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民
法
改
正
の
意
義
（
三
・
完
）

　
　
　
ー
露
本
資
本
主
義
の
護
展
と
身
分
法
ー

第
一
序
　
　
読

第
二
　
旧
法
の
史
的
役
割

　
　
一
明
治
前
期
に
お
け
る
市
民
法
の
形
成

　
　
二
　
い
わ
ゆ
る
法
典
雫
議
の
志
向

　
　
三
　
昆
法
に
お
け
る
財
産
法
と
身
分
法
（
以
上
五
號
）

　
　
四
　
身
分
法
の
作
用
と
苦
拶
（
六
號
）

田

中

第
三
　
新
親
族
・
相
続
法
成
立
の
意
義

　
　
一
　
ま
え
が
き

　
　
二
　
親
族
法

　
　
三
　
相
績
法
（
と
く
に
農
業
資
産
相
績
特
例
法
案
）

　
　
四
　
協
議
と
審
判

　
　
五
　
結
　
語
（
以
上
本
號
）

喜貝

　
第
三
　
新
親
族
・
相
績
法
成
立
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘
　
ま
え
が
き

三
旧
　
前
二
稿
で
、
奮
法
の
成
立
か
ら
今
吹
の
改
正
ま
で
の
推
移
の
概
観
を
試
み
た
Q
日
本
資
本
主
義
の
稜
展
と
い
う
背
景
の
前
に
お
い

て
、
薔
法
の
も
つ
て
い
た
史
的
意
義
を
あ
き
ら
か
な
ら
し
め
よ
う
と
望
ん
だ
た
め
に
、
予
期
以
上
の
多
く
の
紙
激
を
つ
い
や
し
た
Q
し
か

も
筆
者
の
試
み
は
必
す
し
も
手
際
よ
く
は
ゆ
か
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
Q
と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
提
示
し
え
た
だ
け
で
、
今
は

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
美
一
）



　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
五
杢
）

滞
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
以
下
、
更
に
す
す
ん
で
、
今
次
の
民
法
改
正
i
と
く
に
新
親
族
・
相
績
法
成
立
1
の
意
義
を
論
す
る
こ
と

と
す
る
Q

　
大
き
く
民
法
改
正
と
い
え
ば
、
第
一
條
の
改
正
か
ら
論
じ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
鮎
に
ま
で
ふ
れ
る
必
要
を

み
発
霧
笙
塗
霧
憲
法
窺
定
を
8
て
「
護
ハ
個
人
ノ
鶴
論
性
ノ
本
質
的
李
筆
ヲ
臥
シ
テ
之
ヲ
鐘
ス

ヘ
シ
」
と
う
た
つ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
（
－
）
Q

　
（
1
）
　
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
末
川
「
民
法
改
正
の
根
本
理
念
」
（
立
命
館
土
曜
講
座
「
新
民
法
と
家
事
審
判
法
」
所
牧
）
一
八
頁
以
下
、
同
「
民
法
の

　
　
改
正
を
つ
ら
ぬ
く
二
つ
の
理
念
」
季
刊
法
律
學
第
四
號
七
八
頁
以
下
参
照
。

三
二
　
今
次
の
親
族
・
相
綾
法
改
正
の
ま
す
第
一
の
重
黙
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
奮
法
に
お
け
る
「
家
」
の
制
度
の
慶
止
で
あ
ろ
う
Q

そ
れ
は
、
親
族
法
に
お
い
て
は
「
家
族
關
係
法
」
の
全
面
的
創
除
と
な
り
、
相
績
法
に
お
い
て
は
「
家
督
相
綾
制
」
の
慶
止
と
な
つ
て
あ

ら
わ
れ
た
Q
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
し
て
第
二
段
に
、
親
族
法
に
お
い
て
は
、
家
族
關
係
法
の
制
約
を
脆
却
し
た
夫
婦
關
係
法
お
よ
び
親
子
關
係
法
の
あ
た
ら
し
い
出
獲

が
み
ら
筋
、
相
綾
法
に
お
い
て
は
、
均
分
相
績
に
關
す
る
諸
規
定
、
と
く
に
相
綾
分
や
遺
留
分
に
關
す
る
規
定
が
め
だ
つ
て
き
て
い
る
Q

ま
た
爾
法
域
を
通
じ
て
、
家
事
審
判
所
の
大
き
な
作
用
が
期
待
さ
れ
る
Q
こ
れ
ら
の
攣
化
は
、
艦
系
的
に
み
れ
ば
、
観
念
的
な
親
族
關
係

の
攣
化
と
物
質
的
な
相
績
關
係
の
攣
化
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
一
汝
論
及
す
る
余
裕
が
な
い
Q
こ
こ
で
は
総
論
的
に
「
家
」
の
制
度
の
屡
止
の
意
義
を
中
心
と
し
て
考
え

る
こ
と
と
す
る
Q

三
三
　
す
で
に
み
た
よ
う
に
（
〔
一
九
〕
〔
二
〇
〕
〔
一
二
〕
）
わ
が
奮
親
族
・
相
綾
法
の
中
核
を
な
し
て
い
た
も
の
が
封
建
遺
制
的
な
「
家
」
の



制
度
1
し
か
も
男
子
中
心
の
ー
で
あ
つ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
今
次
の
改
、
正
に
よ
つ
て
そ
の
「
家
」
が
慶
止
さ
れ
、
あ
ら
た
に
「
個
人

の
尊
嚴
」
と
「
爾
性
の
本
質
的
手
等
」
と
が
指
導
原
理
と
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
一
の
革
命
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

あ
ろ
う
（
2
％
そ
れ
が
現
に
わ
が
國
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
民
主
革
命
の
一
面
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
ば
い
う
ま
で
も
な
い
Q

　
ま
た
そ
れ
は
、
從
來
の
民
法
改
正
の
理
念
が
「
淳
風
美
俗
の
彊
化
即
・
ち
わ
が
國
古
來
の
家
族
制
度
の
再
建
」
と
稻
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
み
れ
ば
、
・
「
ま
こ
と
に
コ
。
ヘ
ル
ニ
ッ
ク
ス
的
輻
換
」
（
3
）
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
Q
だ
が
前
稿
で
分
析
し
て
お
い
た
よ
う
に

（
〔
三
〇
〕
）
從
前
の
民
法
改
正
問
題
の
過
程
が
、
形
式
的
に
は
「
家
族
制
度
再
建
」
と
い
う
名
目
を
か
か
げ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
す
、

實
質
的
に
は
、
個
人
の
利
釜
の
擁
護
と
女
子
の
地
位
の
向
上
と
に
よ
つ
て
家
族
制
度
の
弛
緩
を
承
認
し
、
更
に
そ
の
慶
止
の
方
向
を
暗
示

し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
鮎
か
ら
み
れ
ば
、
今
次
の
民
法
改
正
は
｝
の
飛
躍
と
み
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
に
し
て
も
、
む
し
ろ
當
然
の
嚢
展

を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
「
コ
ペ
ル
ニ
ッ
ク
ス
的
轄
換
」
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
Q

　
（
2
）
　
西
村
信
雄
「
家
の
腹
止
と
新
相
績
法
」
（
前
掲
，
「
新
民
法
と
家
事
審
判
法
」
所
牧
）
七
七
頁
以
下
審
照
。

　
（
3
）
　
吉
川
大
二
郎
「
家
事
審
剣
法
概
説
」
（
前
掲
書
所
牧
）
一
二
〇
頁
。

三
四
　
こ
の
よ
う
に
今
次
の
民
法
改
正
は
一
の
革
命
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
》
だ
が
こ
こ
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
必
す
し
も
徹
底
的
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
若
干
の
學
者
に
よ
つ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

（
4
）
、
例
え
ば
、
系
譜
祭
具
お
よ
び
墳
墓
の
所
有
構
に
關
す
る
八
九
七
條
、
氏
の
特
殊
な
性
格
を
示
す
七
五
〇
條
、
七
五
一
條
、
七
六
七

條
、
七
六
九
條
等
は
、
「
一
歩
退
却
」
（
5
）
で
あ
る
と
さ
え
批
評
さ
れ
て
い
る
（
6
）
。

　
こ
の
よ
う
な
不
徹
底
は
、
も
ち
ろ
ん
立
法
の
「
安
協
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
（
7
）
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
現
在
わ
が
國
に
逡
行
中
の

民
主
革
命
が
そ
れ
だ
け
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
五
奎
）



　
　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
五
六
四
）

　
（
4
）
　
例
え
ぱ
、
西
村
前
掲
論
文
、
青
山
「
新
相
績
法
の
基
本
理
念
」
法
律
新
報
七
四
〇
號
七
頁
以
下
等
滲
照
。

　
（
5
）
　
西
村
前
掲
八
O
頁
。

　
（
6
）
　
そ
の
他
、
養
子
の
自
由
や
遺
一
胃
の
自
由
の
活
用
に
よ
つ
て
「
家
』
の
實
髄
温
存
が
可
能
で
あ
る
と
か
、
ま
た
協
議
離
婚
制
が
依
然
た
る
夫
の
「
追

　
　
　
出
し
離
婚
一
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
か
、
　
い
ろ
い
ろ
に
批
判
さ
わ
て
い
る
o

（
7
）
　
「
妥
協
」
と
い
う
表
現
は
、
民
法
改
正
案
起
草
の
任
に
あ
た
ら
れ
た
我
棄
教
授
や
中
川
教
授
の
し
ば
し
ば
用
い
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
安

　
　
　
協
」
は
美
し
い
「
調
和
」
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
同
時
に
「
不
徹
底
」
の
同
義
語
で
も
あ
る
。

三
五
　
元
來
今
度
の
民
主
革
命
は
、
わ
れ
わ
れ
國
民
の
間
に
内
か
ら
も
り
あ
が
つ
、
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
敗
戦
と
い
う
一
の
事
件
に
よ

9
て
、
い
わ
ば
外
か
ら
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
の
出
襲
勲
に
お
い
て
す
で
に
自
主
性
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
、
い
う
よ
う
に
、
か
つ
て
の
わ
が
國
民
の
間
に
も
「
復
活
張
化
」
す
べ
き
「
民
主
主
義
的
傾
向
」
は
存
在
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
て
も
、
そ
れ
に
封
す
番
，
「
一
切
ノ
障
磯
」
が
除
去
さ
れ
た
後
に
お
い
て
さ
え
、
必
す
し
も
十
分
力
彊

い
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
更
に
何
よ
り
。
基
本
的
に
、
日
本
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
封
建
的
要
素
と
の
抱
合
に
よ
つ
て
の
み
今
日
ま
で

の
め
ざ
ま
し
い
獲
展
を
可
能
に
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
歴
史
的
制
約
の
存
在
す
ろ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
や
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
民
主
主
義
的
傾
向
に
封
す
る
軍
な
る
障
凝
と
の
み
み
る
こ
と
は
で
費
な
い
の
で
あ
つ
て
、
實
に
日
本
資
本
主
義

そ
の
も
の
が
運
命
的
に
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
一
の
歴
史
的
必
然
な
の
で
あ
る
。

三
六
　
歴
史
の
法
則
は
飛
躍
を
ゆ
る
さ
な
い
。
、
敗
戦
後
の
日
本
は
、
そ
れ
以
前
の
機
構
を
土
毫
と
し
て
、
そ
の
上
に
民
主
主
義
へ
の
あ
た

ら
し
い
歩
み
を
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
Q
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
民
主
革
命
に
封
す
る
彊
い
ブ
レ
ー
，
キ
の
存
在
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
（
8
）

　
も
ち
ろ
ん
蓮
合
國
の
彊
力
な
支
持
と
援
助
と
が
あ
る
Q
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
占
領
目
的
と
い
う
一
定
の
管
理
上
の
限
界
が
あ
る
こ
と

を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
9



（
8
）
　
一
般
的
に
み
て
、
　
現
在
の
昆
主
革
命
が
必
ず
し
も
十
分
な
庇
倉
的
裏
づ
け
を
も
つ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
o
あ
た
え
ら
れ
た
法
形
式

　
　
は
、
　
と
も
か
く
一
定
の
高
さ
に
ま
で
蓬
し
て
い
る
が
、
吐
會
の
現
實
的
内
容
が
そ
れ
に
ま
で
至
つ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
現
歌
に
封
す
る
正
當
な

　
　
評
償
で
あ
ろ
う
。
そ
九
ぼ
意
識
の
確
立
の
な
い
ま
ま
に
一
方
で
け
行
き
丸
ぎ
と
た
り
、
他
方
で
け
反
動
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
か
く
て
、
終
職
後
の
目
本
は
、
ま
さ
に
革
命
乏
反
革
命
1
し
か
も
風
早
氏
の
い
み
じ
く
も
表
現
し
た
よ
う
に
「
準
和
的
形
熊
に
お
け
る
革
命
と

　
　
反
革
命
一
と
の
交
渉
の
渦
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
ろ
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
黙
の
分
析
に
つ
い
て
け
、
　
こ
れ
以
上
深
入
リ
す
る
こ
と
を
さ
け
る
。
そ
れ
け
本
稿
の
範
園
外
で
も
あ
る
し
、
ま
た
宋
だ
そ
の
時
期
で
も

　
　
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
こ
こ
で
け
た
だ
、
改
正
民
法
の
杜
會
的
墓
盤
を
「
革
命
お
よ
び
反
革
命
」
と
し
て
特
色
づ
け
わ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
風
早

　
　
「
平
和
的
形
態
に
お
け
る
革
命
と
反
革
命
」
、
豊
田
四
郎
「
日
本
政
治
経
濟
の
動
向
」
、
今
中
次
麿
「
日
本
政
治
史
新
稿
」
第
二
分
冊
五
一
〇
頁
以

　
　
下
、
と
く
に
五
一
八
頁
以
下
等
滲
照
o

三
七
　
か
く
て
改
正
民
法
は
何
よ
り
も
「
安
協
」
の
産
物
で
あ
る
刃
と
は
い
え
、
そ
れ
が
民
法
改
正
の
一
の
ー
ー
し
か
も
大
き
な
…
1
前

進
で
あ
る
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
Q

　
し
か
し
、
民
法
が
改
正
さ
れ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
で
直
ち
に
肚
會
生
活
そ
の
も
の
が
改
ま
る
と
考
え
た
り
、
封
建
遺
制
的
な
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

的
慣
習
が
是
正
さ
れ
る
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
Q

　
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
親
族
な
い
し
家
族
生
活
は
き
わ
め
て
保
守
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

り
、
慣
習
的
に
固
定
し
や
す
い
も
の
な
の
で
あ
る
Q
從
つ
て
、
民
法
改
正
と
は
い
う
も
の
の
軍
に
法
規
の
面
だ
け
を
眺
め
て
、
そ
れ
が
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

實
に
「
生
き
た
法
」
と
し
て
ど
う
な
る
か
と
い
う
鮎
を
か
え
り
み
な
い
の
は
早
計
で
、
あ
ろ
う
。
と
く
に
親
族
法
の
領
域
は
観
念
的
な
も
の

で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
攣
革
は
容
易
に
現
實
化
し
な
い
で
あ
ろ
う
Q
實
際
、
戸
主
中
心
の
「
家
」
の
制
度
の
維
持
し
て
き
た
権
威
的
な
支

配
・
服
從
の
原
理
は
民
法
改
正
に
よ
つ
て
一
磨
打
破
さ
れ
た
に
し
て
も
、
一
旦
慣
脅
と
し
て
成
立
し
存
綾
し
て
き
た
家
庭
生
活
内
の
從
属

關
係
は
早
急
に
は
攣
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
五
窒
）



　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
美
六
）

　
も
と
よ
り
前
稿
に
も
み
た
よ
う
に
、
戸
主
の
椹
力
が
縮
少
さ
れ
絶
封
主
義
的
思
想
の
弱
ま
り
っ
つ
あ
つ
た
の
が
過
去
の
現
實
で
は
あ
つ

た
。
と
は
い
つ
て
も
、
現
に
わ
れ
わ
れ
の
周
園
を
ふ
り
か
え
つ
て
み
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
古
い
因
脅
的
な
も
の
は
依
然
と
し
て
わ

だ
か
ま
つ
て
い
る
し
、
ま
た
終
戦
後
の
政
治
維
濟
の
混
臨
や
人
心
の
無
氣
力
化
に
乗
じ
て
、
し
ば
し
ば
封
建
的
癒
も
の
の
ぴ
そ
か
な
再
建

さ
え
企
て
ら
れ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
例
え
ば
今
次
の
民
法
改
正
を
め
ぐ
つ
て
行
わ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
孚
を
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

べ
て
み
て
も
容
易
に
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
9
）
Q

　
（
9
）
　
こ
と
に
牧
野
、
中
田
爾
博
士
と
我
妻
、
中
川
爾
教
授
と
の
問
に
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
憤
懸
・
批
難
と
辮
明
・
反
駁
と
は
、
最
も
興
味
深
い
と
同

　
　
時
に
ま
た
最
も
示
唆
多
き
も
の
で
あ
る
。
牧
野
「
民
法
の
改
正
と
家
族
主
義
」
法
律
新
報
七
四
〇
號
一
頁
以
下
、
中
田
「
わ
が
家
族
制
度
σ
浩
革
」

　
　
　
法
律
新
報
七
三
三
號
三
頁
以
下
、
同
「
民
法
改
正
と
家
族
制
度
」
法
律
噺
報
七
四
一
號
一
頁
以
下
、
我
妻
「
親
族
の
扶
け
合
い
」
法
律
タ
イ
ム
ズ
一

　
　
　
四
號
三
二
頁
以
下
、
中
川
「
家
族
主
義
と
改
正
民
法
」
法
律
タ
イ
ム
ズ
一
〇
號
一
九
頁
以
下
、
同
「
新
民
法
と
法
制
史
」
法
律
漸
報
七
四
六
號
一
頁

　
　
　
以
下
の
諸
論
稿
滲
照
。

三
八
　
し
か
し
不
徹
底
と
い
わ
れ
よ
う
と
、
安
協
と
評
さ
れ
よ
う
と
、
あ
る
い
は
行
き
す
ぎ
と
批
難
さ
れ
よ
う
と
、
無
意
味
な
り
悲
喜

劇
」
だ
と
冷
笑
さ
れ
よ
う
と
、
と
に
か
ぐ
民
法
が
改
正
さ
れ
た
の
は
事
實
で
あ
葛
Q
わ
れ
わ
れ
は
「
家
」
の
失
わ
れ
た
新
し
い
民
法
を
護

ん
で
率
直
に
革
命
を
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
Q
前
稿
（
〔
二
八
〕
）
で
な
ら
べ
て
み
た
「
家
」
を
め
ぐ
る
多
く
の
判
例
を
考
え
た

だ
け
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
今
次
の
民
法
改
正
を
明
る
い
氣
持
で
受
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
Q

　
た
だ
し
依
然
と
し
て
古
い
秩
序
を
固
執
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
汝
も
な
い
で
は
な
い
Q
そ
の
感
情
は
と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て

理
解
し
が
た
い
の
は
、
何
故
古
い
秩
序
を
愛
惜
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
い
も
の
は
た
だ
古
い
が
故
に
奪
い
の

で
は
な
い
9
そ
れ
は
、
新
し
い
も
の
が
た
だ
新
し
い
が
故
に
尊
い
の
で
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
Q
だ
が
、
人
間
性
の
歴
史
が
そ
の
解
放
の

歴
史
で
あ
る
以
上
、
個
人
を
何
等
か
の
形
で
拘
束
す
る
よ
う
な
「
家
」
の
制
度
は
、
そ
れ
が
す
で
に
肚
會
経
濟
的
に
基
礎
を
失
つ
た
黙
か



ら
い
つ
て
も
鄭
ま
た
人
間
性
の
理
念
か
ら
い
つ
て
も
、
つ
い
に
打
破
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Q
失
わ
れ
ゆ
く
古
い
も
の
に
封
し
て

愛
惜
の
情
を
そ
そ
ぐ
の
は
、
老
い
た
る
者
の
、
ま
た
は
と
く
に
う
ら
ぶ
れ
ゆ
く
肚
會
階
級
の
特
樺
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と

い
つ
て
、
い
た
す
ら
に
「
櫻
の
園
」
の
感
傷
に
ふ
け
ろ
こ
と
ぱ
ゆ
る
さ
る
べ
ぐ
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
つ
と
冷

静
に
過
去
の
樺
威
的
で
あ
つ
た
家
族
倫
理
に
つ
い
て
反
省
し
、
自
主
的
な
人
格
を
基
調
と
す
る
新
し
㌔
家
族
倫
理
に
野
す
る
信
頼
を
も
つ

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
（
恥
）
Q

　
（
1
0
）
　
現
在
の
混
飢
し
た
吐
會
の
秩
序
が
、
一
面
で
け
無
反
省
な
自
由
の
濫
用
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
事
實
で
あ
る
。
だ
が
そ
の

　
　
責
任
は
、
人
格
の
解
放
を
墓
調
と
す
る
民
主
主
義
が
負
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
、
今
ま
で
適
正
な
自
由
の
使
い
方
を
教
え
ず
、
ま
た
自

　
　
分
の
行
爲
に
封
し
て
責
任
を
も
つ
白
主
的
な
人
格
の
訓
練
を
か
え
り
み
な
か
．
つ
た
奮
思
想
そ
の
も
の
が
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
　
親

族

法

三
九
　
今
次
の
親
族
・
相
績
法
改
正
は
、
艦
系
的
に
み
れ
ば
、
観
念
的
な
親
族
法
の
部
分
と
、
物
質
的
な
相
績
法
の
部
分
と
に
二
大
別
す

る
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
親
族
法
の
改
正
は
、
相
績
法
の
改
正
に
よ
つ
て
、
物
質
的
基
礎
を
與
え
ら
れ
、
相
綾
法
の
改

正
は
ま
た
、

親
族
法
の
改
正
に
よ
つ
て
、
観
念
的
な
指
導
原
理
を
授
け
ら
れ
る
」
（
11
）
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
爾
部
分
に
っ
い
て
分
読
す
る
。

　
（
1
1
）
　
我
妻
「
新
親
族
法
の
解
説
」
（
上
）
法
律
時
報
一
九
巻
一
二
號
三
頁
。

四
〇
　
ま
す
親
族
法
の
領
域
に
お
い
て
は
「
，
戸
主
及
家
族
」
の
全
規
定
印
ち
家
族
關
係
法
が
全
面
的
に
削
除
さ
れ
、
そ
れ
に
封
鷹
し
て

「
家
」
の
制
約
を
脱
却
し
た
婚
姻
法
む
よ
び
親
子
法
の
新
し
い
出
襲
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
に
も
一
言
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
更
に
こ
れ
に
伴
っ
て
、
ω
意
思
主
義
の
導
入
と
と
も
に
親
族
關
係
が
重
要
な
攣
更
を
受
け
、
同
時
に
氏
お
よ
び
祭
祀
主
宰
穰
の
性
格
が

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
五
宅
）



　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
美
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

微
妙
な
問
題
を
含
む
こ
と
、
吻
親
族
會
と
い
う
、
、
家
」
の
自
律
機
關
が
消
滅
し
、
親
族
自
治
の
観
念
に
攣
容
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
③
後

見
の
意
義
が
縮
限
さ
れ
、
親
椹
の
延
長
た
る
本
質
を
明
瞭
に
し
た
こ
と
、
ω
扶
養
關
係
が
弛
緩
し
、
か
つ
範
園
を
狭
％
ら
れ
た
こ
と
等
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
Q

　
こ
れ
ら
の
細
か
い
鮎
の
検
討
は
別
の
機
會
に
ゆ
す
0
、
こ
こ
で
は
、
基
本
的
な
問
題
と
し
て
次
の
諸
黙
に
つ
い
て
論
す
る
こ
と
と
す

る
Q四

醐
、
第
一
の
黙
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
戸
主
椹
の
漕
滅
で
あ
る
Q

　
こ
れ
は
、
戸
籍
法
の
全
面
的
改
正
ー
戸
籍
の
編
成
が
戸
主
を
基
本
と
し
て
な
さ
れ
す
、
あ
ら
た
に
夫
婦
お
よ
び
そ
の
未
婚
の
子
と
で

構
成
さ
れ
る
小
家
族
を
軍
位
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
－
1
－
と
封
慮
し
て
、
奮
法
に
お
け
る
家
族
の
婚
姻
・
離
婚
・
養
子
等
に
封
す
る
戸
主

の
統
制
や
、
家
族
の
居
所
指
定
構
そ
の
他
多
く
の
戸
主
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
権
限
は
一
切
浩
滅
す
る
Q
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
民
法
上

の
家
族
構
成
の
根
本
的
攣
革
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
家
族
生
活
の
保
守
的
性
格
か
ら
み
て
、
軍

に
法
規
の
上
で
戸
主
中
心
の
「
家
」
の
制
度
が
な
く
な
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
で
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
臼
常
の
生
活
そ
の
も
の
が
攣

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
少
く
と
も
、
こ
の
「
家
」
と
い
う
「
槽
力
汁
拘
束
の
機
構
の
塵
止
」
は
親
族
法
原
理
の
イ
デ
オ
戸
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ー
的
轄
換
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
「
國
家
が
そ
の
よ
う
な
家
族
秩
序
を
彊
制
し
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
の
で
あ
り
、
ま

た
絶
封
制
的
構
威
秩
序
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
基
礎
の
否
認
を
意
味
す
る
」
（
12
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
（
12
）
　
川
島
「
日
本
祉
會
の
家
族
的
構
成
」
一
五
七
頁
。

四
二
　
第
二
に
指
摘
す
べ
き
は
、
右
の
「
構
力
H
拘
束
の
機
構
の
慶
止
」
は
、
婚
姻
法
お
よ
び
親
子
法
を
「
家
」
か
ら
解
放
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
更
に
自
主
性
を
獲
得
し
た
婚
姻
法
お
よ
ぴ
親
子
法
そ
れ
自
身
の
質
的
攣
化
を
も
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
婚
姻



法
お
よ
び
親
子
法
か
ら
家
族
法
的
制
約
が
脆
落
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
市
民
肚
會
に
お
け
る
婚
姻
法
む
よ
び
親
子
法
の
も
つ
性
格
と
機
能

と
が
明
確
に
さ
れ
純
化
さ
船
た
こ
と
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
元
來
婚
姻
法
の
本
質
は
男
女
の
性
關
係
の
秩
序
づ
け
た
ろ
と
こ
ろ
に
あ
り
、
同
時
に
夫
婦
た
る
こ
と
に
も
と
づ
く
各
種
の
財
産
關
係
の

規
律
を
も
伴
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
市
民
肚
會
に
お
い
て
は
一
夫
一
婦
制
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
本
質
的
に
個
人
意
思
自
律
的
な
も
の
で
な

け
れ
ぜ
な
ら
な
い
。
え
は
い
え
、
夫
婦
を
中
心
と
す
る
家
族
が
肚
會
の
一
の
輩
位
を
構
成
し
、
ま
た
未
成
熟
子
の
保
護
養
育
と
い
う
自
然

的
な
職
分
を
保
持
し
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
お
け
る
意
思
の
自
律
も
當
然
に
一
定
の
制
約
を
も
た
ざ
る
を
え
な
蛎
ー
一
般
江
親
族
法
が

彊
行
法
的
性
格
を
多
分
に
も
つ
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
ー
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
そ
の
よ
う
な
肚
會
的
制
約
を
除
い
て
は
、
婚
姻
法

の
原
理
は
外
部
強
制
的
な
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
こ
に
も
、
近
代
肚
會
に
お
け
る
理
性
的
個
人
ー
ー
近
代
資

本
主
義
肚
會
に
お
け
る
経
濟
人
・
市
民
法
に
お
け
る
法
律
人
（
〔
一
六
〕
滲
照
）
1
は
そ
の
全
き
姿
を
も
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
べ
き
基
盤
を
も

つ
の
で
あ
つ
て
、
「
家
」
と
い
う
「
槽
カ
ー
拘
束
の
機
構
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
し
い
婚
姻
法
が
、
自
由
・
雫
等
な
意
思
の
自
律
i
い

い
か
え
れ
ば
、
新
憲
法
二
四
條
に
い
わ
ゆ
る
「
個
人
の
奪
嚴
と
爾
性
の
本
質
的
李
等
」
と
を
基
調
と
し
て
構
成
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も

は
、
市
民
肚
會
に
お
け
る
婚
姻
法
の
正
常
な
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（
13
）
Q

　
（
13
）
　
そ
れ
は
第
一
に
は
當
事
者
の
意
思
の
尊
重
（
戸
主
の
同
意
椹
の
消
滅
、
　
父
母
の
同
意
樺
の
縮
少
七
三
七
條
ヌ
第
二
に
は
夫
妻
の
耶
等
（
氏
の
選

　
　
　
探
に
つ
い
て
の
七
五
〇
條
、
同
居
抹
助
の
義
務
に
つ
い
て
の
七
五
二
條
、
財
産
臨
係
に
つ
い
て
の
七
六
〇
條
、
七
六
二
條
、
離
婚
原
因
に
つ
い
て
の

　
　
　
七
七
〇
條
等
）
に
お
い
て
具
髄
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
川
「
新
憲
法
と
家
族
制
度
」
八
八
頁
以
下
、
吾
妻
光
俊

　
　
　
「
婚
姻
生
活
に
於
け
る
雨
性
の
耶
等
」
法
律
新
報
七
四
一
號
五
頁
以
下
、
外
岡
「
改
正
民
法
に
お
け
る
婚
姻
」
法
律
タ
イ
ム
ズ
九
號
二
九
頁
以
下
等

　
　
参
照
。
な
お
婚
如
法
の
史
的
登
展
過
程
に
つ
い
て
、
栗
生
武
夫
「
婚
姻
立
法
に
お
け
る
二
宝
義
の
抗
欝
」
「
婚
姻
法
の
近
代
化
［
滲
照
。

四
三
　
次
に
親
子
法
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
主
た
る
課
題
が
親
子
關
係
に
つ
い
て
の
一
定
の
確
認
．
規
整
と
、
未
成
熟
子
の
保
護
養
育

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
巽
九
）



　
　
　
良
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
看
O
）

と
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
Q

　
近
代
市
民
肚
會
に
お
け
る
人
の
概
念
が
、
抽
象
的
維
濟
入
に
封
慮
す
る
抽
象
的
法
律
人
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
の
べ
た
。
從
つ
て
市
民

肚
會
に
お
け
る
人
と
人
と
の
結
合
・
交
渉
は
、
原
則
的
に
は
濁
立
・
掛
等
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ

の
人
の
具
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
法
律
上
の
能
力
も
一
の
雫
均
的
な
尺
度
を
も
つ
て
は
か
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
Q
即
ち
市
民
法
に
お
け
る

人
は
、
形
式
的
に
は
能
力
者
（
成
年
者
）
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
未
域
年
者
は
何
等
か
の
形
で
そ
の
能
力
の
補
充
を
受

け
な
け
れ
ば
市
民
肚
會
に
登
場
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
市
民
肚
會
に
お
け
る
親
子
法
の
作
用
は
、
未
威
年
者
（
未

成
熟
子
）
に
封
す
る
能
力
の
補
充
お
よ
ぴ
助
成
1
そ
の
前
提
と
し
て
親
子
關
係
の
確
認
・
規
整
が
意
昧
を
も
つ
（
14
）
1
に
重
黙
が
お

か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
市
民
法
の
一
部
と
し
て
の
親
子
法
の
特
殊
な
任
務
と
性
格
と
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
Q

　
そ
れ
ゆ
え
親
子
法
の
内
容
は
、
嚴
密
に
は
未
成
熟
子
に
射
す
る
父
母
の
一
定
の
保
護
的
職
分
i
「
親
椹
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
不

適
當
で
あ
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
ー
に
限
ら
る
べ
き
で
あ
つ
て
（
1
5
）
、
改
正
法
が
父
母
の
婚
姻
同
意
を
未
成
年
者
の
場
合
に
限
り
（
七
三
七

條
）
婚
姻
成
年
の
制
度
を
設
け
（
七
五
三
條
）
親
槽
の
封
象
を
未
成
年
の
子
に
限
定
し
た
（
八
一
八
條
一
項
）
の
は
正
し
い
態
度
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
Q

（14

）

（
巧
）

　
更
に
親
子
關
係
け
相
績
の
場
合
の
某
準
と
も
な
る
。
私
有
財
産
制
の
下
に
お
い
て
は
、
む
し
偽
こ
こ
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
だ
か
ら
嚢
展
史
的

に
み
る
限
り
、
　
私
有
財
産
制
が
紺
績
關
係
を
制
約
し
、
相
縫
が
親
子
闇
係
、
更
艮
一
夫
一
婦
の
辱
姻
形
態
を
も
制
約
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
o
こ
の
よ
う
な
倒
立
し
た
制
約
關
係
の
中
に
、
家
族
丞
活
の
清
算
し
き
れ
な
い
矛
盾
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
中
川
教
授
け
、
最
近
の
親
子
法
の
性
格
を
示
す
た
め
に
，
適
切
に
も
「
子
の
た
め
の
親
子
法
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
ら
れ
る
。
　
「
日
本
親
族

法
」
二
八
九
頁
、
「
新
憲
法
と
家
族
制
度
」
七
五
頁
以
下
、
「
現
代
身
分
法
の
基
礎
理
論
」
（
「
現
代
民
法
の
基
礎
理
論
」
所
牧
）
二
六
一
頁
以
下
参

照
◎



四
四
　
第
三
に
、
親
族
法
の
艘
系
の
中
に
お
い
て
、
婚
姻
法
が
指
導
的
地
位
に
立
つ
．
で
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
つ
新
憲
法
二

四
條
自
艦
が
、
す
で
に
婚
姻
中
心
の
ご
と
き
表
現
を
な
し
て
“
る
が
、
そ
れ
は
、
家
族
的
結
合
の
起
黙
が
、
入
間
の
自
然
的
な
生
理
關
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

に
も
と
づ
く
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
右
に
み
た
よ
う
に
親
子
法
の
内
容
が
限
定
的
な
も
の
で
あ
る

以
上
、
そ
れ
が
市
民
的
親
族
法
の
艦
系
の
中
に
お
い
て
ー
ー
t
婚
姻
法
に
封
し
．
｝
　
　
從
属
的
な
地
位
に
つ
く
の
ぽ
當
然
の
理
と
い
つ
て
よ

い
の
で
あ
ろ
（
1
6
）
Q

　
（
1
6
）
　
青
山
教
授
は
「
わ
が
封
建
的
家
族
制
度
に
お
い
て
け
、
婚
姻
の
自
主
性
蔵
極
端
に
抑
塵
せ
ら
れ
…
…
む
し
ろ
家
を
永
績
ず
る
手
段
的
意
義
に
し
か

　
　
考
え
ら
れ
な
か
つ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
親
子
關
係
が
重
要
観
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
　
「
近
代
家
族
は
か
か
る
婚

　
　
姻
の
手
段
的
存
在
換
言
す
れ
ば
親
子
關
係
へ
の
從
圃
を
そ
し
て
叉
家
へ
の
從
麗
を
否
定
す
る
」
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
　
「
改
正
民
法
と
親
子
關
係
」

　
　
法
律
タ
イ
ム
ズ
一
二
號
一
〇
頁
参
昭
…
〇

　
四
五
　
か
く
て
、
わ
が
親
族
法
も
市
民
法
と
し
て
の
性
格
を
お
び
る
こ
と
と
な
つ
た
Q
い
い
か
え
れ
ば
、
今
次
の
改
正
に
よ
つ
て
多
く

の
古
め
か
し
い
身
分
的
拘
束
を
洗
い
む
と
し
た
新
親
族
法
は
、
今
や
財
産
法
と
相
な
ら
ん
で
、
自
由
な
る
市
民
の
自
律
的
意
思
を
基
調
と

す
る
近
代
市
民
法
の
｝
部
面
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
現
に
わ
が
國
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
民
主

革
命
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
民
法
改
正
の
意
義
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
1
7
）
Q

　
も
と
よ
り
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
よ
う
に
、
親
族
演
の
観
念
的
な
性
格
ほ
、
そ
れ
だ
け
で
直
接
に
肚
會
的
現
實
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
家

族
生
活
を
指
導
サ
る
と
み
る
こ
と
ぱ
で
き
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
「
法
律
は
人
間
の
實
在
即
ち
そ
の
生
活
の
基
礎
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
、

入
間
の
精
紳
的
産
物
と
し
て
は
観
念
的
な
も
の
と
し
て
、
事
實
的
な
も
の
を
制
約
す
る
」
（
1
8
）
と
い
う
法
律
の
イ
デ
オ
・
ギ
！
的
性
格
か

ら
し
て
、
今
次
の
親
族
法
改
正
の
も
つ
意
義
を
過
小
評
債
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
ま
い
Q
こ
と
に
、
そ
れ
が
次
に
考
察
す
る
よ
う
な
相
綾

法
の
改
正
に
よ
る
物
質
的
な
裏
づ
け
を
與
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
由
と
雫
等
と
を
基
調
と
す
る
新
し
い
家
族
秩
序
の
形
成
に
役
立

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
看
一
）



民
法
改
正
の
意
義

四
〇

（
妻
一
）

つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
期
待
さ
れ
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぱ
同
時
に
新
相
綾
法
に
封
し
て
も
一
の
観
念
的
指
導
力
と
し
て
の
作
用
を
お
よ

ぽ
す
で
あ
ろ
う
Q

（
η
）

（
1
8
）

　
だ
が
、
そ
こ
に
一
定
の
限
界
鮎
が
あ
る
こ
と
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
目
標
と
さ
れ
て
い
る
自
由
と
耶
等
と
は
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

な
る
形
式
的
な
そ
れ
で
あ
つ
て
、
け
つ
し
て
實
質
的
な
そ
孔
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
o
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
財
産
法
に
お
け
る
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

的
な
契
約
自
由
・
法
的
人
絡
の
亭
等
が
何
等
財
産
的
な
平
等
を
保
障
し
え
な
か
つ
た
と
全
く
同
檬
に
、
家
族
な
い
し
親
族
秩
序
に
お
け
る
實
質
的
な

自
由
・
準
等
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
臥
ま
で
も
な
く
、
形
式
的
な
自
由
・
準
等
は
近
代
市
民
証
曾
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
り
、
　
一
に
賛
本
室
義
的
私
有
財
産
制
に
も
と
づ

く
個
人
主
義
原
理
の
護
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
も
基
礎
的
に
は
経
濟
條
件
に
よ
つ
て
制
約
さ
剃
る
も
の

で
あ
る
以
上
、
家
族
秩
序
の
起
貼
で
あ
る
婚
姻
制
度
へ
の
個
人
主
義
原
理
の
反
映
は
、
形
式
的
な
一
夫
一
婦
制
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
は
更
に
や

が
て
は
雨
性
の
耶
等
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
可
能
な
ら
し
め
る
o
と
け
い
え
、
男
女
問
に
先
天
的
に
能
力
の
差
異
が
存
し
、
ま
た
と
く
に
、
新

し
い
生
命
の
生
産
お
よ
び
そ
の
養
育
に
つ
い
て
自
然
的
分
業
が
存
す
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
、
個
人
主
義
原
理
に
件
つ
て
更
に
あ
ら
た
な
不
合
理

と
矛
盾
と
が
生
み
だ
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
こ
の
理
け
、
近
代
胱
會
の
婚
姻
形
態
が
、
理
念
的
に
は
一
夫
一
婦
制
を
要
請
七
な
が
ら
、

し
か
も
そ
の
背
後
に
廣
汎
な
費
淫
・
姦
通
の
存
在
を
件
わ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
こ
と
に
、
も
つ
と
ぎ
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
）
加
古
砧
二
郎
「
婚

姻
の
法
理
學
的
考
察
」
（
「
理
論
法
學
の
諸
問
題
」
所
牧
）
三
〇
五
頁
以
下
、
と
く
に
三
二
四
頁
以
下
滲
照
。

　
か
く
し
て
今
次
の
民
法
改
正
の
意
義
は
、
基
本
的
に
は
、
お
く
れ
た
わ
が
親
族
な
い
七
家
族
秩
序
を
近
代
市
民
杜
會
秩
序
の
工
部
面
た
ら
し
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
い
う
鮎
に
お
い
て
み
と
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
の
家
族
生
活
に
お
け
る
一
切
の
不
合
理
が
止
揚
せ

し
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
問
題
は
む
し
ろ
そ
の
後
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
〔
六
六
〕
滲
照
α

　
峯
村
光
郎
「
法
律
學
序
説
」
薦
版
二
九
六
頁
、
新
版
二
六
七
頁
◎

三
　
相
績
法
（
と
K
に
農
業
費
産
相
綾
特
例
法
案
）

四
六
　
メ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
相
績
法
は
、
無
産
階
級
と
は
全
然
渡
交
渉
で
、
有
産
楷
級
の
中
で
も
、
比
較
的
少
部
分
の
者
に
し
か
交
渉



の
な
い
、
貴
族
的
制
度
の
一
つ
で
あ
る
Q
無
産
階
級
、
印
ち
國
民
の
大
部
分
が
、
相
綾
法
に
封
し
て
間
接
の
利
害
を
有
す
る
の
は
、
総
て

の
相
績
順
位
が
、
少
轍
者
の
手
中
へ
の
富
の
蓄
積
に
都
合
よ
く
出
來
て
ゐ
る
爲
め
に
、
釜
女
無
産
階
級
の
籔
影
増
加
せ
し
め
、
從
つ
て
そ

の
生
活
を
困
難
な
ら
し
め
る
と
云
ふ
貼
櫻
於
て
の
み
で
あ
る
」
（
－
）
と
Q

　
こ
の
メ
ン
ガ
、
の
言
葉
は
、
す
で
に
相
績
法
の
本
質
が
財
産
法
の
一
部
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
（
2
）
Q
し
た
が
つ

て
、
相
綾
法
が
と
く
に
有
産
階
級
に
と
の
．
・
て
大
ぎ
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
入
間
は
す
べ
で
そ
の
生
活
を
い
と
な
む
上
に
お
い
で
一
定
の
物
質
的
生
活
手
段
を
歓
ぐ
こ
と
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
從
つ
て
相

綾
制
度
が
無
産
階
級
に
と
つ
て
も
若
干
の
意
義
を
も
つ
こ
と
は
否
定
で
爵
．
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
と
に
わ
が
國
に
お
い
て
は
、
入
口
の
大

牛
が
農
業
人
口
を
電
つ
て
構
成
さ
れ
て
む
り
、
そ
し
て
農
民
が
國
民
維
濟
上
軍
な
る
溝
費
者
で
．
な
く
、
大
な
り
小
な
り
に
農
地
・
農
機

具
・
家
畜
等
を
所
有
す
る
生
産
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
奮
法
に
器
い
て
身
分
お
よ
び
財
産
の
包
括
軍
猫
相
綾
た
る
「
家
督
相
績
制
」
が

確
立
さ
れ
て
以
來
、
財
産
の
戸
主
へ
の
集
中
が
現
實
に
大
き
な
作
用
を
果
し
て
萱
た
と
と
等
か
ら
い
つ
て
、
相
績
法
の
改
正
が
わ
れ
わ
れ

に
と
つ
て
い
か
に
大
き
な
意
義
を
も
っ
か
ぱ
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
（
3
）
9

　
（
］
）
　
井
上
課
・
メ
ン
ガ
ー
「
民
法
と
無
産
者
階
級
」
三
一
一
頁
o

　
（
2
）
　
わ
が
奮
法
の
「
家
督
相
綾
」
に
っ
伊
て
も
、
戸
主
と
い
う
身
分
の
相
綾
は
む
↓
ろ
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
家
」
の
財
鳶
の
相
績
が
中
心
で

　
　
　
あ
つ
た
と
考
え
る
。
へ
き
で
あ
る
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
青
山
「
新
相
績
法
の
基
本
理
念
」
法
律
新
報
七
四
〇
號
八
頁
参
照
。

　
（
3
）
　
わ
が
國
に
お
い
て
、
相
綾
財
，
産
を
め
ぐ
る
親
族
間
の
紛
争
i
い
わ
ゆ
る
お
家
騒
動
t
が
、
と
く
に
人
情
質
朴
と
稽
さ
れ
る
農
村
に
お
い
て
案

　
　
外
に
多
い
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
相
綾
財
産
に
封
す
る
關
心
が
き
わ
め
て
張
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

四
七
　
と
乙
ろ
で
、
相
綾
法
の
改
正
は
、
親
族
法
の
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
き
わ
め
て
簡
明
で
あ
る
Q
そ
れ
は
、
　
一
口
に
い
つ
て
、
「
家
督

相
績
制
」
の
慶
止
H
配
偶
者
お
よ
び
諸
子
女
に
よ
る
「
均
分
相
綾
制
」
の
原
則
化
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
Q

　
　
　
民
法
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意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
垂
じ
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四
二
　
　
　
（
老
四
）

　
し
か
し
、
そ
の
肚
會
的
現
實
に
封
す
る
影
響
は
、
物
質
的
で
あ
る
だ
け
に
、
む
し
ろ
重
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
Q
そ
れ
は
、
消
極
的

に
は
、
「
家
」
と
い
う
「
構
力
H
拘
束
」
機
構
の
必
要
と
す
る
物
質
的
基
礎
を
失
わ
し
め
、
積
極
的
に
は
、
配
偶
者
I
I
實
際
に
は
多
ぐ

妻
－
i
む
よ
び
長
男
子
以
外
の
諸
子
ー
と
く
に
女
子
ー
ー
の
相
綾
上
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
親
族
法
に
お
け
る
自
由
・
李

等
の
原
理
を
基
礎
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
Q

四
八
　
か
く
し
て
「
家
」
の
財
産
の
分
轍
が
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
な
（
〔
二
五
〕
）
從
來
「
家
」
の
果
し
て

き
た
多
く
の
役
割
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
Q
そ
の
中
で
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
二
鮎
で
あ
る
Q

　
そ
の
第
一
は
、
資
本
の
分
散
化
的
傾
向
が
生
す
る
こ
と
で
あ
る
Q

　
も
と
よ
り
均
分
相
綾
の
原
則
が
被
相
綾
人
の
資
産
の
分
散
を
も
た
ら
す
に
し
て
も
、
多
く
の
場
合
資
本
化
さ
れ
て
い
る
近
代
的
な
財
産

形
態
に
と
つ
て
大
し
た
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
（
4
）
、
し
か
し
、
と
く
に
資
本
主
義
化
の
お
く
れ
て
い
る
ー
ー
從
つ
て
そ
れ
だ
け
資
本
的

に
脆
弱
な
ー
ー
わ
が
國
の
農
業
や
小
規
模
の
商
工
業
に
つ
い
て
、
大
き
な
影
響
が
生
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
み
0
が
し
え
な
い
こ
ど
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

る
。
資
産
の
分
割
は
そ
れ
ら
の
小
規
模
な
経
螢
を
し
ば
し
ば
維
持
不
可
能
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
維
濟
組
織
そ
の
も

の
の
合
理
化
を
促
進
す
る
契
機
と
な
ら
す
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
Q

　
だ
が
同
時
に
、
こ
れ
に
封
す
る
反
流
が
、
封
建
的
意
識
の
淺
存
と
か
ら
み
あ
つ
て
、
二
つ
の
方
面
か
ら
起
つ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘

　
　
　
　
　
　
ぢ

し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
Q
そ
れ
は
、
一
方
で
は
遺
言
の
自
由
を
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
極
力
特
定
の
一
人
の
手
に
財
産

を
集
中
せ
し
め
よ
う
と
す
る
態
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
他
方
で
は
」
と
く
に
農
地
の
細
分
を
防
止
す
る
と
い
う
名
の
下
に
「
農
業
資
産
相

綾
特
例
法
」
を
制
定
し
て
、
少
く
と
も
農
業
資
産
に
關
す
る
限
り
均
分
相
綾
の
原
則
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
前
者
は
市
民
法
の
原
理
が
私
有
財
産
の
自
由
庭
分
主
義
を
伴
う
以
上
當
然
の
要
求
と
し
て
み
レ
乱
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
實
に



は
、
そ
の
調
整
と
し
て
遺
留
分
と
い
う
限
度
が
あ
り
（
5
）
、
ま
た
遺
言
の
方
式
の
嚴
格
さ
に
制
約
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
實
数
は
み
ら

れ
ま
い
Q
更
に
個
人
主
義
原
理
の
家
族
生
活
へ
の
滲
透
は
、
そ
の
よ
う
な
意
圖
に
と
っ
て
．
根
本
的
な
障
凝
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ

る
Q
問
題
に
な
る
の
は
後
者
で
あ
る
が
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
後
に
詳
論
す
る
（
〔
五
二
〕
以
下
）
Q

　
（
4
）
　
川
島
前
掲
一
七
〇
頁
参
照
o

　（5

）
　
遣
留
分
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
文
献
と
し
て
編
島
四
郎
「
置
留
分
制
度
の
法
理
と
判
例
」
（
二
）
民
商
法
難
誌
一
二
巻
五
ー
七
號
三
七
頁

　
　
以
下
が
滲
照
に
債
す
る
o

四
九
　
そ
の
第
二
ぱ
、
從
來
就
會
政
策
の
肩
代
り
と
な
つ
て
き
た
「
家
」
の
治
滅
が
肚
會
政
策
の
貧
弱
さ
を
暴
露
す
る
、
從
つ
（
そ
の
必

要
性
と
重
要
性
と
が
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
か
つ
て
の
よ
う
に
、
長
男
が
家
産
乞
包
括
的
に
う
け
つ
ぐ
代
り
に
弟
妹
や
そ
の
他
の
家
族
達
の
注
計
を
保
持
又
は
補
助
す
る
と
い
う
家

父
長
制
は
全
く
失
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
失
わ
れ
な
い
ま
で
も
そ
の
経
濟
的
基
礎
は
根
本
的
に
動
揺
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
維
濟

恐
慌
の
際
の
失
業
者
の
「
蹄
農
」
の
ご
と
き
安
全
辮
は
今
や
期
待
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
ま
た
更
に
、
資
本
主
義
的
肚
會
が
必
然
的
に

生
み
だ
し
て
ゆ
く
老
・
幼
・
病
・
不
具
者
等
の
要
保
護
な
い
し
敗
淺
者
に
つ
い
て
の
國
家
（
お
よ
び
資
本
家
階
級
）
の
公
共
救
濟
的
責
任

は
、
加
重
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
實
は
、
勢
働
者
階
級
の
自
畳
が
レ
だ
い
に
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
肚
會
政
策
な
い
し

肚
會
法
の
充
實
を
要
請
せ
す
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
Q
か
く
て
「
市
民
法
よ
り
肚
會
法
へ
」
の
傾
向
が
ヨ
リ
明
瞭
と
な
る
Q
そ
し
て
そ

れ
が
、
か
つ
て
橋
本
博
士
が
論
誰
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
現
代
法
の
基
調
で
あ
る
と
づ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
市
民
法
の
、
從
つ

て
日
本
資
本
主
義
肚
會
の
正
常
の
稜
展
と
し
て
受
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
〇
　
こ
の
よ
う
な
一
蓮
の
事
惜
1
ー
第
一
に
は
均
分
相
綾
に
よ
る
資
本
の
分
散
、
第
二
に
ぱ
肚
會
政
策
へ
の
資
本
の
溝
費
ー
ー
は
、
日

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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五
蓋
）
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四
四
　
　
　
（
泥
美
〉

本
資
本
主
義
の
経
濟
機
構
を
弱
髄
化
せ
し
め
る
お
そ
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
Q
日
本
資
本
主
義
の
弱
鮎
の
一
つ
が
資
本
集
積
の
脆
弱
さ
で

あ
つ
た
と
い
う
黙
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
た
し
か
に
大
費
、
な
問
題
で
あ
る
Q
資
本
主
義
の
要
求
す
る
個
人
主
義
原
理
が
資
本
の
弱
膣
化
を

も
た
ら
す
こ
と
は
あ
書
ら
か
な
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
の
解
決
を
「
家
督
相
綾
制
」
の
ご
と
き
手
段
に
よ

つ
て
な
そ
う
と
す
る
の
は
正
し
い
道
で
は
な
い
Q
そ
の
解
決
は
む
し
ろ
企
業
維
螢
そ
の
も
の
の
合
理
化
に
よ
つ
て
こ
そ
果
さ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
Q

　
い
い
か
え
れ
ば
、
個
人
の
自
主
性
の
向
上
が
つ
い
に
阻
止
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
む
し
ろ
そ
れ
麦
、
基
盤
と
し
こ
家
族

關
係
と
勢
働
關
係
の
近
代
化
を
卦
し
す
す
め
、
そ
の
上
に
、
十
分
の
牧
釜
性
を
可
能
に
し
援
大
再
生
産
を
い
と
な
ん
で
ゆ
け
る
よ
う
な

ー
少
く
と
も
チ
ー
プ
・
レ
イ
バ
ー
や
ソ
ー
シ
ヤ
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
な
ど
を
武
器
と
す
る
ご
と
の
な
い
よ
う
な
ー
カ
彊
い
肚
會
脛
濟
機

構
を
建
設
す
る
こ
と
こ
そ
、
眞
に
考
究
す
べ
ぎ
課
題
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
例
え
ぱ
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
が
早
く
か
ら
勢

働
運
動
に
な
や
ま
さ
れ
な
が
ら
、
從
っ
て
早
く
か
ら
肚
會
政
策
を
伴
い
な
が
ら
、
し
か
も
か
え
つ
て
そ
の
ゆ
え
に
経
螢
そ
の
－
も
の
の
合
理

性
を
深
め
、
高
度
の
焚
展
を
な
し
え
て
き
た
こ
と
を
、
’
他
山
の
石
と
し
て
學
ぶ
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
〇

五
陶
　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
新
相
綾
法
成
立
の
意
義
は
、
基
本
的
に
は
新
親
族
法
と
呼
鷹
し
て
、
從
來
劣
弱
な
欺
態
に
お
か
れ
て
い
た
戸

主
（
お
よ
ぴ
家
督
相
綾
人
）
以
外
の
家
族
員
の
経
濟
的
地
位
を
彊
化
す
る
こ
と
に
よ
り
て
家
族
生
活
の
民
主
化
に
物
質
的
裏
づ
け
ギ
與

え
、
更
に
す
す
ん
で
は
合
理
主
義
の
昂
揚
に
よ
つ
て
、
日
本
資
本
主
義
経
濟
そ
の
も
の
の
合
理
性
屍
促
進
せ
し
め
る
契
機
と
な
る
と
い
う

鮎
に
お
い
て
み
と
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
6
）
Q

　
（
6
）
　
だ
が
こ
れ
だ
け
で
、
す
ぺ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
相
績
は
最
大
の
不
努
所
得
だ
か
ら
で
あ
る
。
養
本
、
遡
義
的

　
　
　
紹
濟
組
織
の
下
に
お
い
て
は
、
財
産
の
贅
本
化
に
よ
つ
て
そ
の
集
積
が
極
度
に
容
易
と
さ
れ
、
富
の
偏
在
は
ま
す
ま
す
は
げ
し
く
さ
れ
て
ゆ
く
。
か



く
て
、
辻
會
主
義
を
全
面
的
に
探
用
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
相
績
に
封
す
顧
反
流
は
し
だ
い
に
彊
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
も
之
よ
り
私
有
財
産
制
を

肯
定
す
る
限
ロ
、
相
績
制
の
み
の
暖
止
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
亀
な
い
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
反
流
は
第
一
に
は
相
績
人
の
範
園
の
限

定
と
、
第
二
に
は
累
進
的
な
相
績
税
と
の
雨
面
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
貼
に
つ
い
て
新
薔
法
を
比
較
し
て
み
る
と
、
均
分
相
績
が
相
績
財
産
を
分
散
せ
し
め
る
こ
と
け
勿
論
と
し
て
、
蕉
家
督
相
綾
に
お
い
て
み
ら

れ
た
ご
と
き
相
績
人
の
指
定
選
定
が
行
わ
れ
な
い
結
果
、
相
績
人
の
範
園
は
事
實
上
縮
限
さ
れ
て
・
お
り
、
ま
た
新
相
績
粉
法
が
奮
法
に
比
し
て
そ
の

粉
率
を
い
ち
じ
る
し
く
高
め
て
い
る
こ
と
は
、
　
一
慮
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
二
　
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
の
と
く
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
間
題
は
、
民
法
改
正
法
案
と
同
時
に
國
會
に
提
出
せ
ら
れ
た
「
農
業
資
産
相
績

特
例
法
案
」
で
あ
る
。
こ
の
法
律
案
は
つ
い
に
成
立
す
る
に
い
た
ら
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
が
「
遺
産
の
分
割
に
因
る
農
業
資
産
の
細
分
化

を
防
止
し
、
農
業
経
螢
の
安
定
を
圖
る
」
（
同
法
案
一
條
）
と
い
う
目
的
の
下
に
、
改
正
民
法
の
均
分
相
綾
の
原
則
に
封
す
る
大
き
な
特
例

を
み
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
國
民
の
約
牛
撒
が
農
業
人
口
で
あ
る
黙
か
ら
い
つ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
看
過
も
え
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

五
三
　
こ
の
法
律
案
は
、
現
實
の
問
題
と
し
て
わ
が
國
の
農
業
経
螢
が
き
わ
め
て
零
細
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
遺
産
の
均
分
相
綾
の
原
則
が

適
用
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ぱ
一
暦
細
分
化
し
て
農
業
繧
螢
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
経
濟
的
考
慮
を
直
接
の
根
．
撮

と
し
て
お
り
、
ま
た
農
地
調
整
法
お
よ
び
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
を
二
大
支
柱
と
し
て
現
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
農
地
改
革
の
自
螢
彊
化

策
と
も
し
ば
し
ば
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
「
關
東
・
東
北
の
五
縣
十
力
町
村
四
百
戸
の
農
家
に
つ
い
て
の
世
論
調
査
で
は
、
い

ま
ま
で
の
長
男
相
綾
な
希
望
す
る
も
の
が
墜
、
倒
的
に
多
い
」
（
7
）
と
い
う
よ
う
な
調
査
報
告
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
、
從
つ
て
「
農
業
資
産
相
綾
特
例
法
案
」
の
も
つ
て
い
る
根
線
ぱ
、
少
く
と
も
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
か
な
り
有
力
な
も
の
が
あ
6
と
い

え
よ
う
Q
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四
五
　
　
　
（
老
七
）
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四
六
　
　
　
（
竃
芙
）

か
く
て
、
一
部
の
進
歩
的
な
民
法
學
者
さ
え
、
わ
が
國
の
農
業
経
螢
を
保
護
す
る
た
め
に
、
こ
の
法
律
案
の
制
定
を
必
要
な
も
の
と
し

て
観
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
8
堵

（
7
）
　
中
村
治
兵
衛
「
民
法
改
正
と
農
家
」
農
政
評
論
二
巻
一
號
三
二
頁
。

（
8
）
　
例
え
ば
、
西
村
教
授
け
い
わ
れ
る
「
こ
の
法
案
も
亦
、
家
族
生
活
民
主
化
の
理
想
と
わ
が
農
桑
糎
響
の
現
實
的
要
求
と
の
妥
協
に
ほ
か
な
ら
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
」
前
掲
「
新
民
法
と
家
事
審
判
法
」
八
一
頁
〇

五
四
　
だ
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
農
業
資
産
に
關
す
る
所
有
の
分
散
を
防
ぐ
こ
と
が
、
わ
が
農
業
維
螢
の
保
護
に
役
立
つ
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
い
た
す
ら
に
農
業
維
螢
に
そ
の
よ
う
な
保
護
を
與
え
る
こ
と
が
、
今
後
世
界
農
業
維
濟
と
の
關
蓮
に
お
い
て
臼
本
農
業

を
維
持
し
襲
展
せ
し
め
て
ゆ
く
ゆ
え
ん
で
み
ろ
う
か
。
疑
い
な
き
，
を
え
な
い
。
以
下
、
横
道
に
そ
れ
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
少
し
く
立
ち

い
つ
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
Q

五
五
　
い
つ
た
い
資
本
主
義
的
肚
會
に
お
い
て
、
農
業
が
い
か
な
る
過
程
を
た
ど
る
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
明
確
に
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

誼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
Q
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
資
本
主
義
的
工
業
は
自
家
用
の
農
民
的
家
内
工
業
を
堅
倒
し
、
第
二
に
農
民

を
商
品
な
い
し
貨
幣
維
濟
に
ま
き
こ
み
、
市
場
に
從
属
せ
し
め
る
Q
こ
こ
に
い
た
つ
て
「
曾
て
凶
作
こ
火
災
と
劒
と
が
な
し
得
な
か
つ
た

こ
と
を
、
今
や
穀
物
及
家
畜
市
場
の
恐
慌
が
能
く
す
る
Q
恐
慌
は
農
民
に
と
つ
て
軍
に
一
部
的
の
銀
難
を
齎
ら
す
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ

は
彼
か
ら
彼
の
生
活
の
源
泉
－
彼
の
土
地
ー
を
疎
隔
し
且
つ
途
に
は
彼
を
吐
地
か
ら
全
然
引
ぎ
離
す
こ
と
が
出
來
る
。
」
（
9
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
資
本
が
農
業
を
支
配
す
る
や
、
し
だ
い
に
農
業
家
族
が
分
解
し
、
農
民
が
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
波
落
し
て
ゆ
く
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
は
、
日
本
資
本
主
義
の
一
環
と
し
て
の
わ
が
農
業
に
も
よ
く
適
用
さ
れ
う
る
で
あ
ち

う
Q

　
か
く
て
、
贅
本
、
王
義
的
肚
會
に
お
け
る
、
農
業
問
題
は
、
必
然
的
に
大
き
た
肚
會
問
題
と
し
て
そ
の
解
決
を
せ
ま
ら
れ
ち
の
で
あ
つ
て
、



わ
が
匪
ビ
お
い
て
も
、
大
正
年
代
以
降
多
激
の
農
業
封
策
立
法
が
企
て
ら
れ
て
き
た
の
は
、
あ
き
ら
か
に
そ
れ
を
示
す
も
の
で
診
る
（
－o
）
。

　
（
9
）
　
向
坂
逸
郎
課
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
「
農
業
問
題
」
（
岩
波
丈
庫
版
）
上
巻
三
五
頁
。

　
（
1
0
）
例
え
ば
、
米
償
調
節
令
（
大
正
四
年
、
勅
二
號
）
、
暴
利
取
締
令
（
大
正
六
年
、
農
令
二
〇
號
）
、
米
穀
法
（
大
正
一
〇
年
、
法
三
六
號
）
、
米
穀

　
　
鱒
法
中
改
正
（
大
正
一
四
年
、
法
三
六
號
）
、
糸
債
安
定
融
質
補
償
法
（
昭
和
四
年
、
法
唄
四
號
）
、
農
村
負
債
整
理
組
合
法
（
昭
和
八
隼
、
法
一
八
號
伽
、

　
　
　
米
鍛
統
制
法
（
同
年
法
二
四
號
）
、
農
地
調
整
法
（
昭
和
一
三
年
、
法
六
七
號
）
、
蝿
業
保
瞼
法
（
同
年
法
六
八
號
）
、
臨
時
農
村
負
債
整
理
法
（
同

　
　
　
年
法
六
九
號
）
等
々
。

　
　
　
　
な
お
、
戒
能
通
孝
「
統
制
経
濟
諸
立
法
の
一
断
面
」
法
律
時
報
六
巷
六
號
五
頁
以
下
参
照
。

五
六
　
更
に
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
・
資
本
の
墜
力
の
下
に
農
業
は
し
だ
い
に
近
代
化
さ
れ
て
資
本
主
義
的
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
大
経
螢

　
　
　
　
　
　
僧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
－

が
小
経
螢
に
封
し
て
優
越
を
示
す
に
い
た
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
過
程
に
お
い
て
農
業
一
、
般
が
い
か
に
窮
迫
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
を

詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
（
11
）
、
こ
の
過
程
は
少
く
と
も
日
本
農
業
に
は
十
分
に
愛
當
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
Q
わ
が
農
業
は
近
代
化
に
い

ち
じ
る
し
く
お
く
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
大
維
螢
は
出
現
せ
す
小
維
螢
は
な
お
廣
汎
に
存
在
し
て
い
て
、
資
本
主
義
的
性
格
は
容
易
に
あ

ら
わ
れ
て
こ
な
か
つ
た
（
1
2
）
Q
か
つ
そ
れ
ら
の
過
小
繧
螢
農
業
は
奮
來
の
生
産
様
式
を
固
守
し
、
資
本
の
侵
入
に
封
し
て
驚
く
べ
ぎ
彊
じ

ん
な
抵
抗
を
さ
え
示
し
て
い
た
Q
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
Q

　
（
1
1
）
　
カ
ウ
ツ
キ
ー
前
掲
。
上
巷
六
蘭
頁
以
下
、
一
〇
三
頁
以
下
、
一
六
三
頁
以
下
参
照
。

　
（
B
）
　
農
業
そ
れ
自
身
が
、
緩
漫
な
が
ら
も
資
本
主
義
化
の
道
を
た
ど
つ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
、
そ
れ
は
例
え
ば
か
な
り
高
度
の
貨
幣
維
濟

　
　
　
化
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
農
林
省
農
家
経
濟
調
査
報
告
（
昭
和
一
四
－
一
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
農
藁
経
瞥
費
に
つ
い
て
、
自
作
農
八
七
・
九
五
％
自

　
　
　
小
作
農
五
九
・
八
九
％
小
作
農
四
五
・
四
八
％
の
貨
幣
化
率
が
み
ら
れ
、
更
に
現
物
小
作
料
を
控
除
す
れ
ぱ
、
自
作
・
自
小
作
・
小
作
農
を
通
じ
て

　
　
　
九
〇
％
以
上
の
貨
幣
化
率
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
給
的
だ
と
い
わ
れ
る
家
計
費
に
つ
い
て
さ
え
、
平
均
五
三
－
五
四
％
の
貨
幣
経
濟
化
が
示
さ
れ

　
　
　
て
い
る
。

五
七
　
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
維
新
以
來
わ
が
農
業
に
根
彊
く
残
存
し
た
封
建
遺
制
的
な
生
産
關
係
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
寄
生

　
　
　
　
民
法
改
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義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
毛
西
）
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四
八
　
　
　
（
畏
O
）

地
主
的
な
土
地
所
有
關
係
に
よ
る
と
み
ら
れ
よ
う
が
（
B
）
、
同
時
に
、
そ
の
過
小
経
螢
に
お
け
る
繧
螢
と
家
計
と
の
未
分
離
状
態
が
、
實

は
維
螢
上
の
負
捲
を
家
計
に
轄
嫁
し
、
し
ば
し
ば
家
計
の
縮
少
に
お
い
て
乏
し
い
経
螢
を
維
持
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
き
た
と
い

う
こ
と
（
M
）
、
そ
し
て
そ
れ
が
逆
に
寄
生
地
主
的
な
土
地
所
有
關
係
自
身
を
温
存
す
る
た
め
に
役
立
つ
て
き
た
と
い
う
乙
と
を
み
の
が
し

て
は
な
ら
な
い
o

　
帥
ち
こ
こ
に
、
封
建
的
な
生
産
關
係
が
完
全
に
清
算
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
わ
が
國
の
農
業
問
題
が
軍
な
る
農
業
恐
慌
樹
策
た
る
に
と
ど

ま
り
え
す
、
更
に
零
細
農
の
保
護
1
ぴ
い
で
は
自
螢
張
化
1
を
も
主
た
る
目
的
乏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
契
機
が
あ
る
（
1
5
）
。

ま
た
こ
こ
に
、
昭
和
十
三
年
の
農
地
調
整
法
が
「
農
村
ノ
経
濟
更
生
及
農
村
李
和
ノ
保
持
ヲ
期
ス
ル
」
（
一
條
）
と
い
う
名
目
を
か
か
げ
、

自
作
農
創
設
・
維
持
を
基
調
と
し
て
出
嚢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
1
6
）
。

　
（
13
）
　
寄
生
地
主
的
な
土
地
析
有
關
係
け
、
高
率
な
現
物
小
作
料
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
わ
が
い
か
孤
し
て
成
立
を
可
能
に
せ
ら
れ
た
か
、
ま
た
そ
の

　
　
　
基
本
的
性
格
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
、
　
い
わ
ゆ
る
講
座
派
と
勢
農
汲
と
の
問
に
烈
し
い
論
箏
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
け
周
知
の
乏
お
り
で
あ

　
　
　
る
o
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
貼
に
ま
で
論
及
す
る
こ
と
は
さ
け
る
o

　
（
U
）
　
家
族
勢
働
に
依
存
す
る
わ
が
農
樂
経
菅
に
お
い
て
は
、
そ
わ
は
生
活
パ
準
の
切
下
げ
、
勢
働
の
強
化
に
よ
つ
て
果
さ
れ
る
。
潜
在
的
過
剰
人
ロ

　
　
　
ー
農
地
と
人
口
と
の
不
調
和
1
と
い
う
社
會
的
條
件
の
下
に
お
い
て
は
、
勢
働
力
は
き
わ
め
て
低
く
評
慣
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
當
然
の
こ
と

　
　
　
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
勢
働
力
が
「
商
品
」
に
ま
で
韓
化
さ
れ
え
ず
、
從
う
て
農
業
が
つ
い
に
資
本
家
的
な
合
理
主
義
を
基
調
と
す
る

　
　
　
「
企
棊
」
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
え
な
い
こ
と
に
注
意
す
ぺ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ
わ
ら
の
事
情
が
、
農
村
に
お
け
る
封
建
遺
制
的
な
家
族
制
度
の
存
立
を
可
能
に
し
、
從
つ
て
ま
た
観
念
的
に
は
、
農
民
の
経
濟
的
合
理
主
義
の

　
　
　
精
憩
の
成
長
を
阻
害
し
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
近
藤
康
男
「
日
本
農
棄
経
濟
論
」
五
九
頁
以
下
参
照
。

　
（
砺
）
　
ま
た
軍
隊
と
く
に
歩
兵
の
源
泉
と
し
て
農
民
の
保
護
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
戒
能
前
掲
六
頁
参
照
。
そ
し
て
同
時
に
、
な
げ
や
珍
．

　
　
　
な
兵
隊
調
子
、
都
市
約
悪
脅
憤
の
移
入
、
病
氣
⑳
傳
播
等
に
よ
つ
て
、
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
が
い
か
に
農
村
を
疲
弊
せ
し
め
る
か
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

　
　
　
い
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
前
掲
下
巻
三
〇
二
頁
滲
照
。



　
（
1
6
）
　
そ
の
繭
芽
は
、
す
で
に
大
正
＋
五
年
農
令
一
〇
〇
號
「
自
作
農
創
設
維
持
補
助
規
則
」
に
み
ら
れ
る
。

五
八
　
か
く
て
、
い
わ
ゆ
る
自
作
農
主
義
が
、
本
來
い
か
な
る
肚
會
経
濟
的
背
景
を
も
ち
、
ま
た
い
か
な
る
基
本
的
性
格
を
も
つ
も
の
で

あ
つ
た
か
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
Q

　
そ
れ
は
、
一
に
、
寄
生
地
主
に
よ
つ
て
養
本
の
集
積
を
阻
害
さ
れ
、
資
本
主
義
化
に
い
ち
じ
る
し
く
お
く
れ
て
い
た
日
本
農
業
の
苦
憐

の
集
中
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
一
面
で
は
湊
落
し
て
ゆ
く
農
民
の
支
柱
と
し
て
或
程
度
役
立
っ
た
か
も
し
れ
な
い
Q
が
、

他
面
に
語
い
て
、
そ
れ
が
封
建
的
要
素
の
曝
く
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
た
日
本
賓
本
主
義
肚
會
の
産
物
－
L
こ
と
に
地
主
勢
力
を
多
分
に
背

景
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
當
時
の
帝
國
議
會
を
母
胎
と
す
る
も
の
－
ー
で
あ
る
限
り
、
封
建
的
ー
i
地
主
的
ー
1
勢
力
と
の
安
協
と
い

う
致
命
的
制
約
を
ま
ぬ
か
れ
え
す
、
從
つ
て
基
本
的
に
は
、
農
業
繧
螢
そ
の
も
の
の
改
革
を
意
昧
す
る
進
歩
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
奮
秩

序
の
温
存
と
地
主
の
優
位
と
を
予
定
す
る
守
奮
的
な
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
（
1
7
）
Q

　
（
1
7
）
　
昭
和
十
三
年
、
農
地
調
整
法
案
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
政
府
提
出
原
案
一
條
に
、
衆
議
院
が
「
互
譲
相
互
ノ
精
紳
二
則
り
」
と
い
う
あ
い

　
　
　
ま
い
な
表
現
を
冠
し
、
更
に
貴
族
院
が
「
農
地
ノ
所
有
者
」
と
い
う
意
味
深
長
な
一
句
を
つ
け
加
え
た
と
い
う
事
實
は
、
ζ
れ
を
あ
き
ら
か
に
示
し

　
　
　
て
い
る
Q
我
妻
榮
・
加
藤
一
郎
「
農
地
法
の
解
説
」
二
三
七
－
八
頁
滲
照
。

五
九
　
さ
て
、
終
戦
後
の
わ
が
農
業
封
策
が
、
依
然
と
し
て
自
作
農
主
義
－
ー
自
螢
彊
化
i
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
ぱ
周
知
の
と
お

り
で
あ
る
Q
と
は
い
え
、
す
で
に
二
同
に
わ
た
る
農
地
改
革
を
経
た
今
日
の
そ
れ
に
は
、
あ
ら
た
に
大
き
な
進
歩
性
が
附
加
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
特
筆
さ
る
べ
き
で
あ
る
Q
そ
れ
は
、
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
つ
た
よ
う
な
①
地
主
勢
力
の
大
幅
の
働
減
、
⑧
小
作
料
の
金
納
化
、
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毬

農
地
委
員
會
制
度
の
根
本
的
改
革
等
が
彊
力
に
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
（
侶
）
。

　
（
1
8
）
　
た
だ
し
、
地
主
的
勢
力
は
未
だ
強
く
立
法
府
を
制
約
し
て
い
惹
よ
う
で
あ
る
。
第
一
次
農
地
改
革
が
全
く
不
徹
底
に
お
わ
つ
た
の
は
、
一
に
こ
れ

　
　
　
に
も
と
づ
く
。
第
二
次
改
革
も
、
マ
司
令
部
の
畳
書
に
よ
つ
て
辛
う
じ
て
竣
立
し
え
た
（
我
妻
・
加
藤
前
掲
二
三
八
頁
参
照
）
。
　
そ
の
第
二
次
改
革

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
果
一
）



　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
天
二
）

　
　
さ
え
、
必
ず
し
も
徹
底
的
だ
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
今
次
の
民
主
革
命
が
「
準
和
的
形
聾
」
に
お
い
て
す
す
め
ら

　
　
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
や
む
を
え
な
い
と
考
え
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
農
地
改
革
の
経
過
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
ば
、
我
妻
・
加
藤
前
掲
四

　
　
頁
以
下
、
豊
田
前
掲
四
四
頁
以
下
、
近
藤
「
土
地
間
題
の
展
開
」
昌
五
頁
以
下
等
滲
照
。

六
〇
　
こ
の
依
然
た
る
自
作
農
主
義
に
つ
い
て
は
、
費
に
さ
ま
ざ
ま
な
賛
否
論
が
行
わ
れ
て
い
る
り
こ
と
に
一
部
の
學
者
は
、
こ
れ
を
評

し
て
現
状
維
持
を
予
定
す
る
反
動
思
想
で
あ
る
と
し
て
、
極
端
な
反
情
を
さ
え
示
し
て
い
る
（
19
）
。

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
自
作
農
主
義
は
、
そ
の
生
い
立
ち
か
ら
み
れ
ば
多
分
に
守
奮
的
で
あ
つ
た
Q
し
か
し
、
地
主
的
勢
力
が
1
更

に
政
治
経
濟
の
各
面
に
お
け
る
封
建
的
諸
勢
力
が
－
ー
き
わ
め
て
強
力
で
あ
つ
た
過
去
に
お
い
て
、
自
作
農
主
義
の
も
つ
て
い
た
意
義

と
、
絡
戦
後
地
主
的
勢
力
が
急
激
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
に
お
い
て
ー
同
時
に
、
．
と
も
か
く
も
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
し
つ
つ
あ

る
現
在
の
國
内
龍
制
の
中
で
ー
そ
れ
の
も
つ
て
い
る
意
義
と
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
同
一
に
論
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
る
べ
ぎ
で
は
な

い
Q

　
從
つ
て
、
正
し
く
は
、
日
本
農
業
の
育
つ
て
き
た
保
守
的
な
地
主
中
心
の
秩
序
と
様
式
と
を
打
破
す
る
た
め
に
ば
、
そ
れ
は
一
感
必
要

で
も
あ
り
、
ま
た
民
主
革
命
の
一
環
と
し
て
農
民
の
解
放
を
と
り
あ
げ
る
時
、
そ
れ
は
當
然
で
む
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は

い
え
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
作
農
創
設
と
い
う
手
段
が
、
本
質
的
に
は
、
直
接
に
農
業
経
螢
そ
の
も
の
の
改
革
を
も
た
ら
し
う

る
も
の
で
は
な
く
、
軍
に
耕
作
椹
の
絶
封
的
安
定
の
み
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
、
同
時
に
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
Q

　
だ
か
ら
、
自
作
農
主
義
を
中
核
と
す
る
農
地
改
革
は
、
農
業
近
代
化
ー
農
業
革
命
1
へ
の
一
ゐ
前
提
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
期
待
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
上
に
、
保
守
的
な
地
主
に
代
り
自
由
な
農
民
を
中
心
と
す
る
新
し
い
自
主
的
な
農
村

秩
序
－
な
い
し
農
民
意
識
i
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
主
的
な
農
民
を
捲
い
手
と
し
て
の
み
、
農
業
改
革
そ
の



も
の
の
ー
例
え
ば
共
同
化
へ
の
ー
－
推
進
が
期
待
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
（
2
0
）
。

　（19

）
　
例
え
ば
戒
能
「
零
細
自
作
農
主
義
と
農
地
調
整
法
」
法
律
新
報
七
二
七
號
等
。

　（

20

）
　
我
妻
・
加
藤
前
掲
二
三
頁
参
照
Q

六
圏
　
か
く
て
自
作
農
主
義
の
評
儂
は
、
ヨ
リ
多
く
も
な
く
、
か
つ
ヨ
リ
少
く
も
な
く
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
螢
彊
化
と
は
い

う
も
の
の
、
本
質
的
に
は
零
紬
農
業
そ
の
も
の
の
解
決
策
で
は
な
く
、
軍
に
封
建
遺
制
的
な
小
作
關
係
の
止
揚
を
直
接
数
果
と
し
て
も
つ

に
す
ぎ
な
い
Q
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
、
農
民
の
自
主
性
の
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
Q

　
も
と
よ
り
耕
作
椹
の
安
定
確
保
の
た
め
な
ら
ば
、
小
作
地
の
彊
制
譲
渡
に
も
と
づ
く
自
作
農
創
設
の
ご
と
き
彊
行
的
手
段
に
よ
ら
す
、

小
作
椹
の
彊
化
に
よ
つ
て
も
果
さ
れ
う
る
Q
純
経
濟
的
な
考
慮
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
方
が
む
し
ろ
正
道
で
あ
ろ
う
Q
だ
が
、
，
一
部
の
農
民

運
動
の
盛
ん
な
地
方
を
除
け
ば
、
地
主
的
勢
力
の
絶
滅
を
期
さ
ね
ば
倣
ら
ぬ
程
小
作
農
民
の
肚
會
的
地
位
お
よ
び
意
識
の
低
い
の
が
、
わ

が
國
の
現
歌
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
黙
よ
り
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
ぱ
、
ゼ
た
す
ら
に
眞
向
か
ら
自
作
農
主
義
に
反
封
す
べ
き
で
は

な
く
、
む
し
ろ
一
感
そ
れ
を
肯
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
こ
え
て
更
に
改
革
を
お
し
す
す
め
る
と
い
う
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
Q

　
と
も
あ
れ
、
現
實
に
ぱ
、
農
地
の
買
牧
・
費
渡
は
急
速
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
Q
こ
れ
に
よ
つ
て
農
民
の
自
主
性
が
い
か
に
獲
得
さ
れ
、

保
守
的
な
農
村
秩
序
が
い
か
に
攣
容
さ
れ
て
ゆ
く
か
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
冷
静
に
観
察
す
べ
き
で
あ
る
。

六
二
　
こ
こ
ま
で
考
察
を
す
す
め
て
く
れ
ば
、
自
作
農
主
義
と
「
農
業
資
産
相
績
特
例
法
案
」
と
が
本
質
的
に
む
す
び
、
つ
く
も
の
で
な
い

こ
と
は
、
も
は
や
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
自
作
農
主
義
が
ー
と
も
か
く
も
噺
憲
法
や
新
民
法
と
呼
感
し
て
！
農
民
の

解
放
・
そ
の
自
主
性
昂
揚
を
め
ざ
し
て
い
る
の
に
、
・
相
綾
特
例
法
案
は
農
業
維
螢
の
保
護
に
名
を
か
り
て
、
特
定
の
一
入
以
外
の
相
綾
人

の
権
利
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
Q
そ
れ
は
過
去
の
家
督
相
綾
制
の
實
髄
温
存
で
あ
り
、
農
業
家
族
に
お
け
る
封
建
遺
制
の
合
法
化
に
ほ
か

　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
五
全
）



　
　
　
民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
夫
四
）

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
Q

　
ま
た
輩
に
農
業
資
産
の
所
有
の
分
散
を
防
ぐ
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
作
用
は
、
未
だ
零
細
性
の
解
決
さ
れ
て
い
な
い
從
來
の
支
配
的

な
過
小
維
螢
を
そ
の
ま
ま
固
定
化
し
、
今
ま
で
多
く
の
不
合
理
を
ふ
く
み
な
が
ら
辛
う
じ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
生
産
棲
式
を
そ
の
ま
ま
延

長
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
Q
い
い
が
え
れ
ば
、
そ
れ
は
農
業
革
命
ー
農
業
に
お
け
る
不
合
理
性
と
矛
盾
の
止
揚
と
し
て
の
ー
に
封
す

る
一
の
ブ
レ
ー
キ
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
Q

　
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
農
業
資
産
に
つ
い
て
も
相
綾
人
の
椹
利
を
李
等
に
み
と
め
、
個
人
の
解
放
の
徹
底
化
を
こ
そ
は
か
る
べ
き
で
あ

る
Q
そ
し
て
そ
の
上
に
、
農
民
の
自
主
性
の
ー
ひ
い
て
は
農
業
そ
の
も
の
の
合
理
化
へ
の
i
襲
展
を
期
待
す
べ
き
で
ぱ
あ
る
ま
い

か
。
そ
れ
は
、
現
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
民
主
革
命
の
コ
・
ラ
リ
ー
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
2
1
×
2
2
）
。

　
（
2
1
）
　
近
藤
「
土
地
間
題
の
展
開
」
一
七
九
頁
、
川
島
「
日
本
薩
會
の
家
族
的
構
成
」
一
七
〇
頁
以
下
、
杉
田
楊
太
郎
「
農
襲
質
産
相
績
特
例
法
案
と
農

　
　
　
業
政
策
の
分
岐
貼
」
法
律
時
報
二
〇
巻
二
號
三
φ
頁
以
下
、
座
談
會
「
相
績
法
の
改
正
と
家
族
生
活
」
同
誌
一
九
巻
一
〇
號
二
五
ー
六
頁
、
　
「
民
法

　
　
　
改
正
案
に
封
す
る
意
見
書
」
同
誌
一
九
巷
八
號
七
f
八
頁
、
青
山
「
新
相
績
法
の
基
本
理
念
」
法
律
新
報
七
四
〇
號
一
〇
頁
滲
照
。
な
お
、
大
塚
久

　
　
　
雄
「
近
代
化
の
歴
史
的
起
貼
」
八
O
頁
以
下
、
と
く
に
八
四
頁
以
下
滲
照
。

　
（
盟
）
　
農
業
経
誉
の
共
同
化
は
、
多
く
の
農
政
學
者
の
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
読
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
眞
に
民
主
的
な
性
絡
を
も
ち
う
る
た

　
　
　
め
に
は
、
個
々
の
農
民
の
自
主
性
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
民
主
革
命
の
意
義
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
協
議
と
審
判

六
三
　
最
後
に
、
新
親
族
・
相
綾
法
に
お
け
る
一
の
重
要
な
特
色
を
な
す
も
の
に
、
協
議
制
度
と
家
事
審
判
制
度
の
廣
汎
な
出
現
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
こ
れ
威
、
技
術
的
に
み
れ
ば
、
當
事
者
の
意
思
の
尊
重
と
家
事
審
判
所
の
後
見
的
作
用
の
利
用
と
で
あ
る
が
、
そ
分
意
義
は
、
從
來
戸



主
と
親
族
會
制
度
と
を
中
核
と
し
て
途
行
さ
れ
て
き
た
「
家
」
の
自
律
作
用
の
攣
容
で
あ
る
と
い
う
黙
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い

い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
奮
法
に
お
け
る
自
律
的
な
「
家
」
ー
お
よ
び
親
族
會
ー
庭
よ
る
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
の
規
律
が
、
新
法

に
お
い
て
は
第
］
次
的
に
は
當
事
者
の
自
主
的
意
思
に
、
第
二
次
的
に
は
家
事
審
制
所
の
後
見
的
作
用
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
し
か
も
、
と
の
場
合
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
個
別
的
に
み
れ
ば
當
該
事
清
に
億
じ
た
具
艦
的
安
當
性
が
目
標
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
反
面
民
法
中
に
表
現
さ
れ
る
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
自
身
が
し
ば
し
ば
白
紙
條
項
に
轄
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
－
）
。

　
（
1
）
　
高
梨
公
之
「
改
正
民
法
に
お
け
る
協
議
と
審
判
」
日
本
法
學
一
四
巷
四
號
三
三
頁
以
下
参
照
。

六
四
　
す
で
に
し
ば
し
ば
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
新
親
族
・
相
綾
法
の
理
念
が
、
自
主
的
な
人
格
を
基
調
と
す
る
自
由
と
雫
等
乏
に
よ
つ

て
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
そ
の
も
の
の
規
整
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
に
可
能
な
限
り
の
自
由
と

楽
等
と
が
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
當
事
者
の
意
思
の
尊
重
、
即
ち
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
の
具
艦
的
規
整
が
多
く
の
場

合
當
事
者
の
箪
猫
の
意
思
又
は
協
議
に
か
か
ら
し
め
ち
れ
て
い
る
の
ば
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

六
五
　
元
來
資
本
制
肚
會
に
お
け
る
家
族
は
、
維
濟
上
は
箪
な
る
滑
費
軍
位
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
有
機
的
構
成
員
と
し
て
の
家
族
員
が
、

「
家
」
よ
り
は
な
れ
て
他
の
各
種
の
生
産
過
程
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
近
代
家
族
は
し
だ
い
に
そ
の
有
機
的
統
、
一
性
を

失
い
、
家
族
員
の
軍
な
る
關
係
的
團
艦
と
い
う
観
念
的
存
在
に
輔
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
，
更
に
「
家
」
以
外
の
肚
會
的
施
設
の
稜
達
こ

と
も
に
、
　
「
家
」
の
丙
容
喪
失
は
早
め
ら
れ
、
個
人
主
義
原
理
の
家
族
へ
の
浸
透
は
ま
す
ま
す
廣
く
か
つ
深
く
な
つ
て
ゆ
く
（
2
）
。

　
ζ
こ
に
お
い
て
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
い
う
よ
う
に
「
新
し
い
時
代
の
流
れ
は
、
親
族
法
に
お
い
て
は
、
財
産
法
に
む
け
る
ご
と
く
新
し

い
拘
束
を
も
た
ら
さ
な
い
で
、
か
え
つ
て
、
與
え
ら
れ
た
拘
束
の
解
浩
に
向
つ
て
い
る
」
（
3
）
の
で
あ
る
。
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三
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五
全
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民
法
改
正
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
果
六
）

　
か
く
て
新
法
に
お
け
る
個
人
意
思
の
尊
重
は
、
法
理
的
に
み
れ
ば
、
奮
法
に
お
け
る
「
家
」
の
制
約
を
睨
却
し
て
自
主
性
を
與
え
ら

れ
、
局
時
に
そ
れ
自
身
の
質
的
攣
化
を
も
と
げ
た
、
新
し
い
婚
姻
法
や
親
子
法
に
お
け
る
合
理
的
個
人
主
義
原
理
の
一
般
的
獲
現
に
ぼ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
4
）
Q

　
從
つ
て
基
本
的
に
は
、
家
事
審
制
所
の
作
用
の
ご
と
き
は
箪
な
る
補
充
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
改
正
民
法
に
お

け
る
家
事
審
判
が
、
當
事
者
の
意
思
の
尊
重
に
封
し
て
第
二
義
的
地
位
に
お
か
れ
、
そ
の
關
與
範
園
の
廣
さ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
多
分
に

消
極
的
な
性
格
を
與
え
ら
れ
て
い
る
の
は
一
に
こ
の
理
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
Q

　
（
2
）
　
加
古
前
掲
三
一
七
i
八
頁
参
照
Q

（
3
）
寄
畠
鐸
9
矯
国
巨
酵
臣
躍
冒
α
一
Φ
即
g
算
・
且
器
。
塁
昌
聾
弘
㊤
鐸
ω
’
。。

。
。

　
（
4
）
　
こ
の
よ
う
に
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
が
自
治
的
な
も
の
に
高
め
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
秩
序
に
つ
い
て
の
究
極
的
責
任
は
、
當
然
に
當
事
者
自
身
に

　
　
錨
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
膝
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
近
代
杜
會
の
法
制
度
と
し
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
届
出
の
重
覗
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
例
え
ば
婚
姻

　
　
成
立
に
つ
い
て
事
實
婚
主
義
の
と
る
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
一
で
あ
る
。

六
六
　
だ
が
、
間
題
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
形
式
的
な
自
由
と
李
等
と
が
實
質
的
な
拘
東
と
不
手
等
と
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Q
十
分
な
基
礎
を
も
た
な
い
自
由
・
雫
等
を
無
反
省
に
秩
序
の
中
へ
導
入
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
實
力
に
よ
る

秩
序
の
歪
曲
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
わ
が
國
の
民
主
革
命
の
現
駄
で
は
、
一
般
的
に
い
つ
て
、
個
人
の
合
理
的
意
識
が
未
だ
與

え
ら
れ
た
改
革
の
高
さ
に
ま
で
達
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
實
際
だ
か
ら
で
あ
る
Q

　
こ
こ
に
お
い
て
、
家
事
審
判
制
度
の
後
見
的
機
能
は
と
く
に
高
く
評
憤
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
鄙
ち
、
家
事
審
判
所
の
作
用
を

箪
な
る
補
充
的
・
浩
極
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
な
介
入
作
用
！
當
事
者
の
意
思
に
ゆ
す
ら
れ
、
從
つ
て
そ
れ
だ

け
官
紙
的
な
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
に
、
具
鐙
的
に
い
か
な
る
内
容
が
も
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
干
渉
す
る
も
の
f
と
し
て
み
る
べ
き
で



は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
み
れ
ば
轟
あ
た
か
も
財
産
法
に
お
い
て
、
信
義
誠
實
の
原
則
や
権
利
の
公
共
性
又
は
権
利
濫
用
の
法
理
が
契
約
自
由
や
椹
利
絶

劃
に
封
す
る
修
正
と
な
つ
た
よ
う
に
、
親
族
㌧
相
綾
法
に
お
け
る
家
事
審
判
制
度
は
、
當
事
者
の
自
由
な
箪
猫
意
思
ま
た
は
協
議
に
封
す

る
修
正
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
市
民
的
親
族
・
相
績
法
に
導
入
さ
れ
た
一
の
肚
會
法
的
要
素
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
（
5
）
．

　
（
5
）
　
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
當
事
者
の
自
治
的
な
親
族
な
い
し
家
族
秩
序
に
封
し
て
家
事
審
判
所
の
介
入
す
る
面
は
、
な
る
べ
く
援
大
す
る
必
要
が
あ

　
　
　
る
と
思
わ
れ
る
・
　
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
實
質
的
な
自
由
と
亭
等
と
は
、
つ
い
に
確
保
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
V
例
え
ば
協
議
離
婚
に
封
す

　
　
　
る
家
事
審
判
所
の
介
入
は
み
と
め
ら
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
結
　
　
語

六
七
　
わ
れ
わ
れ
は
、
今
次
の
民
法
改
正
の
意
義
を
、
と
く
に
「
家
」
の
制
度
の
慶
止
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

れ
の
知
り
え
た
こ
と
は
、
一
面
で
は
「
家
」
と
い
う
「
構
力
H
拘
束
」
の
機
構
の
慶
止
、
他
面
で
は
個
人
の
自
律
的
意
思
の
昂
揚
が
看
取

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
Q

　
か
く
て
こ
こ
に
も
、
ぴ
ゆ
を
も
つ
て
示
せ
ば
、
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
身
分
よ
り
契
約
へ
」
の
公
式
が
ー
…
詳
し
く
い
え

ば
「
歴
史
の
出
穫
黙
と
も
い
う
べ
き
、
入
の
あ
ら
ゆ
る
關
係
が
家
族
關
係
中
に
お
り
こ
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
歌
態
か
ら
出
嚢
し
て
、
わ
れ

わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
關
係
が
す
べ
て
各
個
人
の
自
由
な
合
意
に
よ
つ
て
の
み
生
す
る
よ
う
な
肚
會
秩
序
へ
向
つ
て
、
着
女
と
歩
ん
で
き
た

よ
う
で
あ
る
」
（
－
）
と
“
う
一
般
化
が
ー
－
あ
ら
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
Q

　
（
1
）
　
冒
普
ロ
9
》
μ
o
一
撃
紳
ピ
騨
宅
堕
｝
o
＝
o
o
屏
¢
8
置
o
P
一
鵠
P
b
●
一
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五
六
　
　
　
（
天
八
）

六
八
　
も
と
よ
り
、
一
般
に
現
代
の
民
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
が
イ
ン
の
公
式
は
す
で
に
過
去
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
ダ

現
代
の
肚
會
生
活
の
i
現
代
の
民
法
理
論
の
穫
展
は
、
今
や
む
し
ろ
意
思
の
自
律
を
し
だ
い
に
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
で
あ

る
（
2
）
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
一
般
的
に
今
次
の
民
法
改
正
を
！
ぴ
い
て
は
、
そ
の
基
礎
乏
な
つ
た
新
悪
法
を
1
前

世
紀
的
否
更
に
十
八
世
紀
的
の
も
の
だ
と
冷
評
す
る
の
は
正
し
い
態
度
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
か
え
つ
て
そ
の
よ
う
な
後
進
的
な
事
態
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
の
肚
會
な
い
し
家
族
秩
序
が
、
今
更
十
八
世
紀
的
な
改
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

を
必
要
と
プ
る
ほ
ど
お
く
れ
て
い
る
の
だ
～
い
う
事
實
を
、
牽
直
に
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
Q

わ
れ
わ
れ
は
何
よ
ξ
実
今
塁
で
の
め
ぎ
し
い
某
桑
主
義
寮
暴
f
く
れ
註
婁
ソ
家
族
關
係
の
上
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

て
の
み
可
能
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
實
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
Q
こ
の
よ
う
な
日
本
資
本
主
義
の
特
異
性
の
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
に
與

え
ら
れ
た
民
主
革
命
と
い
う
課
題
は
困
難
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

ま
す
、
封
建
遺
制
的
な
家
族
制
度
を
清
算
し
、
お
く
れ
た
肚
會
關
係
を
合
理
主
義
化
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
民
法
の
改

正
は
、
そ
の
た
め
の
一
の
契
機
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
Q

　
（
2
）
　
こ
の
傾
向
が
、
現
代
法
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
市
民
法
よ
り
吐
會
法
へ
」
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
砂
、
改
正
民
法
の
家
事
審
剣
の
機

　
　
能
が
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
す
で
に
の
ぺ
た
と
お
り
で
あ
る
。

六
九
　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
今
次
の
民
法
改
正
の
根
本
的
意
義
は
、
從
來
民
法
の
、
い
わ
ゆ
る
財
産
法
と
身
分
法
き
の
間
に
存
し
て
き
た

原
理
的
な
矛
盾
を
止
揚
し
て
、
民
法
を
統
一
的
市
民
法
た
ら
し
め
、
・
以
て
現
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
民
主
革
命
㍗
撤
底
化
せ
し
め
る
一
の
滑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

剤
と
し
て
の
作
用
を
果
さ
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
一
九
四
八
・
九
・
二
六
）

　
附
記
　
本
稿
は
、
民
法
改
正
の
意
義
を
包
括
的
に
と
り
扱
っ
た
と
は
い
え
、
筆
者
の
恣
意
か
ら
繁
簡
精
粗
必
ず
し
も
一
様
で
な
い
し
、
ま
た
朱
熟
な
私
見

　
　
を
大
謄
に
試
み
た
鮎
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
諸
貼
に
つ
い
て
は
、
他
日
の
補
正
と
糞
展
と
を
期
し
た
い
と
思
う
。


