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．
批
評
』
総

目
次
と

解
説

中

寸ホ

勝

範

解

説

　
騨
　
『
批
評
』
は
大
正
八
年
三
月
一
日
に
創
刊
号
を
発
行
し
．
翌
九
年
一
二

丹
一
日
に
第
二
二
号
を
だ
し
て
そ
の
歴
史
を
閉
じ
た
。
雑
誌
の
大
き
さ
は
縦

ニ
ニ
．
七
．
横
一
五
・
五
腫
で
あ
つ
た
。
頁
数
は
一
定
で
な
く
．
三
五
頁
を
最

小
の
頁
数
と
し
．
六
七
頁
を
最
大
の
頁
数
と
し
て
い
た
。
編
輯
兼
発
行
人
兼
印

刷
人
の
名
儀
は
終
始
尾
崎
士
郎
に
な
つ
て
い
る
が
．
そ
の
終
刊
号
に
み
え
る
ご

と
く
主
と
し
て
『
執
筆
も
し
編
輯
』
（
『
読
者
諸
君
に
』
）
も
し
て
き
た
の
は
室
伏

高
信
で
あ
つ
た
。
創
刊
以
来
．
一
年
有
半
．
「
堅
実
な
基
礎
が
で
き
か
』
つ
て

き
た
』
（
右
同
）
の
に
、
改
造
社
の
す
す
め
に
よ
り
室
伏
が
欧
米
遊
学
の
途
に
つ

く
た
め
終
刊
の
や
む
な
き
に
い
た
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
発
行
部
数
は
『
一
号

は
僅
に
一
千
部
を
印
刷
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
第
二
号
は
二
千
部
に
過

ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
第
三
号
か
ら
三
千
部
に
．
あ
る
時
は
二
千
部
に
あ
る
時
は

　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

四
千
五
首
部
を
そ
し
て
大
部
分
は
三
千
部
を
印
刷
し
ま
し
た
」
（
右
同
）
と
い
う

状
態
で
あ
つ
た
。

　
主
た
る
執
筆
者
は
室
伏
高
信
．
甲
野
哲
二
、
尾
崎
士
郎
、
森
恪
、
倉
橋
藤
治

郎
．
賀
川
豊
彦
ら
で
あ
り
．
一
回
限
り
の
執
筆
者
に
田
中
純
、
横
井
四
郎
．
河

田
嗣
郎
、
竹
森
一
則
．
和
田
む
め
お
、
山
内
茂
男
、
尾
瀬
敬
正
と
い
う
人
々
の

名
が
み
え
る
．
号
数
の
割
合
い
に
執
筆
者
の
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
る
。
室
伏
、

甲
野
．
森
、
尾
崎
の
四
名
の
同
人
雑
誌
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
大
正
八
年
三
月
ご
ろ
は
「
民
主
主
義
の
思
想
が
政

治
的
か
ら
社
会
的
へ
と
．
漸
く
回
転
を
始
め
よ
う
と
し
つ
』
あ
つ
た
時
』
（
「
読

者
諸
君
に
」
）
で
．
「
こ
の
機
運
に
藍
ん
で
言
論
は
盛
ん
に
興
り
ま
し
た
。
恐
ら

く
こ
の
頃
か
ら
約
一
年
ぱ
か
り
の
間
位
で
．
言
論
の
勃
興
し
た
こ
と
は
．
私
た

ち
の
日
本
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
こ
の
時
代

に
於
い
て
の
ご
と
く
．
私
た
ち
日
本
人
の
政
治
思
想
が
発
達
も
さ
れ
．
革
新
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
　
（
八
七
》



　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

さ
れ
た
こ
と
は
前
例
の
な
い
こ
と
だ
と
思
ひ
ま
す
』
（
右
同
）
と
い
わ
れ
る
時
代

で
あ
つ
た
．
こ
の
な
か
に
あ
つ
て
『
批
評
』
は
「
聯
か
新
機
運
の
指
導
に
対
し

て
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
』
（
右
同
）
と
室
伏
ら
は
考
え
た
が
、
こ
の
「
ニ

ケ
年
に
近
い
間
．
『
批
評
』
は
終
始
一
貫
し
て
の
立
場
を
維
持
」
（
右
同
）
し
て
き

た
の
で
あ
つ
た
．

　
二
　
と
こ
ろ
で
『
批
評
』
の
終
始
一
貫
し
た
立
場
と
は
何
か
。
こ
の
点
に
っ

い
て
は
創
刊
の
辞
と
も
い
う
べ
き
つ
ぎ
の
文
字
が
よ
く
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る

と
思
う
の
で
引
用
し
ょ
う
。

　
▲
「
批
評
』
の
立
場
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場
で
す
。

　
▲
そ
の
立
場
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
自
身
に
つ
い
て
の
研
究
を
し
ま
す
。
ま
た

　
そ
の
立
場
か
ら
政
治
、
社
会
．
教
育
．
文
芸
を
批
評
し
ま
す
。

　
▲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
政
治
の
領
分
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
．
わ
れ
等

　
の
生
活
の
一
切
を
規
定
す
る
道
徳
的
本
能
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
道
徳
的
本

　
能
』
を
体
現
す
る
も
の
が
「
批
評
』
で
あ
り
ま
す
。

　
▲
『
批
評
』
は
日
本
の
改
造
を
要
求
し
ま
す
。
新
日
本
の
創
造
の
た
め
に
働

　
き
ま
す
。

　
▲
『
批
評
』
は
主
義
を
も
つ
て
立
ち
ま
す
。
そ
れ
故
に
名
士
だ
と
か
博
士
だ

　
と
か
の
意
見
は
成
る
べ
く
掲
載
し
ま
せ
ん
。
私
ど
も
同
人
の
主
張
を
も
つ
て

　
全
巻
を
横
溢
さ
せ
ま
す
。

　
▲
私
ど
も
は
．
私
ど
島
の
力
に
よ
つ
て
日
本
を
改
造
し
て
見
せ
る
と
い
ふ
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
　
（
八
八
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ど
の
己
惚
れ
と
決
心
と
を
も
つ
て
立
ち
ま
す
。
私
ど
も
は
カ
ー
ル
．
マ
ル
ク

ス
と
は
そ
の
主
張
を
同
じ
く
し
な
い
点
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
マ
ル

ク
ス
が
「
新
ラ
イ
ン
新
聞
』
を
起
し
た
と
同
じ
決
心
を
も
つ
て
立
ち
ま
す
。

▲
私
ど
も
が
日
本
の
皇
室
的
伝
統
に
忠
誠
で
あ
る
こ
と
は
．
本
号
中
の
『
民

主
主
義
と
共
和
主
義
』
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
で
す
。

▲
そ
れ
と
と
も
に
私
ど
も
は
民
衆
に
対
し
て
何
人
よ
り
も
多
く
且
つ
よ
り
深

く
忠
誠
で
あ
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
然
り
．
よ
り
深
く
で
す
。
よ
り
深
く
と

い
ふ
こ
と
は
、
現
在
の
民
衆
的
表
現
よ
り
も
超
越
し
て
ゐ
る
場
合
の
あ
る
こ

と
の
意
味
で
す
。

▲
私
ど
も
は
民
衆
を
友
と
し
ま
す
。
民
衆
を
深
き
と
こ
ろ
に
友
と
し
ま
す
．

深
き
と
こ
ろ
に
民
衆
を
見
る
も
の
に
と
つ
て
は
、
民
衆
は
「
多
数
決
』
で
は

な
く
、
「
米
騒
動
」
で
は
な
く
し
て
、
真
に
偉
大
な
る
道
徳
で
あ
り
ま
す
。

▲
私
ど
も
は
そ
の
偉
大
な
る
道
徳
と
し
て
の
民
衆
を
理
解
し
ま
す
。
さ
う
し

て
そ
の
民
衆
の
父
と
も
な
り
、
児
と
も
な
り
、
姉
妹
と
も
な
り
ま
す
。

▲
だ
か
ら
社
会
問
題
、
労
働
問
題
は
．
私
ど
も
に
よ
つ
て
は
最
も
重
大
な
も

の
と
し
て
感
ん
ぜ
ら
れ
ま
す
。
教
育
も
、
文
芸
も
．
政
治
も
、
そ
の
意
味
か

ら
し
て
重
大
で
す
．

▲
だ
か
ら
私
ど
も
は
民
主
主
義
に
反
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
非
難
を
加
へ

ま
す
。
無
政
府
主
義
に
非
難
を
加
へ
る
こ
と
も
勿
論
で
す
．
社
会
主
義
に
つ

い
て
は
厳
正
な
批
評
を
加
へ
ま
す
。
（
『
編
輯
局
よ
り
』
）



　
こ
の
あ
と
．
凶
○
行
ほ
ど
つ
づ
く
が
、
そ
れ
は
『
批
評
』
の
立
場
と
は
関
係

な
い
の
で
は
ぶ
く
こ
と
に
す
る
。

　
三
　
つ
ま
り
『
批
評
』
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
立
場
を
旗
印
に
し
て
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
は
少
く
と
も
二
つ
の
点
に
お
い
て
特
徴
を
も
つ
て
い
た
。

　
そ
の
一
つ
は
「
日
本
の
皇
室
的
伝
統
に
忠
誠
』
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
つ

た
。
こ
の
皇
室
的
伝
統
に
忠
誠
を
つ
く
す
と
い
う
点
に
お
い
て
「
若
し
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
主
義
が
絶
対
的
に
共
和
政
治
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
．
従

つ
て
皇
室
の
観
念
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
張
す
る
こ
と
は
．
皇
室
を
尊
崇
す
る
私
ど
も
の
心
も
ち
に
反

逆
す
る
も
の
」
（
『
民
主
主
義
と
共
和
主
義
」
）
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど
熱
烈
で
あ
つ

た
。
こ
れ
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
こ
の
当
時
の
天
皇
制
は
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
相
容
れ
る
面
よ
り
、
相
容
れ
な
い
面
の
方
が
多
か
つ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
皇
室
的
伝
統
」
を
守
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
．
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
が
根
本
か
ら
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
肝
心
な
も
の
を
初
め
か
ら

避
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
な
ぜ
こ
う
い
う
考
え
に
な
る
か
と
い
う
と
『
人
民
の
た
め
の
、
人
民
に
よ

る
．
人
民
の
政
治
』
と
い
う
立
場
で
民
主
主
義
を
理
解
せ
ず
、
こ
れ
を
「
精

神
』
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
つ
た
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

は
政
治
、
社
会
、
産
業
の
あ
る
形
式
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
等
に
通
ず
る
奥
深

　
　
　
　
吻
批
評
』
総
日
次
と
解
説

き
精
神
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
如
何
な
る
形
に
お
い
て
発
現
す
る
と
も
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
そ
れ
は
一
切
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
』
（
右
同
）
。
ひ
る
が
え
つ
て
日
本
の
皇
室
を
み

る
に
、
そ
れ
は
「
何
人
が
企
て
た
る
も
の
で
も
な
く
、
何
人
が
約
束
し
た
る
も

の
で
も
な
く
．
そ
の
皇
室
の
徳
的
卓
越
に
よ
つ
て
自
然
に
生
長
し
た
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
従
つ
て
日
本
の
皇
室
は
そ
の
国
民
の
心
の
価
値
の
体
現
で
あ
り
．

そ
の
民
族
の
歴
史
上
に
お
け
る
徳
的
価
値
の
表
徴
で
あ
り
ま
す
」
（
右
同
》
。
す

な
わ
ち
民
意
も
国
民
の
感
情
も
な
に
も
か
も
皇
室
が
こ
れ
ら
を
体
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
．
だ
か
ら
日
本
に
お
い
て
皇
室
が
い
や
栄
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
3
が
発
展
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
日

本
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
そ
の
国
体
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の

思
想
は
．
こ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
心
の
質
で
あ
る
こ
と
を
解
せ
ざ
る
も
の
で
あ

る
．
そ
の
上
に
、
日
本
の
皇
室
が
．
わ
れ
等
の
国
民
生
活
の
卓
越
せ
る
伝
統

需
＆
曇
自
で
あ
る
こ
と
を
理
解
せ
ざ
る
人
々
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
国
体
ば

擁
護
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に
生
長
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

皇
室
に
対
す
る
忠
愛
の
養
成
は
国
体
の
擁
護
な
る
思
想
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
人
々
が
こ
の
伝
統
に
目
醒
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
自

身
の
心
に
つ
い
て
目
醒
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
従
つ
て
人
々
が
真
実
な

る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
目
醒
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
』
（
右
同
）
と
い
う
よ

う
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
国
体
と
は
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
　
（
八
九
》



　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

　
さ
て
．
右
の
考
え
だ
と
改
め
て
言
論
．
集
会
．
結
社
の
自
由
だ
と
か
、
あ
る

い
は
普
通
選
挙
権
の
獲
得
な
ど
と
い
う
二
と
は
問
題
に
さ
れ
な
く
て
よ
い
わ
け

で
あ
る
。
民
意
を
代
表
し
、
国
民
感
皆
を
代
理
す
る
皇
室
の
い
や
栄
だ
け
が
問

題
に
さ
れ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
室
伏
ら
は
や
は
り
、
民
主
主
義
的

な
諸
要
求
を
か
か
げ
．
た
と
え
ば
普
通
選
挙
権
の
獲
得
に
た
い
す
る
熱
意
と
そ

の
理
論
は
．
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
冨
の
元
祖
吉
野
作
造
博
士
を
上
廻
る
こ
と
が
あ

る
。
「
普
通
選
挙
と
は
、
一
切
の
古
き
日
本
を
改
造
し
て
日
本
特
有
の
皇
室
的

伝
統
の
も
と
に
、
新
日
本
を
創
造
す
る
こ
と
」
（
「
吉
野
博
士
の
誤
謬
を
指
摘
し
て

普
通
選
挙
の
主
義
を
論
ず
』
）
で
あ
る
と
論
じ
．
皇
室
尊
崇
の
熱
誠
を
披
涯
す

る
。
が
し
か
し
そ
の
内
容
は
か
な
り
鋭
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

　
選
挙
権
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
人
民
は
社
会
的
に
平
等
の
機
会
を
与
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぱ
各
人
の
与
え
ら
れ
た
天
賦
を
発
揚
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
．
ま
た
最
大
多
数
の
人
民
が
貧
困
に
苦
し
ん

で
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
．
そ
れ
ら
の
大
多
数
の
人
民
に
対
し
て
．
そ
れ
ら
の

人
々
の
社
会
的
義
務
oo
8
三
畠
5
阿
を
つ
く
す
こ
と
の
機
会
を
与
え
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
社
会
そ
れ
自
身
の
進
化
と
創
造
と
の
要
求
を
妨
ぐ

る
こ
と
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
．
わ
れ
わ
れ
が
最
大
多
数
の
人
民
の
階

級
f
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
利
己
心
に
満
足
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

い
。
『
そ
れ
等
の
最
大
多
数
の
人
民
に
自
由
を
与
へ
る
と
と
も
に
．
こ
れ
等
の
人

民
を
真
実
な
る
社
会
租
織
の
う
ち
に
緯
み
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
』
（
「
普
通
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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挙
運
動
』
）
が
．
普
選
の
目
的
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
『
批
評
』
の
普
選
論
の

特
徴
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
．
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
の
中
に
あ

る
。
『
批
評
』
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
制
限
選
挙
制
度
を
不
合
理
で
あ
る
と
す
る

の
は
、
一
〇
円
の
納
税
資
格
を
五
円
に
し
、
三
円
に
し
、
二
円
に
引
き
下
げ
る

こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
を
五
円
に
し
．
三
円
に
し
．
二
円
に
す
る
こ
と
は
、
た

だ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
政
治
的
膨
脹
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
．
た
だ
特
権
階

級
の
膨
脹
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
改
造
の
意
味
は
社
会
的
ま
た
は
政

治
的
不
平
等
を
除
き
去
る
こ
と
に
一
歩
を
進
め
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
そ
の
反

対
で
あ
る
．
そ
の
反
対
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
膨
脹
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
農
民
の
有
権
者
を
ふ
や
す
こ
と
に
な
り
．
そ
れ
は
農
民

を
基
盤
に
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
、
保
守
勢
力
の
勝
利
を
意
味
す
る
。
こ
う
い

う
方
向
に
で
は
な
く
て
。
都
市
に
集
中
し
た
無
産
者
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と

が
選
挙
権
拡
張
の
要
求
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
痛
切
な
る
要
求
に
耳
を

か
さ
ず
し
て
．
地
方
の
農
民
に
選
挙
権
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
に
．
果
し
て
何

の
合
理
的
の
根
拠
が
あ
る
か
。
だ
か
ら
『
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
等
の
不
当
な
る
一

切
の
要
求
に
反
対
す
る
。
政
友
会
の
案
に
も
．
憲
政
会
の
案
に
も
．
国
民
党
の

案
に
も
反
対
す
る
。
そ
れ
等
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
党
ま
た
は
農
民
党
の
一
切
の
提
案

に
反
対
す
る
』
（
右
同
》
と
し
て
納
税
に
よ
る
制
限
の
な
い
完
全
な
る
普
選
（
男

子
に
限
る
が
）
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
批
評
』
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
吉

野
作
造
博
士
の
普
選
も
槍
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
吉
野
博
士
は
、



『
今
日
ま
で
の
政
論
留
舞
台
に
お
い
て
普
通
選
挙
の
主
張
者
で
は
な
い
。
私
の

承
知
し
て
ゐ
る
範
囲
に
お
い
て
は
、
そ
の
人
は
制
限
選
挙
の
主
張
者
で
あ
り
ま

す
。
彼
れ
が
五
円
説
を
主
張
し
た
こ
と
は
私
は
忘
れ
ず
に
ゐ
ま
す
。
（
中
略
）
そ

の
人
の
民
本
主
義
と
は
、
そ
の
人
自
身
の
註
解
に
よ
れ
ぽ
．
選
挙
権
の
拡
張
と

い
ふ
こ
と
に
帰
着
す
る
も
の
の
や
う
で
あ
り
ま
す
』
（
「
吉
野
博
士
の
誤
謬
を
指

摘
し
て
普
通
選
挙
の
主
義
を
論
ず
』
）
．
こ
の
吉
野
理
論
批
判
は
．
同
批
判
論
文

に
お
い
て
、
吉
野
理
論
中
の
数
ヵ
所
の
誤
謬
を
指
摘
し
た
こ
と
よ
り
も
重
要
で

あ
つ
た
。
し
か
し
こ
の
鋭
い
普
選
理
論
も
『
皇
室
的
伝
統
』
と
い
う
枠
の
中
の

そ
れ
で
あ
つ
た
。

　
以
上
が
『
批
評
』
の
立
場
か
ら
と
な
え
ら
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
1
理
論
の
第
一

の
特
徴
で
あ
つ
た
。
で
は
第
二
の
特
徴
は
何
か
と
い
え
ば
．
そ
れ
は
「
現
在
の

民
衆
的
表
現
よ
り
超
越
し
て
ゐ
る
場
合
』
も
あ
る
と
い
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ

り
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
『
民
衆
は
『
多
数
決
h
で
は
な
く
．
『
米
騒
動
』
で

は
な
く
し
て
」
真
に
偉
大
な
る
道
徳
で
あ
る
．
と
い
5
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
．
生
き
て
い
る
．
あ
る
い
は
現
実
に
存
在
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
か
民
衆
で

は
な
く
て
『
批
評
』
の
立
場
か
ら
す
る
特
殊
理
想
型
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

で
あ
り
、
民
衆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
批
評
』
の
論
文
の
な

か
か
ら
ひ
ろ
つ
て
『
民
主
主
義
と
は
私
に
は
た
呈
美
し
き
も
の
で
あ
る
と
し
て

見
え
ま
す
．
（
中
略
）
私
は
民
主
主
義
に
つ
い
て
想
像
に
耽
つ
て
ゐ
る
時
に
、
私

自
身
を
純
白
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
に
と
つ
て
は
．
民
主
主
義

　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

と
は
真
善
美
そ
の
も
儒
で
あ
り
ま
す
」
（
『
民
主
主
義
史
論
の
序
」
）
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
は
か
り
に
つ
い
て
い
け
る
と
し
て
も
．
こ
れ
が
民
主
主
義
は
「
人
間
の

集
合
と
い
ふ
こ
と
で
も
な
く
．
革
命
で
も
な
く
、
暴
動
で
も
な
く
．
多
数
決
で

も
な
く
．
代
議
政
体
で
も
な
く
、
立
法
部
で
も
な
く
、
ヂ
ユ
リ
ー
で
も
な
く
．

た
慧
ス
ピ
リ
ツ
ト
で
あ
り
、
ま
た
ア
ト
モ
ス
フ
ヰ
ア
で
あ
り
ま
す
』
（
右
同
）
と

い
わ
れ
る
と
不
可
解
に
な
つ
て
く
る
．

　
か
よ
う
に
民
主
主
義
の
具
体
的
な
内
容
一
つ
一
つ
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
．

か
な
り
鋭
く
、
進
歩
し
た
考
え
を
含
み
な
が
ら
、
さ
て
本
質
論
、
基
本
論
に
も

ど
る
と
皇
室
的
伝
統
な
る
も
の
に
手
樫
足
樫
さ
れ
て
し
ま
う
か
、
わ
け
の
わ
か

ら
ぬ
冗
弁
に
終
つ
て
い
る
の
が
『
批
評
b
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
で
あ
つ
た
。

　
四
　
『
批
評
』
同
人
に
と
つ
て
社
会
問
題
、
労
働
問
題
は
最
も
重
大
な
る
関
心

事
で
あ
つ
た
。
し
か
し
彼
等
は
も
と
よ
り
社
会
主
義
者
で
は
な
か
つ
た
。
；
批

評
』
は
歓
会
主
義
に
対
し
て
は
第
三
者
の
立
場
で
す
．
第
三
者
の
立
場
か
ら
厳

正
な
批
判
を
加
へ
ま
す
』
（
第
三
号
葛
批
評
』
よ
り
』
）
ど
い
う
態
度
を
と
つ
た
。

こ
の
立
場
か
ら
『
無
政
府
主
義
の
批
判
』
（
第
四
号
》
、
「
国
家
社
会
主
義
の
批
判
』

（
第
五
号
）
．
『
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
の
批
判
』
（
第
六
号
）
．
「
ギ
ル
ド
。
ソ
ー
シ
ヤ
リ

ズ
ム
と
そ
の
批
判
」
（
第
七
号
）
．
「
労
働
組
合
主
義
の
批
判
』
（
第
八
号
）
．
『
レ
ー
ニ

ン
の
著
書
を
読
む
』
（
第
九
号
）
．
『
ギ
ル
ド
社
会
主
義
研
究
』
（
第
コ
一
号
）
．
『
ギ

ル
ド
社
会
主
義
の
創
生
』
（
第
一
四
号
）
．
『
レ
1
ニ
ソ
主
義
批
評
」
（
第
二
〇
号
）
そ

の
他
毎
号
社
会
主
義
論
．
労
働
組
合
論
を
精
力
的
に
紹
介
し
ま
た
展
開
し
た
．
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九
ご



　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

　
『
批
評
』
は
こ
の
よ
う
に
各
種
の
社
会
主
義
理
論
を
な
か
ば
特
集
の
型
で
つ

ぎ
つ
ぎ
と
紹
介
し
て
い
る
が
．
彼
等
自
身
は
「
第
三
者
の
立
場
」
で
こ
れ
ら
を

紹
介
し
て
い
る
だ
ろ
5
か
．
「
わ
れ
く
は
素
よ
り
社
会
主
義
者
で
は
な
い
．
或

る
種
の
社
会
主
義
に
対
し
て
は
そ
れ
に
厳
粛
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
わ
れ
等
が
祉
会
主
義
者
で
あ
る
と
否
と
に
か
』
わ
ら
ず
、
社
会
主
義

運
動
の
権
利
を
否
認
す
ぺ
き
何
等
の
理
由
を
も
も
た
な
い
。
少
く
と
も
国
家
社

会
主
義
の
運
動
に
対
し
て
．
国
家
が
こ
れ
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
。
そ
の
国
家
が
資

本
主
義
の
万
能
を
理
想
と
す
る
国
家
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
ぬ
』
（
「
社
会
主
義
運
動
」
）
と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
『
批
評
』
は
国
家
社
会

主
義
に
対
し
て
は
同
情
的
で
あ
り
．
『
或
る
種
の
社
会
主
義
」
に
対
し
て
は
「
厳

粛
に
反
対
す
る
し
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
厳
粛
に
反
対
」

す
る
「
或
る
種
の
社
会
主
義
」
は
ま
ず
無
政
府
主
義
で
あ
つ
た
。
彼
等
は
「
無

政
府
主
義
の
ご
と
き
不
健
全
に
し
て
且
つ
思
想
的
に
可
成
り
勢
力
あ
る
も
の
に

対
し
て
、
厳
正
な
批
判
を
与
へ
る
こ
と
は
極
め
て
必
要
な
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
』
（
第
四
号
「
『
批
評
』
よ
り
』
）
と
い
つ
た
。
第
二
に
「
『
批
評
』
は
素
よ
り

サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
に
反
対
』
（
第
六
号
「
『
批
評
』
よ
り
』
）
で
あ
つ
た
。
ギ
ル
ド
社

会
主
義
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ぽ
論
及
さ
れ
て
い
る
演
、
「
英
国
に
お
け
る
一
大

流
行
の
ギ
ル
ド
・
ソ
ー
シ
ヤ
リ
ズ
ム
に
し
て
も
』
社
会
主
義
や
（
社
会
主
義
濃

対
す
る
も
の
と
彼
等
が
考
え
て
い
た
V
サ
ソ
ヂ
カ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
、
『
不
朽
に

亘
つ
て
の
．
人
間
精
福
拶
救
治
と
た
り
う
る
で
あ
ら
う
か
』
と
い
う
疑
問
を
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
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九
二
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等
は
抱
い
て
い
た
（
第
七
号
「
『
批
評
』
よ
り
』
）
。
こ
れ
だ
け
の
予
備
知
識
を
も
つ

て
．
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て
各
社
会
主
義
理
論
に
対
す
る
『
批
評
』
の
立
場
を

見
て
い
こ
う
。

　
五
　
ま
ず
国
家
社
会
主
義
に
対
す
る
『
批
評
』
の
立
場
で
あ
る
が
、
彼
等
は

こ
の
国
家
社
会
主
義
に
は
「
ビ
ス
マ
ー
キ
ア
ン
国
家
社
会
主
義
」
と
「
ス
テ
ー

ト
・
ソ
ー
シ
ヤ
リ
ズ
ム
』
の
二
種
が
あ
つ
て
前
者
に
は
反
対
だ
が
後
者
は
支
持

す
る
。
『
日
本
に
お
い
て
国
家
社
会
主
義
を
主
張
す
る
人
々
は
軍
閥
の
一
派
ま
た

は
官
僚
の
一
派
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
派
の
人
々
の
国
家
社
会
主
義
と
は
現
存

の
国
家
ー
官
瞭
的
で
あ
り
、
貴
族
的
で
あ
り
．
軍
国
的
で
あ
り
、
そ
の
上
資

本
主
義
的
で
も
あ
る
ー
ー
日
本
に
生
産
手
段
を
集
中
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

り
．
そ
れ
の
み
な
ら
ず
こ
れ
に
よ
つ
て
政
治
的
自
由
主
義
の
諸
政
党
を
圧
追
せ

ん
と
す
る
政
略
か
ら
生
れ
い
で
』
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
彼
等
の
謂
ふ
と
こ

ろ
の
国
家
社
会
主
義
と
は
ビ
ス
マ
ー
キ
ア
ン
国
家
社
会
主
義
で
あ
り
、
従
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
リ
ソ

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
撲
滅
に
お
い
て
の
祉
会
主
義
で
め
り
、
（
中
略
）
そ
れ
は
国
家
社

会
主
義
で
は
な
く
し
て
国
家
資
本
主
義
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
』
と
し
て
高
畠
素

之
一
派
も
「
軍
閥
連
や
官
僚
一
派
の
国
家
社
会
主
義
論
と
何
等
選
む
と
こ
ろ
が

な
い
』
で
は
な
い
か
．
と
批
判
す
る
。
「
理
論
と
し
て
．
一
般
的
に
．
階
級
的
諸

国
家
に
生
産
手
段
を
集
中
す
る
こ
と
は
た
父
国
家
の
専
制
権
の
拡
大
、
国
家
と

い
ふ
よ
り
は
そ
れ
等
の
諸
国
家
の
支
配
階
級
の
手
に
専
制
権
を
拡
大
す
る
こ
と

で
あ
り
、
社
会
の
征
報
被
征
服
の
関
係
を
益
々
明
白
に
す
る
も
の
で
あ
め
・
、
さ



う
し
て
社
会
主
義
と
轡
反
対
の
方
向
と
精
神
と
を
も
つ
て
生
れ
い
で
ふ
ゐ
る

も
の
で
あ
る
。
然
り
．
国
家
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
は
明
白
に
こ
れ
を
区
別

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
繰
返
し
て
い
へ
ぽ
ピ
ス
マ
書
キ
ア
ン
国
家
社
会
主
義

な
る
も
の
は
社
会
主
義
で
は
な
く
し
て
資
本
主
義
で
あ
る
。
国
家
資
本
主
義
で

あ
る
』
そ
し
て
そ
れ
は
社
会
主
義
の
敵
で
あ
る
、
と
い
つ
て
い
る
（
「
国
家
社
会

主
義
の
批
判
』
）
が
．
こ
れ
に
は
何
人
も
異
論
は
あ
る
ま
い
。
ス
テ
ー
ト
・
ソ
署

シ
ヤ
リ
ズ
ム
と
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
行
は
れ
る
国
家
の
手
に
生
産
手
段
を
集

中
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
す
る
社
会
主
義
』
で
あ
り
．
こ
れ
が
真
実
な
る
意
味
に

お
け
る
国
家
社
会
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
的
、
社
会
的
、
産
業
的
、
民
主

主
義
の
要
求
で
あ
り
、
社
会
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
家
社
会
主
義
は

マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
つ
て
提
議
さ
れ
た
。
最
近
で
は
ヴ
ヰ
ル
ヘ

ル
ム
・
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
や
ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
つ
て
も
唱
え
ら

れ
て
い
る
。
『
真
実
な
る
意
味
に
お
い
て
の
国
家
社
会
主
義
と
は
民
主
主
義
的
国

家
社
会
主
義
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
つ
て
ソ
ー
シ
ヤ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
一
致
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
』
と
い
う
（
右
同
）
。
つ
ま
り
『
批

評
』
の
立
場
が
擁
護
す
る
『
国
家
社
会
主
義
』
と
ぱ
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
「
社

会
民
主
主
義
」
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
六
　
『
批
評
』
が
も
つ
と
も
精
力
的
に
紹
介
し
た
の
は
『
労
働
階
級
の
前
に

提
供
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
で
最
も
若
い
生
命
」
で
あ
り
、
『
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
よ

り
も
．
1
・
W
・
W
よ
り
も
、
ボ
ル
シ
エ
ヴ
ヰ
キ
主
義
よ
り
も
、
遙
に
後
れ
て

　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

生
ま
れ
て
き
た
」
ギ
松
ド
・
ソ
ー
シ
ヤ
リ
ズ
ム
で
あ
つ
た
（
「
ギ
ル
ド
・
ソ
ー
シ

ヤ
リ
ズ
ム
と
そ
の
批
判
』
）
。
彼
等
は
OO
o
旨
雷
鼠
＞
旨
ザ
霞
≦
筐
富
目
歪
霊
8
＝

や
O
．
U
。
舅
〇
三
。
あ
る
い
は
幹
ρ
寓
o
募
睾
　
に
し
た
が
つ
て
こ
の
新
説

を
紹
介
し
た
。
「
産
業
に
対
す
る
生
産
者
の
統
制
権
を
要
求
す
る
と
と
も
に
ま
た

国
家
の
存
在
を
承
認
し
且
つ
生
産
に
対
す
る
国
家
の
消
費
老
と
し
て
の
権
力
を

承
認
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
」
（
右
同
）
と
ギ
ル
ド
・
ソ
ー
シ
ヤ
リ
ズ
ム
を
要
約

し
、
か
く
の
ご
と
き
「
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
世
界
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
及

び
社
会
主
義
運
動
の
新
特
質
と
な
つ
て
き
た
。
特
に
英
国
に
お
い
て
そ
の
急
速

の
発
達
を
見
る
の
で
あ
る
」
（
「
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
創
生
』
）
と
新
思
潮
の
紹
介

に
懸
命
で
あ
つ
た
。
そ
の
力
の
入
れ
方
に
つ
い
て
は
『
ギ
ル
ド
派
の
立
場
か
ら

ラ
ッ
セ
ル
や
コ
ー
ル
の
紹
介
を
始
め
と
し
て
こ
の
方
面
の
紹
介
と
批
評
の
た
め

に
は
多
少
の
貢
献
を
し
た
と
信
じ
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
『
批
評
』

は
微
力
な
が
ら
存
在
の
意
義
の
あ
つ
た
こ
と
と
信
じ
ま
す
。
今
年
に
入
つ
て
か

ら
は
一
層
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
研
究
に
専
念
す
る
考
へ
で
（
あ
る
）
。
（
中
略
）
さ

う
し
て
本
号
か
ら
は
こ
の
方
面
に
も
つ
と
力
を
尽
す
考
で
こ
』
に
『
ギ
ル
ド
社

会
主
義
研
究
』
の
欄
を
特
設
し
ま
し
た
。
以
後
引
続
き
て
こ
の
研
究
を
行
つ
て

ゆ
ぎ
ま
す
』
（
「
ギ
ル
ド
社
会
主
義
研
究
』
）
と
大
正
九
年
二
月
に
言
明
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
ろ
う
。

　
七
　
次
に
無
政
府
主
義
と
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
を
み
よ
う
。
ま

ず
無
政
府
主
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
あ
ま
り
に
人
間
性
の
研
究
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
　
（
九
三
）



　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

つ
い
て
楽
天
的
で
あ
る
」
こ
と
に
第
一
の
誤
謬
が
あ
る
と
し
．
第
二
の
誤
謬
と

し
て
『
凡
て
の
無
政
府
主
義
が
政
治
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
悲
観
的
で
あ
る
こ
と

か
ら
出
発
」
し
て
い
る
点
を
あ
げ
た
。
『
彼
等
は
人
間
性
に
つ
い
て
も
つ
と
深

刻
な
る
研
究
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
』
も
に
．
政
治
に
つ
い
て
も
．
も

つ
と
正
し
き
理
解
に
入
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ソ
に
従
へ
ば
無

政
府
主
義
は
近
づ
き
つ
』
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
無
政
府
主
義
は
決
し
て
近
づ

き
つ
』
あ
る
も
の
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
凡
て
の
歴
史
は
無
政
府
主
義

の
主
張
に
逆
行
し
て
ゐ
る
の
を
見
ま
す
。
歴
史
の
永
遠
に
証
拠
立
て
』
ゐ
る
事

実
は
た
讐
一
つ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
の

が
無
政
府
主
義
批
判
の
結
論
で
あ
つ
た
（
「
無
政
府
主
義
の
批
判
』
）
。
サ
ン
ヂ
カ
リ

ズ
ム
に
つ
い
て
は
第
一
に
無
政
府
主
義
、
第
二
に
経
済
的
連
立
を
も
つ
て
国
家

お
よ
び
資
本
制
度
に
か
え
る
、
と
い
5
二
つ
の
点
か
ら
批
判
で
き
る
と
す
る
。

す
な
わ
ち
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
で
国
家
と
は
常
に
資
本
主
義
的
ま
た
は
官
僚
的
の

も
の
で
あ
る
と
す
る
国
家
観
は
感
情
的
で
あ
つ
て
合
理
的
根
を
発
見
で
き
．
な

い
。
今
日
の
国
家
が
資
本
主
義
の
国
家
で
あ
つ
て
も
．
明
日
の
国
家
も
ま
た
資

本
主
義
の
国
家
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
な
ら
な
い
。
「
国
家
を
も
つ
て
必
然
的
に

資
本
主
義
ま
た
は
封
建
主
義
の
機
関
で
あ
る
と
な
す
こ
と
は
た
薯
今
日
、
昨

日
．
幽
昨
日
の
国
家
に
の
み
囚
は
れ
た
る
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
つ
て
噌
切

の
国
家
の
性
質
を
論
ぜ
ん
と
す
る
こ
と
は
国
家
の
進
化
史
を
無
視
し
た
も
の
で

あ
り
．
そ
れ
に
は
何
等
恥
合
理
的
根
拠
も
な
い
』
と
い
う
の
で
あ
つ
た
。
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
　
（
九
四
）

点
に
つ
い
て
は
サ
ソ
ヂ
カ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
を
も
つ
て
多
数
決
主
義
、
す
な

わ
ち
多
数
専
制
主
義
と
み
る
が
．
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
「
多
数
専
制
主
義
で
は
な

く
し
て
政
治
的
．
社
会
的
、
産
業
的
機
会
均
等
主
義
」
社
会
主
義
、
産
業
的
、

政
治
的
自
由
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
も
つ
て
多
数
専
制

主
義
な
り
と
独
断
し
て
こ
れ
に
反
対
し
そ
の
立
場
か
ら
無
政
府
的
経
済
生
活
を

要
求
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
た
何
等
の
合
理
的
根
拠
を
も
も
つ
て
ゐ
る
も
の
で
は

な
い
』
と
し
て
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
（
「
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム

の
批
判
じ
．

　
八
　
そ
の
他
注
目
す
べ
き
記
事
を
簡
単
に
紹
介
す
れ
ば
．
第
九
号
に
お
い
て

レ
ー
ニ
ン
の
著
6
箒
の
o
≦
9
9
≦
o
芽
を
紹
介
し
批
評
し
た
長
論
文
が
あ

る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
室
伏
高
信
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
意

さ
れ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
「
能
率
化
の
要
求
は
．
一
；
ラ
イ
・
レ
ー
ニ
ン
に
従

へ
ば
『
一
人
の
執
政
権
』
に
帰
着
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
中

略
）
彼
れ
は
一
人
の
意
思
に
対
す
る
服
従
を
も
つ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
則
に

背
く
も
の
で
な
く
し
て
却
つ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
1
の
高
き
形
式
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
て
ゐ
る
」
そ
し
て
こ
の
方
法
を
も
つ
て
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
変

転
期
に
お
い
て
不
可
避
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
．
こ
れ
は
「
資
本

主
義
の
害
毒
と
民
衆
の
愚
昧
と
は
、
少
く
と
も
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
深
く
し

て
大
な
り
と
は
い
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
』
（
「
レ
言
ニ
ン
の
著
書
を
読
む
』
）
と

述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
室
伏
は
別
の
論
文
で
「
ボ
ル
シ
エ
ヴ
ヰ
ズ
ム



ぱ
低
級
文
明
か
ら
必
然
鹸
だ
生
れ
た
と
こ
ろ
の
新
低
級
文
明
で
あ
る
と
解
す

る
」
も
の
で
あ
る
と
い
い
．
さ
ら
に
資
本
主
義
も
ポ
ル
シ
エ
ヴ
ヰ
ズ
ム
も
「
自

ら
を
民
主
主
義
と
名
け
て
ゐ
る
に
か
』
は
ら
ず
、
鋭
敏
に
し
て
高
度
に
発
達
し
・

た
民
主
主
義
が
．
と
も
に
堪
ゆ
る
こ
と
の
で
き
な
い
低
調
な
思
想
で
あ
る
』
と

い
つ
て
ボ
ル
シ
エ
ヴ
ヰ
ズ
ム
．
を
批
判
す
る
　
（
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
独
裁
政
治
』
）
。

『
批
評
』
は
そ
の
後
期
に
い
た
つ
て
英
国
の
詩
人
で
．
空
想
的
社
会
主
義
者
の

ξ
讐
す
目
切
言
o
辱
ざ
に
つ
い
て
多
く
の
紙
面
を
さ
い
て
い
る
こ
と
も
書
き
そ

え
て
お
こ
う
。

　
ま
た
森
恪
が
大
陸
問
題
に
つ
い
て
折
に
ふ
れ
て
大
小
の
論
文
を
執
筆
し
て
い

る
こ
と
、
と
同
時
に
そ
の
第
三
号
か
ら
最
終
刊
号
に
い
た
る
ま
で
裏
表
紙
の
内

側
の
三
分
の
二
の
大
き
さ
で
毎
号
「
森
恪
事
務
所
」
の
広
告
を
出
し
て
い
る
こ

と
も
知
つ
て
お
い
て
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
広
告
か
ら
当
時
森
は
東
京
、
大

阪
、
北
京
、
上
海
．
蕪
湖
．
青
島
の
六
ヵ
所
に
事
務
所
を
構
え
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
　
『
批
評
』
総
目
次

　
創
刊
号
（
大
正
八
年
三
月
一
日
）

編
集
局
よ
り
　
　
　
　
　
〔
K
　
生
〕

時
代
批
評
。
民
主
主
義
と
共
和
主
義

　
　
・
普
通
選
挙
運
動
・
デ
モ
ク
ラ

　
　
シ
！
の
諸
運
動
・
国
際
協
同
及

　
　
び
産
業
協
同
へ
・
ヂ
ヨ
ー
ヂ
・

　
　
バ
ー
ン
ス
は
日
く
・
労
働
組
合

　
　
の
自
由
・
右
党
と
左
党

吉
野
博
士
の
誤
謬
を
指
摘
し
て
普
通

　
選
挙
の
主
義
を
論
ず
〔
室
伏
高
信
〕

人
の
批
評
・
・
有
島
武
郎
〔
士
　
郎
〕

政
治
家
の
頭
は
古
る
い

普
通
選
挙
論
　
　
　
　
〔
尾
崎
敬
義
〕

　
　
　
　
、
批
評
』
総
目
次
と
解
説

吾
等
は
到
処
に
改
革
の
必
要
を
認
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
森
　
恪
〕

民
主
主
義
史
論
の
序
　
　
〔
室
伏
生
〕

普
通
選
挙
運
動
の
人
々

新
著
批
評
・
・
ヘ
ソ
ダ
ア
ソ
ン
著

　
　
『
労
働
党
の
目
的
』
〔
K
生
〕
・

　
　
デ
ユ
ウ
ヰ
ー
教
授
¶
学
校
と
社

　
　
会
』
〔
K
生
〕

レ
ピ
ユ
肛
．
オ
ブ
。
レ
ピ
ユ
量
ス
・

　
　
・
河
上
肇
氏
の
『
労
働
運
動
の

　
　
使
命
』
〔
尾
崎
士
郎
〕
・
若
宮
卯

　
　
之
助
氏
の
『
危
険
思
想
の
中
心

　
　
と
し
て
の
帝
国
大
学
』
〔
尾
崎

　
　
士
郎
）

リ
ー
ブ
ク
ネ
ヒ
ト
の
著
書
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

対
外
的
軍
国
主
義
．

民
的
軍
国
主
義
．

　
廃
間
題

ゴ
シ
ツ
プ

海
国
主
義
、
殖

戦
争
及
軍
備
撤

〔
S
O
〕

　
第
二
号
（
大
正
八
年
四
月
一
日
）

編
輯
局
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
〔
K
〕

時
代
批
評
・
・
新
時
代
運
動
の
精
神

　
　
・
ブ
ロ
パ
ガ
ソ
ダ
の
権
利
・
文

　
　
化
と
危
険
思
想
ち
我
が
国
」
の

　
　
煩
悶
・
社
会
主
義
運
動

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
新
理
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

文
学
と
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
〔
田
中
　
純
〕

『
新
ラ
イ
ン
新
聞
』
を
出
す
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
尾
崎
士
郎
〕

マ
ル
ク
ス
と
ヱ
ソ
ゲ
ル
ス

ピ
ヨ
ト
ル
・
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
人
々

新
著
批
評
・
・
イ
リ
ー
教
授
『
民
主

　
　
主
義
の
指
導
』
〔
室
伏
生
〕
・
サ

　
　
ツ
ク
氏
『
露
西
匝
民
主
主
義
の

　
　
誕
生
』
〔
K
生
〕
・
マ
ロ
ツ
ク
氏

　
　
『
純
生
民
主
主
義
の
限
度
』

　
　
〔
K
生
〕

レ
ピ
ユ
ー
，
オ
ブ
．
レ
ピ
ユ
『
ス
・

　
　
・
大
山
郁
夫
氏
『
畏
衆
政
治
と

　
　
国
民
文
化
』
〔
尾
崎
士
郎
〕
㌔
各

　
　
国
の
一
ア
モ
ク
ラ
シ
罪
b

校
正
室
に
て

デ
モ
ク
ラ
シ
！
研
究
e
・
・
は
し
が

　
　
き
・
ゲ
ツ
テ
イ
ス
ブ
ル
グ
の
墓

　
九
五
　
　
　
　
（
九
五
》



　
　
り
批
評
』
総
目
次
と
解
説

所
に
立
ち
て
く
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・

リ
ソ
コ
ー
ソ
Y
民
主
主
義
の
精

神
く
ア
：
サ
ア
・
ヘ
ソ
ダ
ア
ソ

ソ
V
・
民
主
主
義
の
将
来
〈
ハ

ル
デ
ー
ン
卿
〉
・
『
デ
モ
ク
ラ
シ

ィ
』
な
る
言
葉
く
エ
ド
ワ
ー
ド

・
カ
ア
ペ
ソ
タ
ア
Y
戦
争
と

民
主
主
義
く
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ベ

ソ
ネ
艶
ト
Y
民
主
主
義
の
研

究
及
び
宜
伝
運
動
全
ツ
チ
・

ヂ
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
V
・
進
め
！

民
主
主
義
〈
フ
エ
ル
マ
ソ
・
フ

ア
ナ
ウ
〉
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

　
第
三
号
（
大
正
八
年
五
月
一
日
）

『
批
評
』
よ
り
　
　
　
　
　
　
〔
K
〕

批
評
・
・
日
本
購
神
と
世
界
精
神

　
　
〔
森
恪
〕
・
青
年
距
細
亜
同
盟
・

　
　
民
衆
の
指
導
・
花
下
の
普
通
選

　
　
挙
・
対
外
硬
と
対
内
軟

ぎ
ぎ
ぎ
≦
㌍
旨
漫
画

祉
会
主
義
と
民
主
主
義
〔
室
伏
高
信
〕

社
会
主
義
の
陥
穽

　
　
〔
ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ツ
セ
ル
〕

民
衆
教
育
と
米
国
の
図
書
館

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
倉
橋
藤
治
郎
〕

社
会
主
義
民
主
主
義
労
働
髪
・
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
K
〕

過
激
主
義
と
は
何
ん
ぞ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
K
　
生
〕

国
家
社
会
主
義
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
△
△
△
〕

レ
ピ
ユ
『
・
オ
ブ
．
レ
ピ
ユ
ー
ス
。

　
　
・
デ
モ
ク
ラ
シ
！
の
迷
惑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
S
O
〕

編
輯
室
と
校
正
室

遠
吠
録
　
　
　
　
　
　
　
〔
秋
花
〕

ク
ラ
ラ
・
ツ
エ
ト
キ
ソ
と
ロ
ウ
ザ
。

　
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
O
ぎ
釜
の
父
〕

社
会
運
動
の
人
々
　
　
〔
尾
崎
士
郎
〕

薫
風
往
来

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
⇔
・
・
社
会
主

　
　
義
と
は
何
ぞ
や
く
ヂ
ヨ
ン
・
ス

　
　
パ
ル
ゴ
ウ
V
　
〔
尾
崎
士
郎
訳
〕

新
著
批
評
・
・
レ
ヴ
ア
ハ
ル
ム
卿

　
　
』
ハ
時
間
労
働
其
地
」
。
ロ
ツ
ス

　
　
教
授
「
向
上
の
ロ
シ
ア
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
K
　
生
〕

　
第
四
号
（
大
正
八
年
六
月
一
日
）

『
批
評
』
よ
り
　
　
　
　
〔
一
記
者
〕

批
評
・
・
政
治
改
造
と
社
会
改
造

　
　
〔
森
恪
∀
山
東
問
題
は
成
功
か

　
〔
森
恪
〕
・
秘
密
外
交
よ
り
外
交
民

　
主
主
義
へ
・
新
聞
記
者
精
神
の
堕

　
落
・
青
年
の
解
放
・
労
働
運
動
の

　
指
導

新
著
批
評
・
・
カ
：
ル
。
リ
ー
ブ
ク

　
　
ネ
ヒ
ト
『
未
来
は
民
衆
の
も
の

　
　
な
り
』

遠
吠
録
　
　
　
　
　
　
　
〔
秋
花
生
〕

現
代
人
物
伝
e
・
・
福
田
徳
三
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
婁
o
呂

サ
ミ
ユ
エ
ル
・
ゴ
ム
パ
ア
ス

無
政
府
主
義
の
批
判
　
〔
室
伏
高
信
〕

レ
ピ
ユ
ー
、
オ
ブ
、
レ
ピ
ユ
ー
ス
・

　
　
・
野
村
隈
畔
氏
噌
左
右
田
博
士

　
　
の
「
文
化
主
義
』
を
評
す
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
S
O
〕

マ
ル
ク
ス
伝
鐸
社
会
運
動
の
人
々
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
尾
崎
士
郎
〕

一
八
四
八
年
の
カ
ア
ル
・
マ
ル
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

9
零
9
の
言
葉
　
　
　
〔
関
未
代
策
〕

当
世
学
者
気
質
　
　
　
　
〔
閥
外
生
〕

編
輯
室
と
校
正
室

過
激
主
義
と
民
主
主
義

　
　
　
　
〔
ヂ
ヨ
ソ
・
ス
パ
ル
ゴ
ウ
）

新
著
批
評
・
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
『
蛾

　
　
後
の
社
会
主
義
』

　
九
六
　
　
　
　
（
九
六
）

社
会
主
義
、
民
主
主
義
、
過
激
主
義

　
著
書
考

福
田
博
士
と
ソ
竃
シ
ヤ
ル
・
デ
モ
ク

　
ラ
シ
ー
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

　
第
五
号
（
大
正
八
年
七
月
一
日
）

「
批
評
』
よ
り
　
　
　
　
　
　
〔
K
）

ヘ
ソ
ダ
ア
ソ
ソ

批
評
・
・
急
進
せ
よ
・
『
調
練
」
さ
れ

　
　
た
新
聞
紙
・
言
論
の
自
由

新
著
批
評
・
・
ラ
ツ
セ
ル
『
社
会
主

　
　
義
、
無
政
府
主
義
．
サ
ソ
ヂ
カ

　
　
リ
ズ
ム
』
・
ヴ
ァ
γ
ダ
ア
ヴ
エ

　
　
ル
ト
『
社
会
主
義
対
国
家
』
・

　
　
ノ
ル
マ
ソ
。
エ
ソ
ゼ
ル
『
英
国

　
　
革
命
と
米
国
民
主
主
義
』

国
家
社
会
主
義
の
批
判
〔
室
伏
高
信
）

過
激
主
義
と
昆
主
主
義
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
〔
ノ
ア
ヨ
ン
o
ス
バ
　
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ウ
　
館
生
訳
〕

自
由
へ
の
諸
道
樋
社
会
主
義
、
無
政

　
府
主
義
．
サ
ン
ヂ
カ
リ
．
ス
ム
の
批

　
判
髄
　
　
〔
ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
。
ラ
ツ

　
　
　
　
　
　
セ
ル
　
室
伏
生
抄
訳
）

心
と
心
の
結
合
　
　
　
〔
田
中
　
純
一

フ
ヱ
ル
デ
イ
ナ
ン
ド
・
ラ
サ
ー
ル
毬

　
社
会
運
動
の
人
々
③
軽



　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
尾
離
壬
郎
〕

福
田
博
士
と
ベ
ル
ト
ラ
ソ
ド
・
ラ
ツ

　
セ
ル
　
　
　
　
　
　
〔
哲
　
二
〕

一
八
四
八
年
の
カ
ア
ル
マ
ル
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

現
代
人
物
伝
⇔
・
・
吉
野
作
造
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
d
o
目
8
〕

米
国
婦
人
労
働
組
合
の
発
達

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
倉
橋
藤
治
郎
）

レ
ピ
ユ
竃
．
オ
ブ
．
レ
ピ
ユ
ー
ス
。

　
　
・
福
田
徳
三
博
士
『
解
放
の
社

　
　
会
政
策
』
　
　
　
　
〔
士
　
郎
〕

編
韓
室
と
校
正
室
　
　
　
〔
一
記
者
〕

関
税
問
題
よ
り
見
た
る
支
那
改
革
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
森
僑
〕

　
第
六
号
（
大
正
八
年
八
月
一
日
）

　
『
批
評
』
よ
り

宍
霞
一
蜜
即
舞
肖
像

サ
ソ
ヂ
カ
リ
ズ
ム
の
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

編
輯
室
と
校
正
室

マ
ル
ク
ス
と
社
会
主
義

　
　
　
　
　
〔
ペ
ル
ト
ラ
ソ
ド
・
ラ
ツ

　
　
　
　
　
　
セ
ル
　
室
伏
生
抄
訳
〕

社
会
主
義
と
労
働
問
題
　
〔
T
・
K
）

　
マ
ル
ク
ス
の
生
涯

　
　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

　
　
　
　
　
　
〔
ウ
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
．

　
　
　
　
　
　
リ
畢
ブ
ク
ネ
ヒ
ト
〕

マ
ル
ク
ス
物
語
　
　
　
　
〔
S
・
S
〕

ロ
パ
ア
ト
・
オ
ー
ウ
エ
ン
の
社
会
主

　
義
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

風
聞
記

過
激
主
義
と
民
主
主
義
㊧

　
　
　
　
〔
ヂ
ヨ
ソ
　
・
　
ス
パ
　
ル
ゴ
ウ
〕

米
国
婦
人
労
働
組
合
の
発
達
⇔

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
倉
橋
藤
治
郎
〕

売
れ
る
書
物

新
聞
職
工
ス
ト
ラ
イ
キ
の
真
相
と
そ

　
の
批
判
　
　
　
　
　
〔
横
井
四
郎
〕

　
第
七
号
（
大
正
八
年
九
月
一
日
）

「
批
評
』
よ
り

器
欝
富
霞
9
肖
像

ギ
ル
ド
・
ソ
ー
シ
ヤ
リ
ズ
ム
と
そ
の

　
批
判
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

編
輯
室
と
校
正
室

新
著
批
評
・
・
福
田
徳
三
『
黎
明

　
　
録
曳
河
田
嗣
郎
『
社
会
問
題
及

　
　
社
会
運
動
』

労
働
人
格
主
義

　
　
　
　
　
　
　
〔
ヂ
イ
・
デ
エ
・
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
チ
・
コ
藍
ル
〕

ヱ
ン
ゲ
ル
ス
の
人
物
と
其
思
想
”
カ

ア
ル
・
召
ツ
キ
イ
㊧
薯
書
挺

　
る
雛

ロ
バ
ア
ト
・
オ
ー
ウ
エ
γ
の
社
会
主

　
義
〔
甲
野
哲
二
〕

私
の
立
場
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

田
中
博
士
の
『
坐
食
権
』
を
排
す
の

　
誤
謬
　
　
　
　
　
　
〔
竹
森
一
則
〕

マ
ル
ク
ス
の
生
涯
⇔

　
　
　
　
〔
ヴ
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ
監
ブ

　
　
　
　
ク
ネ
ヒ
ト
　
木
蘇
生
訳
〕

ト
ロ
ツ
キ
ー
の
新
著

別
所
に
て
　
　
　
　
　
〔
秋
　
花
〕

流
行
児
十
人
（
月
旦
）

社
会
主
義
と
婦
人
　
く
ベ
ー
ペ
ル
著
V

危
険
区
域
の
人
々

　
第
八
号
（
大
正
八
年
十
月
一
日
）

シ
ド
昌
ー
・
ウ
エ
ツ
ヴ
写
真

労
働
組
合
主
義
の
批
判
〔
室
伏
商
信
〕

第
四
階
級
主
義
　
〔
ヂ
イ
・
デ
エ
・

　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
チ
・
コ
耳
ル
〕

サ
ボ
タ
ー
ヂ
ユ
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

英
国
炭
坑
国
有
問
題
（
報
告
全
文
）

　
　
　
　
　
〔
サ
ソ
キ
ー
　
森
恪
訳
〕

米
国
婦
人
労
働
組
合
の
発
達
㊧

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
倉
橋
藤
治
郎
〕

社
会
政
策
の
価
値
　
　
〔
甲
野
哲
二
）

労
働
代
表
と
し
て
の
高
野
博
士

政
府
代
表
と
し
て
の
鎌
田
栄
吉
氏

マ
ル
ク
ス
資
本
論
〈
松
浦
要
訳
註
〉

文
芸
時
評
　
　
　
　
　
　
〔
木
蘇
穀
〕

編
輯
室
と
校
正
室

危
険
区
域
⇔
　
　
　
　
　
〔
尾
崎
生
〕

　
第
九
号
（
大
正
八
年
十
一
月
一
日
》

ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ツ
セ
ル
写
真

レ
ー
ニ
ソ
の
著
書
を
読
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

三
角
同
盟
　
〔
ジ
ー
・
デ
・
エ
ツ
チ
．

　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
ル
　
森
恪
訳
〕

ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
　
　
〔
K
〕

ス
マ
イ
リ
聾

ヘ
ン
ダ
ア
ソ
ソ

賀
川
豊
彦
君
　
　
　
　
　
〔
哲
　
生
〕

労
働
運
動
の
理
論
的
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

　
『
労
働
者
問
題
』
　
　
〔
室
伏
生
〕

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
　
　
　
　
　
〔
K
〕

米
国
婦
人
労
働
組
合
の
発
達
四
完

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
倉
橋
藤
治
郎
〕

　
『
日
本
改
造
の
意
義
及
其
綱
領
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

諸
家
の
婦
人
観
　
　
〔
和
田
む
め
お
〕

批
評
社
よ
り

　
九
七
　
　
　
　
（
九
七
》



　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

国
際
労
働
者
同
盟
ま
で
”
マ
ル
ク
ス

　
の
生
涯
”
　
〔
ヴ
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
。
リ

　
　
ー
ブ
ク
ネ
ヒ
ト
　
木
蘇
生
訳
〕

ギ
ル
ド
社
会
主
義
参
考
書

編
輯
室
と
校
正
室

　
第
十
号
（
大
正
八
年
十
二
月
一
日
）

フ
ヱ
ル
ヂ
ナ
ソ
ド
。
ヲ
サ
ー
ル
写
真

唯
心
的
経
済
史
観
の
認
識
論
的
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
賀
川
豊
彦
〕

普
通
選
挙
史
論
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

ラ
ッ
セ
ル
の
教
育
論
　
　
〔
森
　
恪
〕

福
田
博
士
の
講
演
を
聴
く

ユ
！
ト
ピ
ア
の
労
働
と
其
報
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
）

ラ
ツ
セ
ル
『
社
会
改
造
の
原
理
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

労
働
四
団
体

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
”
マ
ル
ク
ス

　
の
生
涯
四
纏
　
〔
ヴ
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
・

　
　
　
　
　
　
　
リ
ー
ブ
ク
ネ
ヒ
ト
〕

　
『
批
評
b
よ
り

福
田
博
士
と
河
上
博
士

　
第
十
一
号
（
大
正
九
年
一
月
一
日
）

ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
キ
ル
ヅ
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漕
翠
伏
生
）

普
通
選
挙
史
論
⇔
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

非
軍
国
主
義
論
　
　
　
〔
賀
川
豊
彦
〕

1
・
W
・
W
主
義
の
研
究
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

批
評
よ
り

ウ
エ
ツ
ブ
よ
り
コ
ー
ル
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

労
働
運
動
と
労
働
運
動
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
Z
　
生
〕

英
国
労
働
党
の
主
義

　
　
〔
シ
ド
昌
ー
・
エ
ソ
ド
・
ピ
ア
ト

　
　
リ
ス
。
ウ
エ
ツ
ブ
　
森
格
｝
訳
〕

『
大
戦
に
現
は
れ
た
日
本
陸
軍
首
脳

　
部
の
無
能
』

編
輯
室
と
校
正
室

新
著
批
評
・
・
生
田
長
江
『
資
本
論
』

　
　
・
山
川
．
均
『
社
会
主
義
者
の
祉

　
　
会
観
b
・
堀
江
帰
鱒
『
労
働
問

　
　
題
の
現
在
及
将
来
』
〔
K
　
生
〕

　
第
十
二
号
（
大
正
九
年
二
月
一
日
）

ギ
ル
ド
・
マ
γ
の
立
場
〔
室
伏
高
信
〕

米
国
の
産
業
会
議
　
　
　
〔
森
　
恪
〕

ギ
ル
ド
社
会
主
義
研
究
〔
室
伏
高
信
〕

河
上
博
士
曰
く

国
家
の
職
分
輔
ギ
ル
ト
マ
ン
の
解
説

　
“
　
　
〔
ア
書
サ
ー
。
ヂ
イ
・
ぺ

　
　
　
　
　
ソ
チ
イ
　
木
蘇
生
訳
〕

河
上
博
士
曰
く
（
二
）

　
　
　
　
　
　
〔
大
阪
毎
日
よ
り
〕

コ
ー
ル
の
社
会
主
義
”
ウ
エ
ツ
ブ
よ

　
り
コ
ー
ル
ヘ
（
二
》
甜

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

ギ
ル
ド
経
済
学

　
　
　
〔
エ
・
ア
ー
ル
・
オ
レ
ー
ヂ
〕

ギ
ル
ド
社
会
主
義
と
産
業
管
理

　
〔
ダ
ヴ
ル
ユ
ー
。
エ
ヌ
．
エ
ゥ
ェ
ァ
〕

ク
質
ポ
ト
キ
ソ
研
究

普
通
選
挙
史
論
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

編
輯
室
と
校
正
室

　
第
十
三
号
（
大
正
九
年
三
月
一
日
）

ギ
ル
ド
マ
γ
の
社
会
“
モ
オ
リ
ス
・

　
レ
キ
ツ
ト
の
解
説
髄

中
世
紀
主
義
へ
の
復
帰
〔
ア
ー
サ
ー

　
　
。
ジ
イ
・
ペ
ソ
チ
イ
　
K
。
K
〕

ギ
ル
ド
経
済
学
（
再
び
）
旺
生
産
と

　
消
費
と
の
関
係
”

　
　
　
〔
ヱ
。
ア
ー
ル
・
オ
レ
ー
ヂ
〕

小
泉
信
三
論
　
　
　
　
　
〔
哲
　
二
〕

ス
コ
ツ
ト
●
ニ
ア
リ
ン
グ
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
賀
川
豊
彦
〕

米
国
の
産
業
会
議
（
二
）
〔
森
　
恪
〕

編
輯
室
と
校
正
室

　
九
八
　
　
　
　
（
九
八
》

普
通
選
挙
史
論
（
四
）
〔
室
伏
高
信
〕

売
れ
た
書
物

中
世
都
市
の
ギ
ル
ド

　
　
〔
ピ
イ
タ
ア
・
ク
ロ
ポ
ト
キ
γ
〕

横
山
雄
偉
著
『
参
政
権
の
た
め
に
』

　
第
十
四
号
（
大
正
九
年
四
月
一
日
》

ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
創
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

労
働
組
合
主
義
の
理
想
”
ギ
ル
ド
・

　
マ
ソ
の
立
楊
か
ら
縫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

中
沢
臨
川
著
『
正
義
と
自
由
し

労
働
階
級
の
独
裁
政
治
“
カ
ー
ル
・

　
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
著
書
を
読
む
髄

　
　
　
　
ハ
マ
マ
ぜ

大
正
日
日
購
演
会
　
　
　
〔
室
　
伏
〕

芸
術
と
社
会
主
義
“
コ
ー
ル
の
観
た

　
る
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
麗

米
国
の
産
業
会
議
㊧
　
　
〔
森
　
恪
〕

編
輯
室
と
校
正
室

　
第
十
五
号
（
大
正
九
年
五
月
一
日
）

そ
リ
ス
の
芸
徳
的
社
会
主
義
H
ギ
ル

　
ド
社
会
主
義
の
創
生
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

メ
ー
デ
ー
駈
リ
イ
ブ
ク
ネ
ヒ
ト
の
思

　
出
〔
ギ
ル
ド
・
マ
ン
〕



剰
籍
博
士
田
中
葦
一
郎
〔
塞
△
生
〕

編
輯
室
と
校
正
富

ソ
レ
ル
と
マ
ル
ク
ス
”
サ
ン
デ
イ
カ

　
リ
ス
ト
の
見
た
る
マ
ル
ク
ス
主

　
義
”

1
・
W
・
W
主
義
の
研
究
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

河
上
肇
著
『
近
世
経
済
思
想
史
論
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
生
）

労
働
組
合
主
義
の
哲
学
肪
ゴ
ム
パ
ー

　
ス
の
立
揚
脆
　
　
　
　
〔
森
　
恪
〕

ウ
エ
ツ
ブ
夫
妻
著
　
山
川
均
荒
畑
勝

　
三
訳
『
労
働
組
合
運
動
史
』

中
世
ギ
ル
ド
と
労
働
制
度

　
　
〔
ピ
イ
タ
ア
・
ク
ロ
ポ
ト
キ
ソ
〕

堀
江
帰
榊
著
『
労
働
総
合
論
ら

　
第
十
六
号
（
大
正
九
年
六
月
一
日
）

モ
リ
ス
の
芸
術
的
祉
会
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

最
近
の
ベ
ル
ソ
シ
タ
イ
ソ

編
輯
室
と
校
正
室

レ
ニ
ン
の
国
家
論
八
ギ
ル
ド
・
マ
ン
〕

矛
国
新
組
合
主
義
の
成
立
四
1
・
W

　
　
・
W
主
義
の
研
究
⇔
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

秋
田
講
演
旅
行
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

　
　
　
　
　
『
批
評
』
総
日
次
と
解
説

レ
パ
ア
ハ
ル
ム
卿
コ
ハ
時
間
労
働
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
森
　
恪
〕

堺
利
彦
論
　
　
　
　
　
〔
尾
崎
士
郎
〕

ヂ
・
デ
・
エ
ツ
チ
・
コ
置
ル
と
の
会

　
見
〔
ギ
ル
ド
・
マ
ン
〕

ギ
ル
ド
・
マ
ソ
の
失
業
問
題
観

ウ
エ
ツ
ヴ
の
『
労
働
組
合
主
義
の
歴

　
史
b
の
新
版

　
第
十
七
号
（
大
正
九
年
七
月
一
日
》

民
主
制
乎
独
裁
制
乎
〔
カ
ー
ル
・
カ

　
　
ウ
ツ
キ
イ
　
高
木
友
三
郎
訳
〕

隷
属
か
貧
困
か
“
社
会
問
題
に
対
す

　
る
二
つ
の
観
方
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

六
時
間
労
働
論
（
ヒ
ハ
ー
ハ
ル
ム
）

　
⇔
　
　
　
　
　
　
　
〔
森
　
恪
〕

　
第
十
八
号
（
大
正
九
年
八
月
一
日
）

俸
給
生
活
者
労
働
組
合
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

小
泉
信
三
君
に
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

高
畠
素
之
訳
『
社
会
主
義
祉
会
学
』
・

　
中
幽
啓
訳
『
ク
・
ポ
ト
キ
ン
の
経

　
済
学
説
』

ゴ
ツ
ド
ヰ
ン
の
社
会
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
詠
野
哲
二
〕

吉
野
博
士
に
答
へ
て

六
時
間
労
働
論
つ
バ
ー
ハ
ル
ム
）

㊧
　
　
　
　
　
　
〔
森
恪
〕

煽
風
器

ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
ギ
ル
ド
同
盟
の
原
理

　
及
目
的
　
　
　
　
　
〔
室
伏
生
訳
）

コ
オ
ル
の
『
ソ
ー
シ
ヤ
ル
セ
オ
リ

　
ィ
』
を
読
む
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

川
島
清
治
郎
叩
貨
幣
廃
止
論
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
弔
野
生
〕

　
第
十
九
号
（
大
正
九
年
九
月
一
日
）

文
明
の
後
　
　
　
〔
カ
ア
ペ
ン
タ
ア
〕

大
山
郁
夫
君
の
民
衆
文
化
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

　
『
ギ
ル
ヅ
マ
ン
』
か
ら

　
『
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
』
か
ら

六
時
間
労
働
論
（
レ
パ
ア
ハ
ル
ム
）

　
四
　
　
　
　
　
　
　
〔
森
恪
）

ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
諸
著
書
を
一
瞥

　
し
て
　
　
　
　
　
〔
ギ
ル
ヅ
マ
ソ
〕

中
沢
臨
川
の
死
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
ギ
ル
ド
問
答

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
訳
〕

貧
困
か
隷
属
か
（
二
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

朝
日
新
聞
の
ロ
シ
ア
通
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
山
内
茂
男
〕

室
伏
高
信
著
『
ギ
ル
ド
社
会
主
義
』

　
正
誤
表

　
第
二
十
号
（
大
正
九
年
十
月
一

　
　
　
　
　
　
日
）

批
評
的
精
神
の
復
活

弓
訂
O
電
貯
O
o
葺
謬
磯

　
　
　
　
　
　
〔
（
…
婁
5
竃
〇
三
巴

レ
ー
一
一
ン
主
義
批
評
0
郡
ボ
ル
シ
エ

　
ピ
ヰ
ズ
ム
と
し
て
の
マ
ル
ク
シ
ズ

　
ム
”
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

六
時
間
労
働
論
（
レ
バ
ア
ハ
ル
ム
》

　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
〔
森
僑
〕

ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
ギ
ル
ド
問
答
（
二
自
元
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
生
〕

ギ
ル
ド
参
考
書
譲
る

日
本
の
ギ
ル
ド
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ギ
ル
ヅ
マ
ン
〕

木
曽
節
　
　
　
　
　
　
〔
翠
雲
〕

無
産
者
階
級
の
文
化
的
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
眼
に
映
じ
た
国
家

　
共
産
主
義
　
　
　
　
　
〔
K
　
生
〕

伊
太
利
の
赤
化

　
九
九
　
　
　
　
（
九
九
｝



　
　
　
　
『
批
評
』
総
目
次
と
解
説

　
第
廿
－
号
（
大
正
九
年
十
一
月
一

　
　
　
　
　
　
日
）

ゴ
ル
ギ
ー
か
ら
ウ
ヱ
ル
ス
ヘ

＞
写
8
国
導
、
の
妻
。
匿
げ
甘

　
　
　
　
　
〔
汐
5
躍
髭
弱
器
器
＝
〕

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
独
裁
政
治
“
レ
昌

　
ソ
主
義
批
評
の
二
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
室
伏
高
信
〕

ボ
ル
シ
エ
ヰ
ー
ズ
ム
発
達
の
経
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
尾
瀬
敬
止
〕

新
聞
職
工
再
び
ス
ト
ラ
イ
キ

国
際
労
働
標
準

　
　
　
〔
ヘ
ソ
ダ
ー
ソ
ン
　
森
恪
訳
〕

ソ
リ
ダ
リ
テ
e

　
　
　
　
〔
レ
オ
γ
・
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
〕

ギ
ル
ド
社
ム
云
主
義
〔
ヂ
・
’
ア
・
エ
ツ

　
　
　
チ
・
コ
ー
ル
　
甲
野
哲
二
訳
〕

民
主
主
義
と
直
接
行
動

　
　
〔
ベ
ル
ト
ラ
ソ
ド
・
ラ
ツ
セ
ル
〕

ラ
ツ
セ
ル
来
る

　
第
廿
二
号
（
大
正
九
年
十
二
月
一

　
　
　
　
　
　
日
）

読
者
諸
君
に
　
　
　
　
〔
室
伏
商
信
〕

モ
リ
ス
評
伝
　
　
　
　
〔
甲
野
哲
二
〕

ソ
リ
ダ
リ
テ
〔
レ
オ
ン
。
ブ
ル
ジ
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
ア
百
潅
5
郎
訳
）

ギ
ル
ド
社
会
主
義
⇔
〔
ヂ
・
デ
・
エ

　
ツ
チ
・
コ
ー
ル
　
甲
野
哲
二
訳
〕

国
際
労
働
標
準
　
　
　
〔
ヘ
ン
ダ
ー
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
森
恪
訳
〕

ギ
ル
ド
社
会
主
義
正
誤
⇔

社
会
主
義
文
学
i
労
働
文
学
に
対

　
す
る
抗
議
　
　
　
　
〔
尾
崎
士
郎
〕

追
記
　
初
校
後
、
室
伏
高
信
氏
に
教

　
え
を
う
け
た
と
こ
ろ
．
「
甲
野
哲

　
二
』
は
加
田
哲
二
氏
だ
と
い
う
。

一
〇
〇

（
一
〇
〇
》


