
、
い
ま
だ
唯
 
 

物
論
の
洗
礼
を
受
け
て
は
い
な
い
。
河
上
は
、
「
自
己
の
運
命
を
、
全
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く
、
他
の
愛
に
任
せ
」
、
い
わ
ば
己
れ
を
捨
棄
し
な
が
ら
「
無
」
に
徹
 
 

す
る
こ
と
の
う
ち
に
絶
対
の
愛
を
見
い
だ
し
、
そ
の
実
践
を
己
れ
の
使
 
 

命
と
し
て
選
び
と
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
が
、
宗
教
を
志
 
 

向
す
る
心
の
在
り
方
に
密
着
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
 
 

い
。
河
上
は
、
そ
の
六
十
七
年
に
わ
た
る
生
涯
の
初
期
の
段
階
で
、
宗
 
 

教
に
全
霊
を
捧
げ
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
 
 

か
し
、
己
れ
を
「
無
」
に
す
る
こ
と
ば
、
口
で
い
う
ほ
ど
容
易
な
こ
と
 
 

で
は
な
い
。
「
無
」
を
求
め
る
意
思
が
主
体
の
側
に
存
す
る
か
ぎ
り
、
「
無
」
 
 

は
「
無
」
そ
れ
自
体
へ
の
執
着
と
し
て
「
有
」
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
 
 

で
あ
る
。
河
上
は
、
こ
の
困
難
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
 
 

う
か
。
す
く
な
く
と
も
無
我
苑
時
代
の
河
上
の
論
稿
に
接
す
る
か
ぎ
り
 
 

で
は
、
彼
は
こ
の
困
難
を
打
ち
破
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

と
い
う
の
も
、
終
始
「
無
我
愛
」
を
声
高
に
主
張
し
続
け
る
河
上
の
「
情
 
 

熱
」
は
、
そ
の
あ
ま
り
の
強
度
の
ゆ
え
に
、
逆
に
 
「
無
我
」
に
対
す
る
 
 

「
我
」
 
の
固
執
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
河
上
は
、
「
無
我
愛
」
 
 

を
高
調
す
る
あ
ま
り
、
無
我
苑
の
同
朋
・
同
行
た
ち
の
あ
い
だ
で
浮
き
 
 

上
が
っ
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。
睡
眠
を
す
ら
削
っ
て
他
者
へ
の
愛
 
 

を
希
求
し
っ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
彼
は
、
同
朋
・
同
行
た
 
 

ち
が
通
常
の
人
間
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
姿
勢
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
が
許
せ
 
 

な
か
っ
た
。
『
自
叙
伝
』
 
に
よ
れ
ば
、
河
上
は
、
同
朋
・
同
行
た
ち
が
 
 

親
鸞
の
い
う
「
お
ま
か
せ
」
 
の
境
地
に
生
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
 
 

に
失
望
し
、
わ
ず
か
敷
か
月
で
無
我
苑
を
去
っ
た
と
い
う
。
河
上
の
宗
 
 

教
に
対
す
る
態
度
は
、
他
者
と
の
妥
協
を
ま
っ
た
く
な
し
え
な
い
ほ
ど
 
 

に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
徹
底
し
た
在
り
方
が
無
我
苑
と
い
う
 
 

宗
教
団
体
の
な
か
で
の
彼
の
孤
立
を
も
た
ら
し
た
の
だ
っ
た
。
 
 
 

た
だ
し
、
後
年
投
獄
さ
れ
た
彼
を
伊
藤
証
信
が
見
舞
っ
て
い
る
こ
と
 
 

か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
河
上
に
お
い
て
無
我
苑
を
去
る
こ
と
は
伊
 
 

藤
の
「
無
我
愛
」
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

「
無
我
愛
」
 
の
精
神
、
す
な
わ
ち
可
能
な
か
ぎ
り
己
れ
を
無
に
し
て
他
 
 

者
の
た
め
に
全
霊
を
捧
げ
よ
う
と
い
う
精
神
は
、
そ
の
後
の
河
上
の
内
 
 

面
に
定
着
し
っ
づ
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
貧
乏
物
語
』
 
に
お
い
 
 

て
貧
困
の
問
題
を
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
貧
者
へ
の
同
情
を
禁
 
 

じ
え
な
か
っ
た
河
上
は
、
こ
の
香
の
段
階
で
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ
の
第
一
 
 

歩
を
踏
み
出
し
て
い
た
と
考
え
て
も
失
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
 
 

と
よ
り
貧
困
の
問
題
を
、
生
産
関
係
の
在
り
方
を
別
扶
す
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
説
き
明
か
そ
う
と
い
う
硯
座
を
持
た
な
い
 
『
貧
乏
物
語
』
を
、
 
 

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
番
と
見
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
『
貧
乏
物
語
』
 
 

の
河
上
を
「
マ
ル
サ
ス
主
義
者
」
と
規
定
す
る
大
内
兵
衛
の
認
識
 
（
岩
 
 

波
文
庫
版
『
貧
乏
物
語
』
解
題
）
 
に
は
、
つ
と
に
杉
原
四
郎
 
（
杉
原
四
 
 

郎
著
作
集
『
学
問
と
人
間
－
河
上
肇
研
究
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
 
 

が
指
摘
す
る
よ
う
に
大
き
な
誤
解
が
認
め
ら
れ
る
 
（
『
貧
乏
物
語
』
 
は
 
 

マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
を
批
判
的
に
引
用
し
て
い
る
か
ら
）
。
け
れ
ど
も
、
 
 

『
貧
乏
物
語
』
 
の
河
上
が
マ
ル
サ
ス
主
義
者
で
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
 
 

だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
ち
に
、
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
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た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
貧
乏
物
語
』
 
は
古
典
派
経
済
 
 

学
に
疑
問
を
投
げ
か
け
な
が
ら
も
、
つ
い
に
そ
の
枠
を
脱
し
切
る
こ
と
 
 

の
で
き
な
か
っ
た
書
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
貧
困
と
い
う
 
 

社
会
問
題
に
直
面
し
た
河
上
は
、
ほ
ど
な
く
、
そ
の
根
本
か
ら
の
解
決
 
 

が
生
産
関
係
の
態
様
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
 
 

こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
の
気
づ
き
が
彼
を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ
と
向
か
わ
 
 

せ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
何
び
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
 
 

て
、
そ
う
し
た
河
上
の
歩
み
は
一
貫
し
て
、
「
無
我
愛
」
を
求
め
る
宗
教
 
 

上
の
信
念
の
も
と
に
な
さ
れ
た
。
「
無
我
愛
」
と
い
う
語
は
、
無
我
苑
 
 

脱
会
後
の
河
上
の
言
説
に
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
現
わ
さ
な
い
。
し
 
 

か
し
、
そ
の
語
に
こ
め
ら
れ
た
宗
教
上
の
信
念
は
、
河
上
の
内
面
で
ひ
 
 

そ
や
か
に
生
き
つ
づ
け
、
そ
れ
が
彼
を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
ヘ
と
差
し
向
け
 
 

る
一
つ
の
動
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

宗
教
上
の
信
念
は
、
倫
理
と
の
あ
い
だ
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
有
す
 
 

る
。
宗
教
上
の
真
理
は
、
倫
理
上
の
真
理
か
ら
禿
離
す
る
 
（
あ
る
い
 
 

は
、
そ
れ
を
乗
り
超
え
る
）
一
面
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
、
宗
教
と
倫
 
 

理
と
を
等
号
で
結
ぶ
こ
と
は
お
そ
ら
く
誤
り
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
 
 

親
鸞
の
信
ず
る
弥
陀
の
本
願
力
は
、
人
間
の
尊
意
の
問
題
を
超
え
て
い
 
 

る
。
旧
約
聖
書
の
 
「
ヨ
ブ
記
」
は
、
神
が
日
常
の
倫
理
・
道
徳
の
次
元
 
 

を
超
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
だ
が
、
日
常
の
倫
理
・
道
徳
の
 
 

す
べ
て
を
根
底
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
宗
教
は
あ
り
え
な
い
。
あ
ま
り
 
 

に
も
煩
頓
に
わ
た
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
生
に
不
如
意
を
も
た
ら
す
よ
 
 

う
な
徳
目
は
、
宗
教
の
名
の
も
と
に
排
拒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
 
 

え
ば
殺
人
を
否
定
す
る
道
徳
は
、
神
の
愛
や
仏
の
慈
悲
な
ど
の
宗
教
 
 

上
の
信
念
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
に
適
い
な
い
。
田
辺
元
は
 
『
哲
学
 
 

入
門
』
（
筑
摩
書
房
版
田
辺
元
全
集
第
十
一
巻
）
 
に
お
い
て
、
倫
理
は
宗
 
 

教
に
対
し
て
往
相
面
を
な
し
、
宗
教
は
倫
理
に
対
し
て
還
相
面
を
構
成
 
 

す
る
と
主
張
す
る
。
田
辺
の
説
く
よ
う
に
、
宗
教
と
倫
理
は
密
接
に
連
 
 

絡
し
あ
い
、
前
者
を
根
底
に
置
い
て
後
者
が
成
り
立
つ
、
あ
る
い
は
、
 
 

後
者
を
媒
介
と
し
て
前
者
が
確
然
と
し
て
存
立
す
る
、
と
い
う
べ
き
で
 
 

あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
無
我
愛
」
と
い
う
宗
教
上
の
信
念
は
、
 
 

河
上
を
、
経
済
の
問
題
を
倫
理
に
よ
っ
て
解
決
す
る
方
向
へ
と
向
わ
せ
 
 

る
動
因
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
経
済
と
倫
理
と
の
再
合
一
を
 
 

説
く
『
貧
乏
物
語
』
 
の
根
底
に
は
、
宗
教
上
の
信
念
が
通
奏
低
音
と
し
 
 

て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

多
少
な
り
と
も
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
触
れ
た
こ
と
の
あ
る
読
者
は
、
小
 
 

論
の
以
上
の
よ
う
な
論
説
を
、
児
戯
に
類
す
る
謬
見
と
し
て
斥
け
る
か
 
 

も
し
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
自
身
の
そ
れ
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
エ
ン
ゲ
ル
 
 

ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
そ
れ
で
あ
れ
、
一
般
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
称
せ
ら
れ
 
 

る
思
想
は
、
み
ず
か
ら
を
「
科
学
」
と
し
て
規
定
し
、
資
本
主
義
社
会
 
 

に
顕
在
化
す
る
諸
矛
盾
と
そ
の
解
決
を
科
学
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
べ
 
 

き
必
然
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
る
の
を
常
識
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
 
 

ル
ク
ス
は
、
資
本
の
増
殖
と
そ
れ
に
伴
う
労
働
者
に
対
す
る
搾
取
を
、
 
 

資
本
家
の
悪
意
に
よ
る
も
の
と
と
ら
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
資
本
は
 
 

127 あるマルキストの肖像   



資
本
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
増
殖
を
め
ざ
し
、
そ
の
 
 

た
め
に
労
働
者
を
搾
取
せ
ぎ
る
を
え
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
う
語
っ
た
 
 

に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
思
想
家
が
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
受
容
し
、
さ
ら
に
 
 

は
そ
れ
を
宣
揚
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
宗
教
や
倫
理
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
 
 

れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
解
釈
と
し
て
は
邪
道
で
 
 

あ
る
。
多
く
の
読
者
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
に
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

事
実
、
河
上
肇
は
、
一
九
三
〇
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
第
二
貧
乏
物
語
』
 
 

に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
主
義
 
 

社
会
に
お
け
る
剰
余
労
働
の
搾
取
 
－
 
資
本
家
階
級
に
よ
る
貸
労
働
者
 
 

階
級
の
労
働
の
搾
取
 
－
 
を
、
道
徳
論
的
に
「
不
当
」
と
な
し
、
か
ゝ
 
 

る
道
徳
論
の
上
に
そ
の
 
『
共
産
主
義
的
要
求
』
 
を
根
拠
づ
け
て
ゐ
な
い
 
 

こ
と
は
、
小
泉
教
授
の
言
は
れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。
意
見
が
世
界
を
 
 

支
配
す
る
と
の
観
念
論
的
見
解
を
徹
底
的
に
排
斥
し
た
マ
ル
ク
ス
が
、
 
 

か
ゝ
る
無
力
な
道
徳
論
の
説
教
の
上
に
そ
の
共
産
主
義
を
根
拠
づ
け
て
 
 

ゐ
な
い
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
」
 
（
岩
波
版
河
上
肇
全
集
十
八
、
一
九
二
 
 

頁
）
 
と
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
到
達
し
た
晩
年
の
河
上
に
と
っ
て
、
経
済
 
 

の
問
題
を
道
徳
・
倫
理
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
試
 
 

み
は
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
発
言
は
明
 
 

瞭
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
し
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
 
「
共
産
 
 

主
義
的
要
求
」
を
道
徳
論
の
上
に
基
礎
づ
け
て
な
ど
い
な
い
。
そ
の
か
 
 

ぎ
り
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
道
徳
・
倫
理
の
問
題
 
 

と
は
無
関
係
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
 
 

マ
ル
ク
ス
に
「
共
産
主
義
的
要
求
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
 
 

で
あ
る
。
「
共
産
主
義
的
要
求
」
と
は
、
資
本
主
義
の
現
実
が
社
会
主
 
 

義
に
よ
っ
て
乗
り
超
え
ら
れ
た
果
て
に
、
さ
ら
に
国
家
無
き
理
想
郷
を
 
 

思
い
描
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
 
 

な
理
想
郷
の
実
現
が
、
倫
理
や
宗
教
と
は
無
縁
の
次
元
に
成
り
立
つ
と
 
 

考
え
る
こ
と
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
晩
年
の
河
上
は
、
『
貧
乏
物
語
』
 
 

の
論
調
を
大
き
く
転
換
さ
せ
て
、
経
済
と
倫
理
と
の
合
一
と
い
う
主
張
 
 

を
、
そ
の
言
説
の
表
面
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
自
己
批
判
し
撤
回
し
 
 

て
い
る
。
だ
が
、
治
安
維
持
法
を
犯
し
、
投
獄
を
覚
悟
し
て
ま
で
彼
が
「
共
 
 

産
主
義
的
要
求
」
を
貫
こ
う
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
年
来
の
 
「
無
我
愛
」
 
 

へ
の
情
熱
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
不
当
で
 
 

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

4
 
 

資
本
主
義
社
会
の
行
詰
り
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
が
 
『
資
本
論
』
 
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

中
で
展
開
し
て
い
る
議
論
、
そ
れ
は
理
論
上
疑
ふ
の
余
地
な
き
も
 
 

の
と
考
へ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
さ
て
失
業
軍
の
必
然
的
な
増
 
 

大
、
大
衆
の
不
可
避
的
な
困
窮
化
、
等
々
の
諸
現
象
が
、
マ
ル
ク
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ス
の
推
断
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
果
し
て
実
際
上
に
起
る
も
の
で
あ
 
 

る
か
ど
う
か
と
云
ふ
問
題
に
な
る
と
、
僕
は
ひ
そ
か
に
多
少
の
疑
 
 

を
存
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
日
で
は
否
応
な
し
に
そ
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れ
ら
の
諸
現
象
が
吾
々
の
眼
前
に
横
た
は
る
こ
と
に
な
つ
て
来
 
 
 

た
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
共
産
主
義
社
会
の
最
高
の
発
展
段
階
 
 

に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
、
吾
々
人
間
が
果
し
 
 

て
そ
ん
な
社
会
状
態
を
実
現
し
う
る
に
至
る
で
あ
ら
う
か
と
、
傍
 
 

は
多
少
の
疑
を
残
さ
ぎ
る
を
得
な
か
つ
の
だ
が
、
今
日
で
は
も
は
 
 

や
そ
れ
に
つ
い
て
も
僕
は
何
等
の
疑
点
も
も
つ
て
ゐ
な
い
。
何
百
 
 
 

年
先
の
こ
と
か
分
ら
な
い
が
、
社
会
が
そ
の
旗
印
の
上
に
「
能
力
 
 

に
応
じ
て
労
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
と
い
ふ
原
則
を
 
 
 

掲
げ
る
時
代
が
、
必
ず
到
来
す
る
ぞ
と
云
ふ
確
信
を
、
僕
は
今
何
 
 

人
の
前
に
お
い
て
も
公
言
し
う
る
。
 
 

右
は
、
河
上
肇
『
第
二
貧
乏
物
語
 
附
録
一
』
 
の
一
節
で
あ
る
 
（
岩
 
 

波
版
河
上
聾
全
集
十
八
、
三
〇
二
～
三
〇
三
）
。
『
第
二
貧
乏
物
語
』
 
 

は
、
『
貧
乏
物
語
』
 
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
点
、
す
な
わ
ち
、
資
本
主
 
 

義
の
生
産
関
係
が
生
産
力
の
発
展
に
伴
っ
て
敵
船
を
き
た
し
、
そ
れ
が
 
 

搾
取
、
失
業
な
ど
を
招
い
て
貧
困
を
も
た
ら
す
と
い
う
認
識
を
、
マ
ル
 
 

キ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
表
明
す
る
も
の
で
、
そ
の
結
論
は
、
共
産
主
義
 
 

社
会
の
実
現
の
み
が
真
に
貧
困
を
救
う
方
途
と
な
り
う
る
、
と
い
う
も
 
 

の
で
あ
る
。
河
上
に
と
っ
て
、
そ
の
実
現
を
強
く
希
求
さ
れ
る
共
産
主
 
 

義
社
会
と
は
、
「
能
力
に
応
じ
て
労
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
 
 

こ
と
を
可
能
と
す
る
社
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
第
二
貧
乏
物
語
』
 
の
 
 

河
上
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
は
、
「
何
百
年
先
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
」
 
 け

れ
ど
も
、
必
ず
到
来
す
る
と
い
う
確
信
を
披
渡
し
て
い
る
。
「
能
力
 
 

に
応
じ
て
労
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
と
い
う
『
ゴ
ー
タ
綱
 
 

領
批
判
』
 
に
由
来
す
る
こ
の
言
説
は
、
人
々
が
己
れ
の
能
力
を
尽
く
し
 
 

て
働
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
富
の
分
配
は
そ
う
し
た
能
力
に
応
じ
て
で
 
 

は
な
く
、
人
々
の
必
要
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
 
 

て
い
る
。
つ
ま
り
、
河
上
が
め
ぎ
す
共
産
主
義
社
会
と
は
、
よ
り
多
く
 
 

働
い
た
物
が
よ
り
少
な
く
し
か
働
か
な
い
者
よ
り
も
多
く
の
分
配
を
享
 
 

受
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
社
会
、
す
な
わ
ち
、
労
働
力
の
多
寡
に
か
か
 
 

わ
ら
ず
高
が
各
人
の
必
要
に
応
じ
て
平
等
に
配
分
さ
れ
る
社
会
に
ほ
か
 
 

な
ら
な
い
。
河
上
の
典
拠
と
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
が
、
こ
う
し
た
社
会
の
 
 

到
来
を
予
測
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
 
 

社
会
は
、
科
学
的
な
必
然
に
よ
っ
て
、
労
働
者
個
々
の
意
思
と
は
無
縁
 
 

な
地
点
で
成
り
立
ち
う
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
下
の
労
働
は
剰
余
価
値
を
生
む
。
 
 

必
要
労
働
に
如
上
さ
れ
る
剰
余
価
値
は
、
資
本
の
再
生
産
や
資
本
家
の
 
 

私
用
に
供
さ
れ
、
労
働
者
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
 
 

こ
に
資
本
家
階
級
に
よ
る
労
働
者
階
級
に
対
す
る
搾
取
が
起
る
こ
と
に
 
 

な
り
、
そ
う
し
た
搾
取
が
大
き
な
も
の
と
な
る
に
つ
れ
て
、
社
会
内
の
 
 

貧
富
の
差
が
拡
大
さ
れ
る
。
拡
大
さ
れ
る
貧
富
の
差
は
、
資
本
主
義
国
 
 

家
内
部
の
購
買
力
の
減
退
を
も
た
ら
し
、
資
本
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
 
 

貨
物
は
過
多
と
な
っ
て
、
あ
り
余
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
資
本
は
、
 
 

国
外
へ
と
投
資
さ
れ
ぎ
る
を
え
な
く
な
り
、
そ
こ
に
資
本
主
義
諸
国
家
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の
海
外
市
場
を
め
ぐ
る
争
闘
が
生
じ
、
そ
れ
は
頻
繁
に
国
家
間
の
武
力
 
 

衝
突
を
呼
び
起
こ
す
。
資
本
主
義
国
家
間
の
そ
う
し
た
武
力
衝
突
は
総
 
 

力
戦
の
様
相
を
呈
し
、
経
済
の
面
で
搾
取
さ
れ
る
労
働
者
階
級
が
兵
士
 
 

と
し
て
、
さ
ら
な
る
搾
取
の
対
象
と
な
る
。
か
よ
う
な
現
象
は
、
労
働
 
 

者
階
級
が
資
本
の
根
本
構
造
を
鋭
利
に
洞
察
し
て
、
そ
の
根
底
か
ら
の
 
 

改
変
を
希
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解
消
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
 
 

て
、
資
本
主
義
社
会
は
労
働
者
階
級
の
資
本
家
階
級
に
対
す
る
武
力
を
 
 

用
い
た
反
抗
に
よ
っ
て
突
き
崩
さ
れ
、
そ
の
跡
に
生
産
手
段
の
公
有
と
 
 

剰
余
価
値
の
平
等
な
分
配
を
志
向
す
る
社
会
主
義
社
会
が
実
現
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
な
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
社
会
変
革
の
過
程
を
、
必
然
の
流
れ
と
と
ら
え
科
学
 
 

の
立
場
か
ら
認
識
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
無
意
味
で
は
な
い
か
も
し
 
 

れ
な
い
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
必
然
の
流
れ
 
 

の
な
か
で
生
起
す
る
社
会
主
義
社
会
は
共
産
主
義
社
会
へ
と
移
行
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
移
行
の
最
終
の
結
果
が
 
「
能
力
に
応
じ
て
労
 
 

働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
と
い
う
事
態
の
現
前
で
あ
る
。
そ
 
 

れ
を
現
前
さ
せ
る
も
の
は
、
は
た
し
て
科
学
が
と
ら
え
う
る
必
然
の
流
 
 

れ
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
の
学
術
書
と
い
う
べ
き
 
『
資
本
論
入
 
 

門
』
に
至
っ
て
も
、
河
上
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
。
河
 
 

上
が
 
「
能
力
に
応
じ
て
労
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
 
こ
と
が
 
 

実
現
さ
れ
る
に
至
る
経
緯
を
い
か
に
と
ら
え
て
い
た
か
は
、
厳
密
に
い
 
 

え
ば
謎
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
若
き
日
に
「
無
 
 

我
愛
」
に
目
覚
め
、
『
貧
乏
物
語
』
 
の
時
点
で
経
済
と
倫
理
と
の
合
一
 
 

を
説
い
た
河
上
に
は
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
動
因
と
し
て
倫
理
な
い
し
 
 

宗
教
を
措
定
す
る
思
考
が
あ
り
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

そ
も
そ
も
「
能
力
に
応
じ
て
労
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
 
 

と
い
う
事
態
を
一
般
の
人
間
が
認
め
う
る
の
は
、
彼
ら
の
精
神
が
倫
理
 
 

や
宗
教
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
た
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
 
 

る
。
倫
理
や
宗
教
と
は
無
縁
の
、
純
粋
に
経
済
の
次
元
で
の
み
人
間
の
 
 

思
考
が
動
く
と
す
れ
ば
、
人
々
は
、
当
然
な
が
ら
、
よ
り
多
く
働
い
た
 
 

者
が
よ
り
多
く
の
分
配
を
享
受
す
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
よ
り
少
な
く
し
か
働
け
な
い
者
に
 
 

対
す
る
よ
り
多
く
働
き
う
る
者
の
優
位
を
高
調
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
 
 

い
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
根
底
に
は
、
他
者
よ
り
も
自
己
を
よ
り
い
っ
 
 

そ
う
満
ち
足
り
た
状
態
に
置
き
た
い
と
い
う
、
人
間
の
本
性
上
の
欲
望
 
 

が
存
す
る
。
か
り
に
「
能
力
に
応
じ
て
働
く
」
こ
と
が
万
人
の
是
認
す
 
 

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
「
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
 
こ
と
 
 

を
認
め
た
場
合
に
は
、
よ
り
少
な
く
し
か
働
か
な
い
者
が
よ
り
多
く
働
 
 

い
た
者
よ
り
も
い
っ
そ
う
多
く
を
消
費
す
る
と
い
う
事
態
が
、
そ
う
し
 
 

た
本
性
上
の
欲
望
に
基
づ
い
て
生
起
し
う
る
。
自
分
は
能
力
の
か
ぎ
り
 
 

を
尽
く
し
て
他
者
た
ち
よ
り
も
多
く
の
労
働
を
し
た
、
し
か
し
、
自
分
 
 

の
必
要
と
す
る
範
囲
は
狭
小
で
あ
る
か
ら
、
自
分
よ
り
も
生
産
力
に
劣
 
 

る
人
間
が
よ
り
多
く
を
獲
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
は
何
ら
 
 

不
満
を
抱
か
な
い
。
純
粋
に
経
済
上
の
視
点
か
ら
そ
の
よ
う
に
語
れ
る
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者
が
、
は
た
し
て
こ
の
世
界
の
な
か
に
存
在
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
経
 
 

済
の
根
底
を
な
す
も
の
が
人
間
の
欲
望
で
あ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
何
 
 

び
と
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
欲
望
が
心
底
に
存
す
る
か
ぎ
り
、
 
 

人
間
は
、
生
産
物
の
分
配
に
関
す
る
徹
底
し
た
平
等
、
す
な
わ
ち
必
要
 
 

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
み
を
基
準
と
し
て
分
配
が
行
わ
れ
る
と
 
 

い
う
事
態
に
、
微
笑
を
も
っ
て
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
 
 

う
。
 
 
 

分
配
の
徹
底
し
た
平
等
を
人
間
が
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
 
 

は
、
彼
が
倫
理
な
い
し
は
宗
教
の
次
元
に
お
い
て
精
神
の
面
で
陶
冶
さ
 
 

れ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
 
 

己
れ
を
無
に
し
、
他
者
の
た
め
に
己
れ
の
す
べ
て
を
捧
げ
る
と
い
う
よ
 
 

う
な
、
透
徹
し
た
自
己
否
定
と
自
己
犠
牲
の
精
神
に
貫
か
れ
た
人
格
の
 
 

み
が
、
分
配
の
徹
底
し
た
平
等
を
受
容
し
う
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
 
 

る
。
河
上
が
若
き
日
に
傾
倒
し
た
「
無
我
愛
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
人
 
 

格
の
登
場
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
実
現
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
 
 

で
あ
る
。
な
ら
ば
、
「
能
力
に
応
じ
て
労
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
 
 

す
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
社
会
と
は
、
経
済
上
の
必
然
に
よ
っ
て
下
 
 

支
え
さ
れ
な
が
ら
、
「
無
我
愛
」
 
の
実
践
を
希
求
す
る
人
格
が
大
多
数
 
 

を
占
め
る
、
と
い
う
形
の
社
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
河
 
 

上
は
、
最
晩
年
に
至
っ
て
な
お
宗
教
と
唯
物
論
と
の
合
一
を
め
ぎ
そ
う
 
 

と
す
る
。
唯
物
論
を
否
定
し
な
い
か
ぎ
り
脳
髄
の
問
題
と
し
て
し
か
解
 
 

決
し
よ
う
の
な
い
こ
の
難
題
に
彼
が
挑
み
つ
づ
け
た
こ
と
は
、
唯
物
論
 
 

に
基
づ
く
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
高
調
す
る
さ
な
か
に
も
、
彼
の
倫
理
・
宗
 
 

教
に
対
す
る
関
心
が
け
っ
し
て
消
え
去
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
 
 

示
し
て
い
る
。
「
能
力
に
応
じ
て
労
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
る
」
 
 

こ
と
が
可
能
な
共
産
主
義
社
会
の
実
現
。
そ
れ
を
め
ぎ
す
と
き
、
マ
ル
 
 

ク
ス
が
倫
理
や
宗
教
の
意
義
を
確
認
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
は
い
 
 

え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
治
安
維
持
法
に
抵
触
し
投
獄
の
憂
 
 

河
上
の
心
底
に
、
倫
理
・
宗
教
の
次
元
に
お
け
る
心
術
の
改
良
へ
の
あ
 
 

き
目
に
遭
っ
て
ま
で
な
お
共
産
主
義
社
会
の
実
現
を
希
求
し
っ
づ
け
た
 
 
 

く
な
き
意
欲
が
存
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
謬
見
で
は
な
 
 

い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
河
上
は
、
「
無
我
愛
」
 
の
精
神
の
社
 
 

会
的
実
践
が
共
産
主
義
社
会
の
実
現
を
可
能
に
す
る
と
い
う
発
想
を
、
 
 

生
涯
に
わ
た
っ
て
持
ち
つ
づ
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
る
い
は
、
 
 

そ
れ
は
河
上
自
身
に
よ
っ
て
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
 
 

れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
無
意
識
裡
に
で
は
あ
れ
、
河
上
が
経
済
の
 
 

問
題
の
根
底
に
倫
理
や
宗
教
を
め
ぐ
る
思
索
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
否
 
 

定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
 

5
 
 

ど
こ
に
善
か
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
出
興
は
失
念
し
て
し
ま
っ
た
 
 

が
、
高
橋
和
己
の
作
品
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
 
 

「
革
命
を
志
す
者
は
ど
こ
ま
で
も
倫
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
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こ
の
場
合
、
「
倫
理
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
己
れ
を
厳
し
く
律
 
 

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
革
命
と
は
社
会
全
体
を
根
底
か
 
 

ら
革
新
す
る
こ
と
で
あ
り
、
在
る
べ
き
社
会
、
す
な
わ
ち
当
為
と
し
て
 
 

の
理
想
の
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
理
想
を
め
が
け
 
 

て
行
為
す
る
者
は
、
み
ず
か
ら
を
そ
の
理
想
に
恥
じ
ぎ
る
者
、
い
い
か
 
 

え
れ
ば
道
義
・
倫
理
に
お
い
て
全
き
者
と
し
て
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
。
高
橋
の
作
品
中
の
人
物
が
、
革
命
家
が
「
倫
理
的
」
に
在
る
べ
 
 

き
こ
と
を
強
調
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
も
、
己
れ
を
厳
し
く
律
す
 
 

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
宗
教
が
自
己
の
行
為
の
規
範
を
背
後
か
 
 

ら
支
え
る
場
合
で
あ
る
。
宗
教
へ
の
接
近
を
通
し
て
無
私
と
い
う
在
り
 
 

方
を
体
得
し
た
魂
が
、
自
己
へ
の
執
着
を
去
っ
て
、
他
者
た
ち
の
た
め
 
 

に
全
霊
を
捧
げ
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
己
れ
を
律
す
る
と
い
う
こ
と
の
実
 
 

相
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
革
命
家
が
「
倫
理
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
 
「
宗
教
的
」
 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
 
 

を
暗
示
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
 
 
 

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
信
奉
し
、
共
産
主
義
革
命
を
企
及
す
る
人
々
は
、
 
 

宗
教
と
は
、
現
実
の
社
会
関
係
の
な
か
に
人
間
を
封
じ
こ
め
る
た
め
の
 
 

ま
や
か
し
の
装
置
で
あ
り
、
阿
片
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
彼
ら
は
、
革
命
は
歴
史
の
必
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
や
倫
理
と
 
 

は
無
線
で
あ
る
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
産
主
義
社
会
が
 
 

彼
ら
が
説
く
よ
う
な
理
想
郷
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
理
想
 
 

郷
を
全
霊
を
賭
し
て
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
強
い
意
思
が
、
お
の
ず
か
 
 

ら
に
「
倫
理
的
」
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
論
を
ま
た
な
い
。
 
 

そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
倫
理
は
、
現
実
の
な
か
で
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
 
 

し
ま
っ
た
人
々
を
再
び
理
想
郷
に
呼
び
集
め
た
い
と
い
う
思
い
を
随
 
 

伴
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
た
び
中
心
か
ら
離
れ
て
散
在
し
た
魂
 
 

を
再
度
一
点
に
凝
縮
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
 
「
宗
教
」
 
 

（
r
e
紆
i
O
n
）
 
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
、
 
 

資
本
主
義
社
会
の
成
り
立
ち
と
崩
壊
に
つ
い
て
の
理
論
上
の
分
析
で
あ
 
 

る
こ
と
を
超
え
て
、
み
ず
か
ら
を
共
産
主
義
社
会
を
企
及
す
る
政
治
思
 
 

想
と
な
す
と
き
、
科
学
の
枠
に
は
と
ど
ま
り
え
な
い
一
つ
の
理
念
態
、
 
 

す
な
わ
ち
宗
教
に
、
か
ぎ
り
な
く
接
近
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
残
念
 
 

な
が
ら
、
文
献
に
お
い
て
知
り
う
る
範
囲
で
は
確
証
を
つ
か
め
な
い
。
 
 

し
か
し
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
と
い
う
地
位
を
揃
っ
て
、
共
産
主
義
社
 
 

会
の
実
現
を
目
標
と
す
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
運
動
に
全
霊
を
賭
し
た
河
 
 

上
の
内
面
に
は
、
己
れ
の
実
践
を
倫
理
に
よ
っ
て
厳
し
く
律
し
て
ゆ
こ
 
 

う
と
い
う
発
想
が
定
位
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
し
か
 
 

も
、
そ
の
よ
う
な
実
践
の
倫
理
の
根
底
に
は
、
他
者
の
た
め
に
己
れ
の
 
 

す
べ
て
捧
げ
て
顧
み
な
い
「
無
我
愛
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
革
 
 

命
家
は
「
倫
理
的
」
 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
言
説
を
、
物
語
上
 
 

に
お
い
て
で
は
な
く
実
地
に
踏
み
行
な
っ
た
思
想
家
、
そ
れ
が
河
上
肇
 
 

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

今
日
わ
た
し
た
ち
は
未
曾
有
の
経
済
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
米
 
 

国
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
に
端
を
発
す
る
経
済
危
機
は
、
西
欧
諸
国
や
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わ
が
国
の
よ
う
な
先
進
資
本
主
義
国
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
 
 

カ
地
域
の
発
展
途
上
国
を
も
直
撃
し
、
い
ま
や
世
界
同
時
不
況
と
い
う
 
 

事
態
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
、
生
 
 

活
上
の
不
如
意
を
抱
え
こ
み
つ
つ
あ
る
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
わ
 
 

た
し
た
ち
が
営
々
と
し
て
築
き
上
げ
て
き
た
制
度
そ
の
も
の
の
意
味
を
 
 

吟
味
す
べ
き
と
き
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
千
人
に
も
及
 
 

ぶ
期
間
工
を
無
慈
悲
に
解
雇
し
て
利
潤
の
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
大
企
 
 

業
。
倒
産
の
危
機
に
直
面
し
た
銀
行
に
莫
大
な
公
共
の
貸
金
を
柁
入
し
 
 

な
が
ら
、
国
民
の
生
活
を
少
し
も
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
政
 
 

府
。
こ
の
よ
う
な
政
治
・
経
済
の
行
詰
り
を
も
は
や
ど
の
よ
う
な
力
と
 
 

方
策
を
も
っ
て
し
て
も
打
開
し
え
な
い
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
わ
た
し
 
 

た
ち
は
気
づ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
行
詰
り
の
原
 
 

因
が
そ
の
根
本
か
ら
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
 
 

在
、
世
界
の
大
半
の
国
々
が
採
択
し
て
い
る
資
本
主
義
と
い
う
制
度
そ
 
 

の
も
の
の
成
否
こ
そ
が
、
今
わ
た
し
た
ち
が
問
う
べ
き
問
題
な
の
で
は
 
 

な
い
か
。
二
〇
年
前
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
、
中
国
の
資
本
主
義
経
 
 

済
へ
の
参
入
と
そ
の
成
功
な
ど
と
い
っ
た
事
例
は
、
社
会
主
義
経
済
が
 
 

資
本
主
義
経
済
の
前
に
無
残
な
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
 
 

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
は
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
さ
ら
社
会
主
義
 
 

を
前
提
と
し
て
資
本
主
義
を
見
直
す
こ
と
な
ど
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
、
 
 

と
。
た
し
か
に
、
現
実
の
社
会
主
義
が
い
わ
ば
金
属
疲
労
を
起
こ
し
て
 
 

自
壊
し
て
い
っ
た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
の
制
 
 

度
に
代
え
て
社
会
主
義
の
制
度
を
」
と
い
っ
た
頬
の
提
言
は
、
妄
説
の
 
 

城
を
超
え
な
い
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
 
 

た
ち
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
の
現
実
の
な
か
で
起
っ
た
社
会
 
 

主
義
体
制
の
瓦
解
は
、
そ
の
体
制
そ
の
も
の
の
矛
盾
に
起
因
す
る
い
う
 
 

よ
り
も
、
む
し
ろ
み
ず
か
ら
を
共
産
主
義
に
向
け
て
鍛
え
上
げ
る
こ
と
 
 

に
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
を
。
 
 
 

河
上
肇
が
死
去
し
て
か
ら
す
で
に
半
世
紀
以
上
も
の
暗
が
過
ぎ
た
。
 
 

ス
タ
ー
リ
ン
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
理
想
郷
を
見
い
だ
し
た
 
（
『
第
二
貧
 
 

乏
物
語
』
 
『
資
本
論
入
門
』
等
参
照
）
 
河
上
の
論
理
に
は
、
履
き
古
さ
 
 

れ
た
破
れ
草
履
の
よ
う
な
〓
曲
が
あ
り
、
こ
れ
を
単
純
に
現
代
に
復
活
 
 

さ
せ
る
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
大
き
な
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
 
 

し
、
倫
理
・
宗
教
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
帝
国
主
義
国
家
の
制
度
の
根
本
 
 

か
ら
の
改
革
（
革
命
）
を
め
ぎ
し
た
、
こ
の
老
マ
ル
キ
ス
ト
の
肖
像
は
、
 
 

遥
か
な
る
時
を
超
え
て
、
い
ま
な
お
わ
た
し
た
ち
が
歩
む
ぺ
き
途
を
指
 
 

し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
く
な
く
と
も
、
河
上
の
著
述
が
経
 
 

済
学
の
古
典
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
る
時
代
は
終
わ
っ
た
。
そ
れ
ら
 
 

は
、
経
済
学
の
枠
を
超
え
て
、
思
想
や
文
化
の
問
題
に
も
日
を
向
け
よ
 
 

う
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
い
ま
こ
そ
再
読
さ
れ
る
べ
き
著
述
と
い
う
 
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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補
 
遺
 
 

筆
者
は
、
こ
の
小
論
を
、
い
ま
は
亡
き
恩
師
柳
沼
垂
剛
先
生
に
捧
げ
 
 

る
。
一
論
を
な
し
え
た
と
満
足
し
そ
の
成
果
を
恩
師
の
御
霊
に
向
っ
て
 
 

示
そ
う
と
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
筆
者
の
河
上
肇
研
究
は
い
ま
だ
緒
に
 
 

つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
と
う
て
い
 
「
一
論
」
を
な
す
に
至
っ
て
い
な
 
 

い
こ
と
ば
重
々
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
も
、
柳
沼
先
生
は
、
西
洋
古
典
 
 

学
の
大
家
で
あ
ら
れ
た
が
、
日
本
思
想
と
は
疎
遠
な
方
で
あ
っ
た
。
そ
 
 

の
よ
う
な
先
生
の
御
霊
に
あ
え
て
こ
の
小
論
を
捧
げ
る
の
は
、
一
つ
の
 
 

面
で
そ
れ
が
先
生
の
御
遺
志
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
 
 

生
は
、
常
々
、
「
～
的
」
 
「
～
性
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
ず
に
論
文
を
 
 

書
く
べ
き
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
「
～
的
」
 
「
～
性
」
と
は
、
マ
ジ
 
 

カ
ル
な
色
調
を
帯
び
た
こ
と
ば
で
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
 
 

者
の
主
張
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
慣
さ
れ
て
の
御
発
言
で
 
 

は
な
か
っ
た
か
と
推
察
し
て
い
る
。
小
論
は
、
必
要
最
小
限
の
引
用
箇
 
 

所
を
除
い
て
、
「
～
的
」
 
「
～
性
」
 
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
な
 
 

い
。
論
の
出
来
栄
え
そ
の
も
の
に
は
疑
問
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
 
 

の
譜
を
使
用
し
な
い
論
文
を
書
い
た
と
い
う
ご
報
告
を
ご
霊
前
に
な
す
 
 

べ
く
、
こ
れ
を
先
生
に
献
呈
す
る
次
第
で
あ
る
。
 
 

（
い
と
う
・
す
す
む
 
筑
波
大
学
大
学
院
 
人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
 

哲
学
・
思
想
専
攻
 
教
授
）
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