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『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挫
折
』

　
　
　
　
　
1
現
代
濁
裁
の
諸
原
因
に
關
す
る
批
判
的
評
債
1

　
第
一
次
大
職
後
の
二
十
年
間
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
！
の
實
験
と
失
敗
の
年
代
記

に
よ
つ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
一
九
三
八
年
ま
で
に
は
、
中
厭
お
よ
び
東
厭
、
地

中
海
沿
岸
諸
國
の
ほ
と
ん
ど
が
、
濁
裁
の
支
配
形
態
に
服
し
て
い
つ
た
。
大
職

の
終
結
に
よ
つ
て
齎
さ
れ
る
か
に
み
え
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
と
榮
光
は
、

樂
し
い
記
憶
と
し
て
よ
り
も
、
悲
し
い
幻
減
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
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セ
　
　
　
め
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む

た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
！
は
挫
折
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
忌
わ
し
い
こ
と
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
猫
裁
の
復
活
に
よ
つ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
根
本
的
敏
階
を
よ

り
一
暦
適
確
に
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
歴
史
の
教
訓
と
い
う
も
の
は
、
わ

れ
わ
れ
は
歴
史
か
ら
な
に
も
學
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
わ
れ

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

る
が
、
第
一
次
大
戦
後
の
ヨ
！
ロ
ッ
パ
の
鐙
験
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
そ
れ
犠

な
ぜ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
か
く
も
短
命
で
あ
る
か
を
、
よ
り
眞
實
に
わ
れ
わ
れ
に

教
え
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。

　
現
代
濁
裁
の
研
究
は
、
最
近
に
い
た
つ
て
、
肚
會
科
學
者
の
多
大
の
關
心
を

ひ
き
つ
け
て
き
た
。
そ
の
テ
ー
マ
は
き
わ
め
て
李
明
な
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
複
難
多
岐
な
現
象
の
解
明
に
は
、
い
ち
じ
る
し
い
困
難
が
と
も
な
つ

て
い
る
。
ま
ず
、
事
實
の
デ
ィ
テ
イ
ル
す
ら
、
充
分
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
事
實
の
考
察
と
な
る
と
、
も
は
や
印
物
性
が
容
易
で

な
い
。
濁
裁
の
原
因
を
邉
求
す
る
こ
と
自
髄
が
、
掲
裁
の
本
質
を
ど
う
把
握
す

る
か
、
な
い
し
は
す
べ
き
か
、
と
い
う
解
羅
の
問
題
と
不
可
分
に
結
び
つ
く
。

多
く
の
研
究
の
あ
い
だ
に
は
、
見
解
の
不
一
致
が
生
じ
、
有
効
な
議
論
を
も
阻

害
す
る
傾
向
に
導
か
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

　
ス
タ
ン
プ
ス
教
授
の
本
書
は
、
か
か
る
研
究
状
態
に
封
し
て
、
政
治
學
者
、

纒
濟
學
者
、
吐
會
學
者
、
心
理
學
者
が
こ
れ
ま
で
お
こ
な
つ
て
き
た
多
彩
な
研

究
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ソ
に
つ
い
て
、
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
ゆ

え
、
本
研
究
の
目
的
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挫
折
と
猫
裁
の
勃
興
に
つ
い
て
、

他
の
人
び
と
に
よ
つ
て
提
供
さ
れ
た
主
要
な
読
明
を
討
議
す
る
こ
と
で
あ
る
。

著
者
は
、
あ
た
ら
し
い
理
論
、
ま
た
は
全
面
的
な
説
明
を
獲
展
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
く
、
既
存
の
諸
理
論
が
ど
の
程
度
、
そ
し
て
ど
の
範
園
で
、
有
盆

で
あ
り
、
か
つ
愛
営
な
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
か
、
を
決
定
し
よ
う
と
試
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
一
〇
一
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

の
で
あ
る
。
」

　
本
書
は
、
最
初
の
二
章
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挫
折
、
近
代
國
民
國
家
の
爽

展
）
が
い
わ
ぽ
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
な
し
、
ヨ
！
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
國
家
の
獲
展
段

階
を
素
描
す
る
。
第
三
章
に
お
い
て
、
第
二
次
大
戦
護
端
以
前
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
作
用
し
て
い
た
凋
裁
の
諸
類
型
を
、
そ
の
性
格
の
基
本
的
差
異
を
も
と
に

し
、
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
君
主
濁
裁
（
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ア
レ
ク

サ
ソ
ダ
ー
王
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ボ
ー
リ
ス
王
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
カ
ロ
ル
王
な

ど
）
、
軍
事
獅
裁
（
ト
ル
コ
の
ケ
マ
ル
・
パ
シ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ピ
ル
ス
ー

ツ
キ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
コ
な
ど
）
、
お
よ
び
一
窯
猫
裁
（
ナ
チ
・
ド
イ

ツ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ァ
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
・
ロ
シ
ア
）
が
こ
れ
で
あ

る
。
第
四
章
か
ら
第
八
章
ま
で
が
本
書
の
主
要
部
分
で
、
蜀
裁
の
諸
原
因
に
關

す
る
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
二
章
（
デ
モ
ク
ラ
シ
！
の
性
質
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
將
來
）
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
以
上
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
そ

の
根
底
に
ひ
そ
む
政
治
的
疾
病
を
よ
く
切
り
抜
け
う
る
か
ど
う
か
、
第
二
次
大

職
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
國
、
と
く
に
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
機
能
化
を
検
討
し
な
が
ら
、
ふ
た
た
び
西
欧
の
傳
統
的
償
値
を
刻
明
化
し
、

本
書
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
の
議
論
の
焦
馳
は
、

第
四
章
以
下
五
つ
の
章
で
あ
る
。

　
ス
タ
ン
プ
ス
の
議
論
は
、
大
別
す
る
と
、
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
政
治
機
構
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
に
導
入
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
一
〇
一
八
）

れ
、
な
ぜ
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
に
、
猫
裁
の
直
接
的
原
因
が
内
在
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
疑
惑
を
あ
た
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
融
は
、
第
一
次
大
職
後

の
ヨ
ー
・
ヅ
パ
諸
國
の
特
殊
的
條
件
を
考
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
代
表
制

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
と
つ
た
國
々
は
、
十
九
世
紀
的
イ
ギ
リ
ス
の
機
構
概
念
に
從

順
す
ぎ
、
政
府
の
行
政
機
能
、
官
僚
制
を
議
會
の
コ
ン
ト
・
i
ル
の
も
と
に
お

く
こ
と
に
腐
心
し
た
。
こ
れ
は
、
政
治
的
未
経
験
に
も
よ
る
が
、
な
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ち
　
　
ち
　
　
　
る

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
に
執
行
機
關
の
絶
封
主
義
的
傾
斜
へ

の
恐
怖
が
強
く
、
そ
の
嫉
妬
が
全
能
な
る
議
會
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
て

し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
政
府
の
活
動
範
園
が
阻
止
さ
れ
、
そ
の
非

能
率
、
無
能
力
を
曝
け
だ
し
て
し
ま
つ
た
。
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、

十
九
世
紀
後
牛
か
ら
、
現
代
の
仕
會
・
脛
濟
的
間
題
の
急
激
な
増
大
に
と
も
な

つ
て
、
そ
れ
ら
の
能
率
的
な
屍
理
の
必
要
上
、
執
行
部
の
機
能
的
強
化
へ
の
攣

革
を
と
げ
て
き
た
。
そ
し
て
、
輩
固
な
政
窯
の
組
織
化
と
二
大
政
窯
制
の
確
立

と
に
よ
つ
て
、
彊
力
な
内
閣
、
責
任
あ
る
政
府
を
漸
次
つ
く
り
あ
げ
て
い
つ

た
。
し
た
が
つ
て
、
　
ヨ
：
ロ
ッ
パ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
機
構
、
と
し
て

は
、
時
代
の
要
求
に
封
感
し
え
ぬ
蓮
機
能
を
果
し
て
い
た
わ
け
で
、
蜀
裁
の
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ヘ
の
道
を
不
可
避
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
猫
裁
の
擾
頭
し
た
國
々
で
は
、
議
會
政
治
の
前
提
で
あ
る
政
黛
が

充
分
護
達
せ
ず
、
議
會
の
機
能
を
喪
失
せ
し
め
た
こ
と
に
、
重
大
な
敏
陥
が
指



摘
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
、
イ
タ
リ
ア
の
議
會

は
、
つ
ね
に
多
敷
の
政
窯
が
分
裂
封
立
し
、
政
窯
の
蓮
合
に
よ
る
内
閣
は
、
な

ん
ら
政
策
を
實
行
す
る
政
治
的
責
任
を
も
つ
て
い
な
か
つ
た
。
か
か
る
政
治
的

膠
着
状
態
こ
そ
、
國
民
を
し
て
極
度
の
不
快
感
を
も
よ
お
さ
せ
、
議
會
政
治
を

閉
め
だ
し
た
急
准
政
窯
に
、
鳴
采
を
逡
ら
せ
て
し
ま
つ
た
。
爾
國
と
も
、
多
籔

決
原
理
の
代
表
制
に
失
敗
し
た
の
は
、
比
例
代
表
制
に
決
定
的
要
因
が
あ
る
、

と
い
わ
れ
る
。
だ
が
同
時
に
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
け
る
政
黛
は
、
政
治
哲

學
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
を
核
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
世
界
観
政
窯
で
あ
つ
た
黙
も
、

特
徴
的
で
あ
る
。

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
も
の
は
、
も
つ
と
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
政
治
で
あ
る
。

そ
の
成
長
の
た
め
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
の
よ
う
に
、
永
年
の
脛
験
と
努
力

が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
實
験
成
功
の
た
め
に
は
、
比
較
的
安
定
し
た
條

件
が
と
と
の
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
當
時
の
ヨ
i
p
ヅ
パ
に
お
け
る
よ

う
に
、
強
度
の
肚
會
不
安
、
危
機
的
歌
況
の
シ
ー
ク
ェ
ソ
ス
の
も
と
で
は
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
實
験
操
作
が
ひ
じ
よ
う
に
不
向
き
で
あ
つ
た
。

　
以
上
み
た
よ
う
に
、
政
治
機
構
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
は
、
客
灘

的
に
把
え
う
る
し
、
誤
つ
た
解
羅
の
い
り
込
む
飴
地
も
少
な
い
。
し
か
し
、
濁

裁
の
諸
原
因
を
さ
ら
に
肚
會
・
脛
濟
的
關
係
、
心
理
的
意
識
構
造
に
ま
で
掘
り

さ
げ
る
と
、
幅
も
廣
く
、
奥
行
き
も
深
く
な
る
。
そ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
羅

が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
當
然
で
あ
る
。
ス
タ
ン
プ
ス
は
、
猫
裁
の
纒
濟
的
解

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

羅
、
現
代
砒
會
構
造
上
の
解
羅
、
心
理
學
的
解
縄
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
の
議
論

も
、
そ
れ
程
嚴
密
に
輪
廓
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
濯

に
つ
い
て
の
説
明
は
、
こ
こ
に
詳
細
を
つ
く
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

以
下
に
は
、
ス
タ
ソ
プ
ス
の
批
判
的
見
解
の
い
く
つ
か
を
記
述
し
て
お
く
。

　
濁
裁
の
原
因
を
、
祉
會
階
級
と
の
蓮
關
に
お
い
て
把
握
す
る
解
羅
が
一
般
的

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
が
そ
の
も
つ
と
も
重
要
な

も
の
で
あ
る
。
濁
占
資
本
主
義
の
醐
裁
へ
の
移
行
と
い
う
テ
f
ゼ
は
、
ナ
チ
ズ

ム
お
よ
び
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
」
・
ス
ト
レ
イ
チ
、
R

・
ブ
ラ
デ
ィ
）
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
猫
裁
が
資
本
家
の
利
盆
に
支
持
さ
れ

た
大
衆
操
作
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
資
本
家
の

利
盆
の
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
プ
・
ッ
ト
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
に
も
見
受
け
ら

れ
る
。
ス
タ
ソ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
ま
さ
に
讃
明
し
よ
う
と

す
る
も
の
そ
の
も
の
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
結
果
的
に
は
、
ナ
チ
ス
や
フ
ァ

シ
ス
ト
が
権
力
掌
握
後
、
輕
濟
的
支
配
暦
に
利
盆
を
あ
た
え
る
よ
六
，
な
方
策
を

と
つ
た
と
は
い
え
、
そ
の
事
實
が
じ
つ
さ
い
そ
う
で
あ
つ
た
か
は
論
雫
の
蝕
地

が
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
の
み
で
、
大
衆
支
持
の
獲
得
を
よ
く
読
明
し
え
ぬ
こ

と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
一
九
三
〇
年
の
ド
イ
ッ
に
つ
い
て
、
各

政
窯
の
歳
費
を
み
て
も
（
杜
會
民
主
窯
の
一
、
五
〇
〇
萬
マ
ル
ク
、
ド
イ
ッ
人

民
糞
の
六
－
七
〇
〇
萬
マ
ル
ク
、
ナ
チ
ス
の
五
〇
〇
萬
マ
ル
ク
、
中
央
窯
の
一

五
〇
萬
マ
ル
ク
、
民
主
糞
、
共
産
黙
の
各
一
〇
〇
萬
マ
ル
ク
）
、
ナ
チ
ス
が
大
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紹
介
と
批
評

資
本
家
に
よ
る
財
政
援
助
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
と
り
た
て
て
優
勢

な
地
位
に
あ
つ
た
の
で
も
な
い
。
財
政
援
助
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の

は
、
そ
の
蓮
動
が
す
で
に
成
功
を
牧
め
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
下
暦
中
産
階
級
の
反
抗
と
し
て
濁
裁
の
原
因
を
護
明
す
る
試
み
は
、
す
ぐ
れ

た
謹
擦
を
あ
た
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
H
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル
等
に
よ
つ
て

明
確
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
下
暦
中
渥
階
級
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
お
よ

び
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
の
反
封
闘
孚
に
お
い
て
、
ヒ
ッ
ト
ラ
！
王
義
へ
の
積
極

的
要
素
と
な
つ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ス
タ
ソ
プ
ス
は
、
ナ
チ
ス
・
フ
ァ
シ
ス

ト
の
黙
員
構
成
と
職
業
構
成
の
比
奉
（
R
・
ベ
ソ
デ
ィ
ッ
ク
ス
「
肚
會
成
層
と

政
治
椹
力
」
　
ア
メ
リ
カ
政
治
學
評
論
、
　
一
九
五
二
年
六
月
に
よ
る
）
を
参
照

し
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も
、
杜
會
階
暦
の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
選
撃
の
統
計
的
研
究
に
よ
つ
て
み
て

も
、
ナ
チ
ズ
ム
が
本
質
的
に
中
産
階
級
の
運
動
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
し
い
。
す

な
わ
ち
、
一
九
二
八
年
の
選
學
で
、
ナ
チ
ス
は
八
一
〇
、
二
一
七
票
、
ラ
イ
ヒ

ス
タ
ー
ク
に
一
二
議
席
を
得
た
の
み
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
の
選
撃
に
は
、

六
、
三
七
九
、
六
七
二
票
、
一
〇
七
議
席
に
躍
進
し
た
。
こ
の
邊
學
で
は
、
前

に
棄
灌
し
て
い
た
も
の
約
二
、
四
四
四
、
九
九
〇
名
が
投
票
し
、
あ
ら
た
に
邊

撃
資
格
を
得
た
も
の
一
、
　
七
五
八
、
二
三
四
名
が
加
わ
つ
て
い
る
。
共
塵
黛

は
今
同
に
、
一
、
三
二
五
、
三
六
七
票
以
前
よ
り
多
く
獲
得
し
た
。
カ
ト
リ
ッ

ク
中
央
窯
そ
の
他
は
…
O
O
萬
飴
計
に
獲
得
し
た
。
票
籔
を
失
つ
た
も
の
は
、
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民
主
蕪
二
七
萬
、
ド
イ
ッ
國
家
人
民
裳
約
二
〇
〇
萬
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
ナ

チ
ス
の
獲
得
票
は
、
こ
の
あ
ら
た
に
参
加
し
た
約
四
二
〇
萬
名
と
、
右
派
の
國

家
主
義
政
窯
支
持
者
の
移
動
票
と
に
よ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
一
九
三
二
年
の
選
撃
で
は
、
ナ
チ
ス
は
一
三
、
七
六
五
、
七
八
一
票
、
二
三

〇
議
席
を
得
て
、
ほ
ぼ
倍
壇
し
た
。
こ
の
と
き
に
は
、
中
産
階
級
の
経
濟
的
不

安
定
、
心
理
的
貧
困
が
ナ
チ
ス
を
助
長
し
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
ス
タ
y
プ
ス
は
、
一
九
三
〇
年
の
選
撃
が
窯
を
大
衆
運
動
へ
鱒
化
さ
せ
た

根
源
的
起
動
因
で
あ
る
、
と
み
な
す
。
今
日
、
あ
ら
た
に
選
摯
に
参
加
し
た
も

の
の
肚
會
樽
成
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
が
全
部
中

産
階
級
で
あ
る
と
は
漸
言
で
き
な
い
。
投
票
行
動
の
研
究
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
政
治
的
ア
パ
シ
ー
は
、
民
衆
の
全
階
暦
に
醐
満
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ

て
、
そ
の
頻
度
は
、
教
育
と
牧
入
の
少
な
い
も
の
に
お
き
る
、
と
い
う
。
こ
の

基
礎
に
た
て
ぽ
、
ナ
チ
ス
に
投
票
し
た
も
の
、
と
く
に
二
八
年
に
棄
権
し
て
い

た
選
撃
人
の
大
多
籔
は
、
中
産
階
級
よ
り
も
む
し
ろ
螢
働
者
階
級
で
あ
つ
た
、

と
推
定
し
て
も
差
支
え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
代
猫
裁
が
大

衆
蓮
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
理
由
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
吐
會
集
團
、
な
い
し

は
階
級
に
訴
え
を
も
つ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
理
論
的
に
い
う
と
、
そ
れ

は
、
國
家
的
利
盆
の
名
の
も
と
に
、
そ
し
て
そ
の
概
念
に
封
し
て
、
階
級
の
特

殊
的
利
盆
を
犠
牲
に
供
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
W
・
レ
プ
ケ
が

b
う
よ
う
に
、
「
ナ
チ
猫
裁
の
顯
著
な
特
徴
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
階
級
と
も
完



全
に
分
離
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
」

　
つ
ぎ
に
、
現
在
有
力
な
理
論
の
ひ
と
つ
に
、
西
隊
文
明
、
と
り
わ
け
、
産
業

瀧
會
に
固
有
な
諸
條
件
に
封
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

内
部
か
ら
濁
裁
の
形
成
が
必
然
化
さ
れ
る
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
「
も
し
一

般
に
自
動
人
形
化
し
た
人
間
の
無
意
識
的
な
苦
悩
を
み
お
と
す
な
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
文
化
を
そ
の
人
間
的
基
礎
か
ら
お
び
や
か
し
て
い
る
危
険

を
み
ぬ
く
こ
と
に
失
敗
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
も
し
興
奮
を
約
束
し
、

個
人
の
生
活
に
意
味
と
秩
序
と
を
確
實
に
あ
た
え
る
と
思
わ
れ
る
政
治
的
機
構

や
シ
ン
ボ
ル
が
提
供
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
指
導
者
で
も

喜
ん
で
受
け
い
れ
よ
う
と
す
る
危
瞼
で
あ
る
。
人
間
機
械
の
絶
望
が
、
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
政
治
的
目
的
を
育
て
る
豊
か
な
土
壌
な
の
で
あ
る
」
と
、
E
・
フ
ロ
ム

は
述
べ
て
い
る
（
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
邦
課
、
二
八
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、

現
代
枇
會
に
お
け
る
個
人
は
、
み
ず
か
ら
の
生
活
環
境
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
た

が
い
に
孤
立
化
し
、
自
我
を
喪
失
し
て
い
る
。
共
同
肚
會
の
感
情
を
失
つ
た
個

人
は
、
他
方
に
お
い
て
、
多
籔
の
利
害
集
團
へ
と
吸
牧
さ
れ
、
分
裂
を
さ
ら
に

決
定
的
な
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
現
代
國
家
は
こ
と
に
、
そ
の
脛
濟
的
機
能

の
増
大
に
つ
れ
、
互
大
な
官
僚
機
構
を
獲
展
さ
せ
、
個
人
の
自
由
に
重
駆
を
か

け
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
條
件
は
、
以
前
の
ど
の
時
代
よ
り
、
濁
裁
的
槽
力

の
出
現
を
容
易
に
し
て
い
る
。
世
論
と
い
う
匿
名
の
灌
威
は
、
強
力
な
指
導
者

に
封
す
る
依
存
、
は
て
は
、
煽
動
者
の
暴
墨
を
も
許
し
て
し
ま
う
危
瞼
を
内
藏
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し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
、
濁
裁
の
心
理
學
的
解
羅
で
あ
る
。
現
代
の
大
衆
化
的
歌
況
に
お
け

る
心
理
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
彊
力
な
磁
場
に
捉
え
ら
れ
や
す
く
、
カ
リ
ス

マ
的
指
導
者
へ
の
復
露
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
カ
リ
ス
マ
ヘ
の

情
緒
的
期
待
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
、
ム
ヅ
ソ
リ
ー
二
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
．
こ
と
ぎ
濁

裁
的
権
力
者
に
限
ら
ず
、
フ
ラ
ソ
ク
リ
ソ
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
た
。
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
と
い
う
概
念
は
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
貢

献
に
負
う
て
い
る
。
だ
が
、
濁
裁
の
研
究
に
お
い
て
、
吐
會
學
に
も
ま
し
て
精

彩
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
精
紳
分
析
理
論
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
の
性
格
形
成
と
吐
會
的
條
件
と
を
結
合
し
た
、
肚
會
睦
心
理
學
的
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
フ
ロ
ム
、
キ
ャ
ン
ト
リ
ル
な
ど
の
貢
献
に
よ
つ
て
、
フ
ロ
イ
ト
理

論
の
適
懸
に
あ
ら
た
な
方
向
を
み
い
だ
し
た
。
文
化
類
型
の
精
神
分
析
的
解
羅

と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ナ
チ
ズ
ム
に
關
す
る
ラ
イ
ツ
”
ケ
ス
ケ
メ
ッ
テ
イ
の

す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
。

　
ス
タ
ン
プ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
、
．
肩
o
お
　
弩
旨
匡
目
晩
こ
と

の
非
難
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
と
し
、
そ
の
《
病
理
學
的
V
偏
見
や
決
定
論
へ
の
偏

執
に
、
か
な
り
嚴
し
い
批
判
を
く
だ
し
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
ド
イ
ツ

吐
會
の
槽
威
主
義
的
側
面
と
ナ
チ
ズ
ム
と
を
關
蓮
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、

自
我
の
幼
見
期
の
騰
験
と
い
う
も
の
を
彊
調
し
、
ド
イ
ッ
の
家
族
構
造
の
権
威

主
義
的
類
型
を
引
き
合
い
に
だ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
育
つ
た
子
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供
は
屈
從
的
で
あ
り
、
ナ
チ
ズ
ム
に
馴
化
さ
れ
や
す
い
、
と
い
う
。
が
し
か

し
、
こ
の
論
議
は
事
實
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
。
ナ
チ
ス
は
ド
イ
ッ
家
族
に

政
治
的
信
頼
を
お
く
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
権
威
を
弱
髄
化
し
、
影
響
力
を
破
壊
す

る
よ
う
な
政
策
を
と
つ
た
。
ナ
チ
ス
は
子
供
を
青
年
運
動
へ
組
織
化
し
、
爾
親

を
ス
パ
イ
す
る
こ
と
を
奨
闘
し
、
家
族
の
外
側
に
あ
る
権
威
的
象
徴
に
封
す
る

服
從
を
彊
制
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
例
を
ひ
こ
う
。
精
神
分
析
の
方
法
を
使
用
す
る
も
の
は
、
み
な

同
じ
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事
實
に
關
し
て
も
一
致
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
父
親
と
同
様
、
母
親
も
好
き
だ
つ
た
、
と
い
う
の

は
、
彼
女
は
《
チ
ェ
ッ
ク
託
り
で
し
や
べ
つ
た
か
ら
だ
V
（
F
・
シ
ュ
ー
マ
ン
）

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
ヒ
ヅ
ト
ラ
ー
は
母
親
を
愛
し
た
が
、
父
親
を

潜
ん
で
い
た
、
そ
こ
に
は
《
エ
デ
ィ
ッ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ヅ
ク
ス
V
が
認
め
ら

れ
る
（
G
・
ギ
ル
バ
ー
ト
）
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
つ
た
く
矛
盾

し
た
見
解
が
示
さ
れ
る
の
は
、
精
紳
分
析
的
方
法
に
難
黙
が
あ
る
か
ら
で
は
な

く
、
そ
れ
を
使
用
す
る
も
の
の
不
手
際
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ス
タ
ン
プ
ス
は

い
5
、
「
《
あ
た
ら
し
い
方
法
V
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
熱
狂
的
な
欲
求
は
、
主

題
へ
の
こ
の
く
ア
プ
ロ
ー
チ
V
の
愛
當
性
を
例
謹
せ
ん
が
た
め
に
、
事
實
を
虚

構
し
、
あ
る
い
は
、
事
象
を
誤
述
す
る
こ
と
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ

ろ
、
デ
ー
タ
の
綿
密
な
積
み
重
ね
に
か
わ
る
も
の
は
な
く
、
濁
裁
の
勃
興
を
説

明
す
る
あ
た
ら
し
い
く
概
念
的
枠
組
V
を
採
用
し
よ
う
と
無
理
す
る
い
わ
れ
は
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な
い
」
。
精
神
分
析
に
よ
つ
て
築
か
れ
た
人
間
行
動
に
關
す
る
デ
ー
タ
に
、
な

に
も
償
値
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

餓
り
に
ス
ウ
ィ
ー
ピ
ン
グ
な
一
般
化
を
抽
き
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
ス
タ
ン
プ
ス
の
批
判
的
評
便
は
、
き
わ
め
て
安
當
な
も

の
と
思
わ
れ
る
。
政
治
機
構
、
肚
會
・
脛
濟
的
構
造
、
祉
會
目
心
理
學
、
こ
れ

ら
は
全
膣
と
し
て
、
掲
裁
の
原
因
を
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
現

代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
も
、
そ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
複
眼
的
覗
角

に
よ
つ
て
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
タ
ソ
プ
ス
が
言
及

し
て
い
な
い
重
要
な
問
題
領
域
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
獅
裁
の
成
立

に
と
つ
て
、
國
内
的
危
機
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
國
際
關
係
に
お
け
る
封
外
的

危
機
と
い
う
も
の
が
、
た
ん
に
政
府
の
外
交
政
策
の
問
題
と
し
て
ば
か
り
で
な

・
＼
國
民
感
情
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
爆
獲
と
し
て
、
見
逃
が
す
こ
と
の
で
き
な
い

契
機
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
國
際
政
治
に
ま

で
、
分
析
覗
角
を
擬
大
し
な
け
れ
ば
充
分
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
濁
裁
に
關
す
る
著
作
の
多
く
は
、
抽
象
化
の
使
用
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
、
飴
り
遠
く
ま
で
推
し
す
す
め
な
い
限
り
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
確
信

あ
り
げ
に
提
示
さ
れ
な
い
限
り
、
若
干
の
有
効
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
下
暦
中
産
階
級
の
反
抗
で
あ
つ
た
と
論
ず
る
も
の
も
、

他
の
集
團
は
そ
の
運
動
に
引
寄
せ
ら
れ
な
か
つ
た
と
か
、
中
産
階
級
の
全
員
が

そ
の
支
持
者
で
あ
つ
た
と
か
、
ま
さ
か
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
い
つ



た
概
念
は
便
宜
上
の
抽
象
化
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
有
用
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ

し
て
ど
の
程
度
に
そ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
が
お
き
る
の
で
あ
る
。
大
量

計
算
や
包
括
的
抽
象
化
の
背
後
に
は
、
苦
櫃
し
希
望
を
も
つ
リ
ア
ル
な
人
び
と

が
、
ふ
り
か
か
る
出
來
事
に
關
係
を
も
つ
個
々
の
家
族
が
、
つ
ね
に
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
示
し
た
分
析
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
一
般
化
の
多
く

を
棄
て
て
、
そ
の
か
わ
り
に
、
じ
つ
さ
い
に
な
に
が
お
こ
つ
た
か
を
忠
實
に
読

明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
よ
き
理
解
に
到
達
し
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
」

　
右
の
言
葉
は
、
ス
タ
ン
プ
ス
の
振
つ
て
た
つ
批
到
基
準
を
、
結
論
的
に
表
現

し
た
も
の
と
い
え
る
。
本
書
の
序
論
に
、
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ー
ム
大
學
教
授
F
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
イ

ハ
ー
メ
ン
ズ
が
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
徒
ら
に
、
濁
創
性
を
求
め
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
　
じ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち

肚
會
科
學
の
科
學
的
未
成
熟
の
し
る
し
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
た
し
か
に
、
わ

れ
わ
れ
の
重
要
な
課
題
は
、
事
實
謹
擦
の
精
査
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

蹄
納
化
的
堆
積
と
い
う
も
の
は
、
理
論
的
構
成
を
前
提
と
し
、
ま
た
そ
れ
な
く

し
て
は
解
髄
し
て
し
ま
う
。
事
實
の
探
究
そ
の
も
の
は
、
理
論
の
誤
謬
を
護
見

し
て
は
じ
め
て
、
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）

紹
介
と
批
評

八
一

（
一
〇
二
三
）


