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一
、
序

　
わ
が
国
に
お
い
て
社
会
主
義
者
が
本
格
的
な
実
践
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年
十
一
月
の
平
民
社
創
立
以
後
で
あ
る
。
平
民
社
を

中
心
と
す
る
社
会
主
義
運
動
や
社
会
主
義
思
想
の
研
究
は
か
な
り
精
密
に
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
幸
徳
秋
水
、
木
下
尚
江
、
片
山
潜
と
い

つ
た
こ
の
時
期
の
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
の
個
人
研
究
も
活
発
で
あ
り
、
堺
利
彦
、
西
川
光
二
郎
、
安
部
磯
雄
と
い
つ
た
先
駆
者
に
つ
い
て
の
研
究

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
研
究
は
、
今
後
ま
す
ま
す
深
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ま
あ
げ
た
ト
ッ
プ
の
り
ー
ダ

ー
を
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
平
民
社
時
代
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
社
会
主
義
運
動
家
た
ち
は
、
い
か
な
る
動
機
に
よ
つ
て
社
会
主
義
者

に
な
つ
た
か
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
未
だ
研
究
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
つ
と
も
、
す
で
に
あ
げ
た
個
人
研
究
の
論

文
・
著
書
の
中
に
お
い
て
、
個
人
と
し
て
の
社
会
主
義
者
へ
の
道
は
探
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
個
人
的
な
歩
み
だ
け
で
そ
の
時
代
の
社
会
主
義

者
た
ち
の
コ
ー
ス
の
す
べ
て
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
個
人
も
し
く
は
数
人
の
、
社
会
主
義
者
へ
の
道
の
研
究
か
ら
い
ま
少
し
枠
を
ひ



ろ
げ
て
平
民
社
に
集
つ
た
グ
ル
ー
プ
が
．
い
か
な
る
動
機
で
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
か
を
探
つ
宅
み
た
い
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
平
民
社
の
発
行
し
て
い
た
機
関
紙
に
は
十
四
回
に
わ
た
つ
て
「
予
は
如
何
に
」
て
社
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」
と
い
う
記
事
が
の
つ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
安
部
磯
雄
、
幸
徳
秋
水
、
堺
利
彦
、
木
下
尚
江
か
ら
山
口
義
三
、
中
里
介
町
．
小
田
旗
造
、
内
山
愚
童
、
さ
ら
に
は
こ
の
欄
に
t
か
名

前
を
出
さ
な
か
つ
た
よ
う
な
全
く
無
名
の
社
会
主
義
者
ま
で
入
れ
れ
ば
八
十
二
名
が
執
筆
し
て
い
る
。
小
さ
い
欄
で
あ
る
か
ら
文
章
は
多
少
削
除

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
ま
ず
全
部
が
自
筆
で
あ
る
と
み
て
聞
違
い
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
か
ら
名
も
な
い
者

に
い
た
る
ま
で
の
多
様
な
社
会
主
義
者
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
は
好
都
合
で
あ
る
。
も
し
問
題
に
な
る
点
が
あ
る
と
す

る
と
、
八
十
二
名
と
い
う
人
数
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
あ
ま
り
に
も
少
な
い
と
考
え
る
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
も
、
明
治
三
十
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
誕
生
し
た
目
本
社
会
党
の
登
録
党
員
が
二
百
名
に
満
た
な
か
σ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
な
ら
ば
八
十
二
名
は
必
ず
し
も
少
な
い
と
は
い
え
な

い
。
な
に
が
彼
等
を
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
か
を
知
る
に
こ
れ
に
ま
さ
る
資
料
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
第
一
資
料
と
し
．
さ
ら
に
そ
の
外

の
資
料
を
補
助
的
に
使
用
し
て
．
明
治
初
期
社
会
主
義
者
の
、
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
理
由
を
分
析
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
（
1
）
　
平
民
社
の
機
関
紙
週
刊
『
平
民
新
聞
』
に
は
第
三
号
か
ら
四
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
、
十
二
、
十
三
、
十
五
、
十
九
、
十
二
、
十
三
号
に
「
予
は
如
何
に
し
て
社

　
　
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」
と
題
し
て
七
十
八
名
が
執
筆
し
た
。
七
十
八
名
は
全
部
男
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
平
民
新
聞
』
の
後
継
紙
週
刊
新
聞
『
直
言
』
第
二
巻
第
十

　
　
二
号
（
婦
人
号
）
に
は
四
人
の
女
性
が
「
如
何
に
し
て
社
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」
と
い
5
題
で
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
両
方
を
あ
わ
せ
て
八
十
二
名
が
本
研
究
の
対
象

　
　
人
数
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
日
本
社
会
党
に
正
式
に
入
党
届
を
出
し
た
者
は
、
入
党
後
脱
党
除
名
さ
れ
た
も
の
を
含
め
て
二
百
名
に
達
し
な
か
つ
た
こ
と
は
拙
稿
「
日
本
社
会
党
の
組
織
と
運
動
」

　
　
（
拙
著
『
明
治
社
会
主
義
研
究
』
〈
世
界
書
院
　
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
V
の
第
七
章
に
所
収
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
社
会
主
義
者
に
な
つ
九
動
機
の
分
類

　
「
予
は
姻
何
に
し
て
社
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」
及
び
「
如
何
に
し
て
社
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」
（
今
後
こ
の
両
方
を
あ
わ
せ
て
「
社
会
主
義
者
と

な
り
し
乎
」
と
い
弘
一
つ
の
名
称
に
統
一
す
る
V
は
、
社
会
主
義
者
た
ち
が
、
何
が
自
分
を
し
て
社
会
主
義
者
に
さ
せ
る
動
機
と
な
つ
た
か
を
か
な
り

　
　
　
明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
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（
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一
）



　
　
　
明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
（
一
〇
ニ
ニ
Y

卒
直
に
示
し
た
も
の
で
あ
ゐ
儀
そ
し
て
こ
の
内
容
は
、
今
日
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
る
社
会
調
査
の
場
合
で
い
う
と
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
近
い

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
に
は
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
さ
れ
る
理
由
が
一
つ
だ
け
書
か
れ
て
い
る
の
は
稀
で
あ
つ
て
二
つ
以
上
書
か

れ
て
い
る
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
中
に
は
三
つ
も
四
つ
も
．
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
原
因
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
．
そ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

原
因
が
必
ず
し
も
明
瞭
に
区
分
け
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

　
例
え
ば
「
先
年
現
兵
役
に
徴
集
せ
ら
れ
、
別
社
会
の
こ
と
と
て
万
事
異
様
の
感
慨
に
打
た
れ
た
る
折
柄
、
或
筋
多
ぎ
者
が
新
兵
に
向
つ
て
最
も

残
酷
な
る
一
語
を
吐
け
り
、
日
く
『
汝
等
如
き
も
の
は
死
ん
で
も
構
わ
な
い
、
伝
票
を
切
れ
ば
何
程
も
替
り
が
来
る
』
此
一
語
は
予
の
脳
髄
に
深
刻

せ
ら
れ
て
深
く
軍
隊
の
害
悪
を
感
ぜ
し
め
た
り
、
其
後
従
二
位
子
爵
交
野
時
萬
な
る
者
の
企
て
た
る
大
和
歌
集
の
為
に
事
務
員
と
な
り
、
華
族
な

る
階
級
が
社
会
に
害
毒
を
流
す
事
を
悟
れ
り
、
斯
く
の
如
き
境
遇
を
経
来
る
間
に
『
新
社
会
』
『
社
会
主
義
神
髄
』
等
を
読
み
て
一
道
の
光
明
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

認
め
、
猶
田
中
正
造
翁
の
行
動
に
感
激
す
る
所
あ
り
、
終
に
社
会
主
義
の
一
卒
た
ら
ん
と
決
心
し
た
り
』
と
い
う
半
田
一
郎
の
文
は
、
社
会
主
義

者
と
な
つ
た
原
因
を
探
る
の
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
原
因
と
し
て
、
そ
の
第
一
は
反
軍
感
情
、
第
二
は
反
華
族
感
情
、
第

三
に
は
読
書
、
さ
ら
に
第
四
に
は
田
中
正
造
の
行
動
（
本
稿
で
は
「
鉱
毒
問
題
」
の
項
目
に
含
む
）
の
四
原
因
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
余
は
現
時
或
商
家
に
雇
れ
て
其
の
日
を
送
れ
る
も
の
な
る
が
コ
レ
ま
で
種
々
な
る
業
務
に
服
せ
し
も
何
時
も
尻
の
据
ら
ず
し
て
長
き
も
二
年

短
き
は
数
月
に
し
て
辞
す
る
が
例
な
り
し
…
…
斯
く
転
々
す
る
間
に
余
は
幾
度
人
の
門
に
伺
候
し
て
お
頼
み
申
す
お
願
申
す
の
言
を
吐
き
し
よ
幾

度
平
身
低
頭
せ
し
よ
…
…
如
何
に
不
平
煩
悶
せ
し
よ
余
の
当
時
の
経
験
は
余
を
し
て
貧
者
に
同
情
を
寄
す
る
に
至
ら
し
め
以
来
日
常
見
る
所
の
新

聞
紙
も
成
る
可
く
平
民
的
の
も
の
を
取
り
…
…
貧
者
に
対
す
惹
陶
情
を
愈
々
高
め
遂
に
『
帝
国
主
義
』
『
社
会
主
義
神
髄
』
等
を
読
み
て
社
会
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

義
者
た
ら
ん
と
決
心
す
る
に
至
り
た
り
」
と
い
う
こ
読
者
」
の
文
で
は
、
何
が
社
会
主
義
者
た
ら
し
め
た
原
魯
と
さ
れ
て
い
る
だ
る
う
か
。
貧

者
へ
の
同
情
と
読
書
の
二
つ
は
、
間
違
い
な
く
社
会
主
義
者
た
ら
し
め
た
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
↓
つ
「
不
平
」
は
原
因
と
し
て
挙
げ
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
不
平
と
い
う
点
を
考
え
る
と
そ
れ
の
よ
つ
て
き
た
る
原
因
は
職
業
を
転
々
と
し
て
人
の
門
に
立
っ
毎
に
平
身
低
頭
し
な



く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
「
不
平
」
と
「
職
業
の
転
々
」
と
を
連
想
し
て
、
と
も
す
れ
ば
「
貧
乏
」
が
彼
を

し
て
社
会
主
義
者
た
ら
し
め
た
い
ま
一
つ
の
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
真
実
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
こ
の
文
か
ら
だ
と

彼
が
貧
乏
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

人
に
雇
わ
れ
る
の
は
貧
者
だ
け
で
は
な
く
富
裕
な
る
子
弟
に
も
絶
無
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ

る
ゆ
こ
の
よ
う
に
し
て
文
章
か
ら
は
つ
き
り
わ
か
る
ど
こ
ろ
は
、
不
平
、
貧
者
へ
の
同
情
と
読
書
の
三
つ
が
社
会
主
義
者
た
ら
し
め
た
原
因
と
し

て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
挙
げ
る
分
類
は
こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
八
十
二
名
の
社
会
主
義
者
は
、
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
原
因
と
し
て
総
計
一
五
二
の
事
由
を
挙
げ
て
い
る
。
晶
人
で
ほ
ぽ
二
事
由
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
、
総
計
一
五
二
の
事
由
を
分
類
し
整
理
し
た
の
が
第
一
表
で
あ
る
。
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
頻
度
の
多
い
順
に
上
か
ら
下
へ
並
べ
．
そ

の
頻
度
数
を
記
し
た
。

　
す
で
に
見
て
ぎ
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
原
因
は
複
雑
で
あ
つ
て
．
た
だ
一
つ
の
原
因
だ
け
と
い
う
も
の
は
少
な
い
。
し
か
し
本
当

第一表　社会主義者にさせた原因

原　　　　　　因 頻　度

1 読書（含雑誌・新聞） 49

2
社会主義の講演・’

　　　演説・講義
21

3 貧者弱者への同情 17

4 社会の不合理への反抗 15

5 貧　　　乏 lO．

6 キリスト教 8

7 反戦・反軍 6

8 鉱毒間題 5

9 家⑳没落 4
ユ0 卑申民権 3
11 仏　　　教 2
12 儒　　　教 2
13 そ　の　他 10

合　　　　　　計 152

明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成

の
複
雑
さ
と
い
う
の
は
、
数
個
の
原
因
が
か
ら
み
あ
つ
て
い
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
別
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
．

「
余
は
七
八
年
前
思
想
の
煩
悶
を
起
し
た
こ
と
が
あ
る
、
其
時
新
聞
雑

誌
を
彼
れ
や
是
れ
や
と
或
る
制
裁
の
裡
に
濫
読
し
て
居
る
中
フ
ト
社
会

間
題
と
云
う
も
の
に
接
着
し
た
、
当
時
は
未
だ
社
会
学
と
社
会
主
義
と

の
区
別
を
知
ら
な
か
つ
た
が
趣
味
を
感
じ
て
注
意
の
度
を
加
う
る
に
随

い
遂
に
社
会
主
義
は
一
方
に
は
個
人
の
思
想
に
満
足
を
与
う
る
に
於
て

宗
教
道
徳
以
上
の
力
が
あ
り
一
方
に
は
小
作
問
題
、
都
市
問
題
、
其
他
政

治
上
の
諸
問
題
に
大
な
る
必
要
が
あ
る
と
信
ず
る
に
至
た
が
．
今
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
（
一
〇
二
三
）



　
　
　
明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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（
3
）

余
は
非
常
な
る
苦
痛
の
下
に
他
日
の
伸
張
を
期
し
て
大
に
忍
び
つ
エ
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
自
白
し
て
置
き
ま
す
」
と
鷲
尾
生
は
い
う
。
こ
の
場

合
、
彼
が
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
原
因
と
い
え
ば
た
だ
一
つ
「
読
書
」
（
新
聞
．
雑
誌
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
読
書
で
「
フ
ト
社

会
問
題
と
云
う
も
の
に
接
着
」
し
た
と
い
う
溝
、
彼
の
心
中
に
そ
れ
を
摸
索
し
、
そ
れ
に
関
心
を
持
つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
な
か
つ
た
だ
ろ
う

か
。
そ
う
い
う
経
験
乃
至
態
度
も
し
く
は
関
心
が
な
く
し
て
．
偶
然
に
逢
着
し
た
も
の
に
突
如
と
し
て
深
い
関
心
、
係
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。
人
は
反
応
に
先
立
つ
て
．
反
応
し
う
る
だ
け
の
準
備
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
鷲
尾
は

実
は
読
書
に
よ
る
感
化
の
前
に
な
ん
ら
か
の
経
験
・
意
識
・
関
心
の
蓄
積
が
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
鷲
尾
は
そ
れ
を
「
思
想
の
煩
悶
」
と
い
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

い
る
が
、
こ
れ
は
抽
象
的
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
如
何
な
る
思
想
で
あ
り
、
現
実
の
如
何
な
る
も
の
と
か
か
わ
り
を
も
つ
思
想
で
あ
る
か
は
不
明
で

あ
る
。
鷲
尾
は
読
書
だ
け
を
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
原
因
と
し
て
い
る
が
、
人
間
の
態
度
・
意
志
決
定
に
は
い
ま
み
て
き
た
よ
う
に
、
本
人
の

証
言
以
外
の
も
の
も
重
要
な
関
連
性
を
も
つ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
時
に
は
証
言
さ
れ
た
動
機
・
原
因
よ
り
、
動
機
・
原
因
に
先
立
つ
て
蓄
積

さ
れ
た
経
験
・
意
識
・
関
心
の
方
が
重
要
な
場
合
も
あ
り
う
る
、
．
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
態
度
・
意
志
決
定
の
要
素
の
複
雑
性
を
十
分
に
承
知
し

な
が
ら
、
、
限
ら
れ
た
短
文
の
中
で
、
自
分
を
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
と
意
識
し
て
証
言
し
て
い
る
も
の
だ
け
を
拾
い
あ
げ
て
分

類
整
理
す
る
と
、
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
社
会
主
義
と
い
え
ば
誰
で
も
連
想
す
る
の
は
「
貧
困
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
第
一
表
に
よ
る
と
自
分
が
貧
乏
で
あ
る
こ
と
が
原

因
で
、
そ
れ
が
自
分
を
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
と
い
う
の
は
全
頻
度
の
一
割
以
下
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
等
以
外
の
者
は
貧
乏
で
は
な
か
つ

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
が
、
自
分
の
貧
困
が
社
会
主
義
者
た
ら
し
め
た
原
因
だ
と
意
識
し
て
い
る
者
が
き
わ
め
て
少
い
ヒ
と
を
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
。
家
の
没
落
と
は
例
え
ば
　
「
余
の
僅
々
十
年
間
に
自
作
農
の
位
置
よ
り
小
作
人
に
貧
落
す
る
に
至
り
た
る
事
情
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
「
貧
困
」
に
含
め
て
も
、
な
お
全
体
の
頻
度
の
一
割
に
達
し
な
い
．

自
分
が
貧
し
い
と
意
識
す
る
こ
と
よ
り
も
、
「
貧
者
弱
老
へ
の
同
情
」
の
方
が
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
原
因
と
し
て
は
多
い
と
い
う
こ
と
に
注



目
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
も
、
自
分
も
貧
乏
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
の
貧
し
さ
よ
り
も
他
人
の
貧
し
さ
の
方
が
強

く
作
用
し
て
社
会
主
義
者
に
さ
せ
る
原
因
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
は
、
貧
困
を
生
む
社
会
を
改
革
す
る
思
想
で
あ
り
、
理
論
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
実
践
運
動
と
し
て
開
始
さ
れ
た
頃
の
社
会
主
義
者
は
必
ず
し
も
貧
者
で
は
な
い
。
安
部
磯
雄
、
幸
徳
秋
水
、
堺
利
彦
、
西
川
光

二
郎
、
木
下
尚
江
、
片
山
潜
と
い
つ
た
人
々
を
考
え
て
み
て
も
、
か
つ
て
は
彼
等
の
中
に
は
貧
し
い
者
も
い
た
に
せ
よ
、
彼
等
が
運
動
を
起
し
た

頃
は
大
学
教
授
で
あ
り
、
一
流
新
聞
記
者
で
あ
り
、
悪
く
と
も
一
日
の
生
計
に
窮
す
る
と
い
う
状
態
の
者
は
い
な
か
つ
た
。
あ
る
生
計
に
困
ら

な
い
社
会
主
義
者
の
次
の
証
言
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
私
は
比
較
的
に
金
の
あ
る
円
満
な
家
庭
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
貧
者
に
対
す
る
同
情
と
諸
種
の
社
会
主
義
書
も
読
ん
だ
こ
と
か
ら
社
会
主
義
を
信
ず
る
に
至

　
つ
た
…
…
或
時
父
に
社
会
主
義
の
話
を
為
し
、
其
の
時
父
に
『
お
前
は
社
会
党
に
な
つ
た
の
か
、
ソ
ン
ナ
も
の
に
な
る
と
警
察
へ
呼
び
出
さ
れ
る
ぞ
』
と
云
わ

　
れ
、
一
時
ビ
ク
と
し
て
実
は
後
悔
し
ま
し
た
、
グ
レ
ど
も
一
旦
信
じ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
又
々
社
会
主
義
が
慕
わ
し
く
な
り
、
今
で
は
注
意
を
し
な
が
ら
私
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
来
る
範
囲
で
斯
主
義
の
為
に
尽
そ
う
と
云
う
考
え
で
居
り
ま
す
」

　
富
裕
な
階
級
に
所
属
す
る
者
で
も
、
警
察
の
監
視
や
家
人
の
反
対
に
屈
し
な
い
で
貧
者
に
同
情
し
、
社
会
主
義
を
信
奉
す
る
者
が
こ
の
よ
う
に

存
在
し
た
こ
と
を
注
意
し
た
い
。
富
裕
な
階
級
に
属
す
る
者
の
社
会
主
義
へ
の
理
解
と
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
こ
れ
な
く
し
て
は
平
民
社
の
創
立
は

な
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
平
民
社
を
創
立
す
る
に
あ
た
つ
て
幸
徳
と
堺
に
ょ
つ
て
準
備
さ
れ
た
資
金
は
千
七
百
八
十
二
円
九
十
二
銭
で
あ
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
、
そ
の
う
ち
実
に
千
七
百
五
十
円
が
小
島
龍
太
郎
と
加
藤
時
次
郎
に
よ
つ
て
出
資
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
平
民
社
は
創
立
後
四
ヵ
月
に
し
て
給

料
を
一
銭
も
支
払
わ
ぬ
共
産
社
会
を
や
む
な
く
採
用
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ほ
ど
経
済
的
に
急
迫
し
て
い
た
．
さ
ら
に
平
民
社
は
そ
の
年
（
明
治
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

＋
七
年
）
の
末
に
は
二
つ
の
裁
判
事
件
に
対
す
る
罰
金
及
び
損
害
賠
償
と
し
て
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
金
が
な
か
つ
た
。
も
し
そ
れ
を
支
払
う
こ
と

が
で
き
な
い
と
平
民
社
は
解
散
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
七
百
円
の
寄
附
を
し
た
岩
崎
革
也
が
い
な
か
つ
た
な
ら

ぽ
、
平
民
社
ま
る
二
年
の
生
命
は
少
く
と
も
十
ヵ
丹
は
さ
ら
に
縮
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
運
動
の
担
い
手
と
し

て
も
、
ぎ
た
運
動
の
協
力
者
と
し
て
も
、
富
裕
者
が
社
会
主
義
の
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
運
動

　
　
　
規
治
社
会
主
義
意
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の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二
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〇
二
五
ウ



　
　
　
魔
治
社
会
主
義
意
識
⑳
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
（
一
〇
二
六
）

は
誰
よ
り
も
経
済
的
・
社
会
的
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
階
級
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
運
動
に
生
命
が
吹
き
込
ま
れ
る
が
、
そ

の
運
動
の
初
期
に
は
富
裕
な
知
識
階
級
の
貢
献
も
無
視
で
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
だ
け
に
言
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
　
・
シ
ア
革
命
運
動

め
歴
史
を
見
て
も
、
或
い
は
ま
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
運
動
の
歴
史
を
見
て
も
．
そ
の
初
期
に
お
い
て
富
裕
な
知
識
階
級
の
残
し
た
大
き
な
足
跡

を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
次
に
「
反
戦
・
反
軍
」
感
情
か
ら
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
い
う
頻
度
は
六
と
い
う
数
字
し
か
な
い
こ
と
を
意
外
に
思
う
者
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
平
民
社
は
な
に
ょ
り
も
日
露
の
風
雲
急
を
つ
げ
る
時
、
平
和
主
義
を
唱
道
し
、
戦
争
を
禁
絶
せ
ん
が
た
め
に
創
立
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ

れ
だ
け
が
唯
一
の
目
的
で
は
な
か
つ
た
が
、
社
会
主
義
と
平
和
主
義
（
非
戦
主
義
）
は
平
民
社
の
精
神
的
な
二
大
支
柱
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
社

会
主
義
者
は
戦
争
に
反
対
を
し
た
が
、
反
戦
・
反
軍
感
情
か
ら
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
言
う
者
は
僅
少
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
平
民
社
の
影
響

下
に
あ
つ
た
人
々
は
、
た
し
か
に
戦
争
反
対
の
運
動
を
な
に
よ
り
も
熱
心
に
展
開
し
た
が
、
彼
等
は
直
接
に
は
ほ
と
ん
ど
戦
争
に
よ
る
被
害
は
受

け
て
い
な
い
し
、
ま
た
戦
争
の
悲
惨
さ
に
つ
い
て
問
接
飼
に
で
庵
知
覚
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
の
で
も
な
い
。
も
つ
と
も
、

本
稿
で
と
り
あ
げ
て
い
る
「
社
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」
に
登
場
す
る
人
々
は
比
較
的
平
民
社
初
期
の
人
々
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
彼
等
が
社
会

主
義
者
に
な
つ
た
の
は
、
戦
争
以
前
か
、
或
い
は
戦
争
の
前
半
に
お
い
て
で
あ
つ
た
と
い
う
条
件
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
を
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
そ
の
よ
う
な
考
慮
を
し
て
も
、
平
民
社
を
支
え
た
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
戦
争
と
軍
隊
へ
の
憎
悪
か
ら
社
会
主
義
者
と
な
つ
た
と
い
う
者
は

多
く
な
か
つ
た
と
い
う
事
実
は
か
わ
ら
な
い
。

　
本
節
で
は
ま
ず
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
原
因
を
分
類
し
、
貧
乏
は
社
会
主
義
者
に
さ
せ
る
か
な
り
有
力
な
要
素
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
貧

者
・
弱
者
へ
の
同
情
が
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
つ
い
で
、
反
戦
・
反
軍
感
情
は
社
会
主
義
者
に
さ
せ
る
原
因
と
し
て

は
決
定
的
と
は
い
え
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
の
で
あ
る
。
L

　
（
1
）
　
週
刊
平
民
新
聞
　
第
八
号
　
明
治
三
十
七
年
↓
月
三
日



（
2
）
　
週
刊
平
民
新
聞
　
第
十
号
　
明
治
三
十
七
年
一
月
十
七
日
　
点
線
も
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
編
集
部
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
箇
所
を
さ
す
も
の
で
あ

　
　
ろ
う
。

（
3
）
　
週
刊
平
民
新
聞
　
第
十
五
号
　
明
治
三
十
七
年
二
月
二
十
一
目

（
4
）
　
週
刊
平
民
新
聞
　
第
九
号
　
明
治
三
十
七
年
一
月
十
目
　
伊
東
嘲
風
の
文
。

（
5
）
　
週
刊
平
民
新
聞
　
第
四
十
五
号
　
明
治
三
十
七
年
九
月
十
八
日
　
米
田
涙
月
の
文
。

（
6
）
　
「
発
行
事
情
」
（
週
刊
平
民
新
聞
　
第
一
号
　
明
治
三
十
六
年
十
一
月
十
五
日
）
、
「
平
民
社
籠
城
の
記
」
（
週
刊
平
民
新
聞
　
第
十
七
号
　
明
治
三
十
七
年
三
月
六
日
）

　及び「

日
本
社
会
主
義
運
動
史
話
」
（
『
堺
利
彦
全
集
』
第
六
巻
　
中
央
公
論
社
　
昭
和
八
年
十
月
　
一
二
六
頁
）
に
よ
り
こ
の
金
額
を
知
り
う
る
．
な
お
拙
稿
「
平
民
社

　
と
そ
の
財
政
事
情
」
（
前
掲
拙
著
『
明
治
社
会
主
義
研
究
』
の
第
五
章
に
所
収
）
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。

（
7
）
　
右
掲
「
平
民
社
と
そ
の
財
政
事
情
」

三
、
キ
リ
ス
ト
教
と
自
由
民
権
思
想

　
明
治
三
十
四
年
五
月
、
社
会
民
主
党
が
結
党
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
創
立
者
六
人
中
五
人
ま
で
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
残
り
の
一
人
が

自
由
民
権
運
動
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
と
自
由
民
権
運
動
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

合
流
し
て
形
成
さ
れ
た
と
説
く
者
も
い
る
。
社
会
民
主
党
よ
り
前
に
、
明
治
三
十
一
年
十
月
に
社
会
主
義
研
究
会
が
生
ま
れ
た
が
、
こ
れ
は
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ス
ト
教
徒
が
中
心
で
あ
つ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
社
会
主
義
思
想
の
啓
蒙
期
に
は
間
違
い
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
圧
倒
的

で
あ
り
、
自
由
民
権
運
動
の
影
響
も
か
な
り
あ
つ
た
。
社
会
主
義
運
動
の
実
践
に
入
つ
た
頃
、
キ
リ
ス
ト
教
と
自
由
民
権
思
想
は
ど
の
程
度
、
社

会
主
義
へ
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
に
な
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
見
る
と
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
こ
の
時
点
で
も
な
お
無
視
し
え
な
い
力

を
持
つ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
安
部
磯
雄
、
木
下
尚
江
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
社
会
主
義
へ
入
つ
て
い
つ
た
典
型
で
あ
り
、
殊
に
木
下
は
自
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

社
会
主
義
を
「
基
督
教
的
共
産
主
義
」
ま
た
は
「
共
産
主
義
的
基
督
教
」
と
い
つ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
の
関
係
を
簡
明
に

表
現
L
て
い
る
無
名
党
員
の
証
言
を
二
つ
ほ
ど
引
用
し
て
み
ょ
う
。

　
　
　
町
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
、
（
一
〇
二
七
）



　
　
　
聡
治
種
会
主
義
意
識
の
瀞
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
（
一
〇
二
八
）

　
「
私
は
基
督
教
徒
で
す
が
或
時
社
会
主
義
の
演
説
を
聞
き
ま
し
て
斯
主
義
は
則
ち
基
督
の
平
等
博
愛
を
実
行
せ
ん
と
す
る
も
の
な
る
を
知
り
遂
に
社
会
主
義
の
信

　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
者
と
な
り
ま
し
た
」

　
「
余
は
木
下
尚
江
氏
と
同
じ
意
味
に
於
て
の
社
会
主
義
者
で
あ
る
、
曰
く
霊
的
方
面
の
発
展
は
宗
教
（
基
督
教
）
を
措
て
他
に
道
な
く
、
肉
的
方
面
（
即
ち
生
活
状

　
態
）
の
改
善
は
社
会
主
義
の
実
践
に
待
つ
外
は
な
い
と
云
う
の
が
余
の
考
え
で
あ
る
．
要
す
る
に
基
督
教
は
夫
に
し
て
社
会
主
義
は
婦
な
れ
ば
二
者
合
体
し
て
愛

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
に
始
め
て
理
想
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
思
う
」

　
い
ま
挙
げ
た
二
つ
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
の
結
び
つ
き
に
二
つ
の
結
合
の
仕
方
が
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
と
が
対
等
で
あ
り
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
い
ま
挙
げ
た
例
の
中
の
前
者
淋
そ
れ
で
あ
る
。
こ

の
考
え
方
は
村
井
知
至
の
『
社
会
主
義
』
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
「
初
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
い
た
つ
て
は
大
い
に
社
会
主
義
と
相
似
た
る
も
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

り
し
な
り
、
い
な
た
だ
に
相
似
た
る
の
み
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
ま
つ
た
く
そ
の
精
神
思
想
を
等
し
く
ほ
と
ん
ど
同
名
異
体
の
観
あ
り
き
」
と
し
て

い
た
も
の
と
同
一
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
な
お
参
考
ま
で
に
挙
げ
る
と
初
代
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
は
精
神
思
想
を
等
し
く
す
る
と
し
て

村
井
が
挙
げ
て
い
る
共
通
点
は
左
の
七
項
目
で
あ
つ
た
。

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

第第第第第第第
七六五四三二一、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、

右
七
項
目
の
共
通
点
の
中
、

理
想
と
目
的
と
が
同
一
で
あ
る

と
も
に
伝
道
に
熱
心
で
あ
る
。

ひ
と
し
く
社
会
の
迫
害
に
あ
つ
て
い
る
。

と
も
に
伝
播
が
速
い
。

そ
の
思
想
に
お
い
て
と
も
に
世
界
的
で
あ
る
。

ひ
と
し
く
貧
民
に
対
し
て
同
情
を
注
ぐ
。

と
も
に
人
類
同
胞
主
義
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
、
第
三
、
第
四
は
挙
げ
る
必
要
が
あ
つ
た
か
ど
ヶ
か
疑
わ
れ
る
が
、

第
五
、
第
六
、
第
七
は
納
得
で
き
よ
う
。



も
つ
と
も
第
七
に
ウ
い
て
は
疑
問
を
持
つ
者
も
あ
る
だ
ろ
う
が
．
や
は
り
一
番
問
題
な
の
は
第
一
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
疑
問

を
抱
く
点
も
あ
る
が
、
村
井
は
と
に
か
く
初
期
キ
リ
ス
ト
教
ど
社
会
主
義
は
伺
じ
だ
と
し
た
。
そ
し
て
明
治
初
期
社
会
主
義
者
の
中
に
は
村
井
と

同
じ
考
え
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
社
会
主
義
に
ご
く
自
然
に
移
行
し
て
い
つ
た
者
も
い
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
の
い
ま
一
つ
の
結
合
の
仕
方
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
文
の
後
者
の
よ
う
に
精
神
的
救
済
と
経
済
的
救
済
を
わ
け
て
、

精
神
的
救
済
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
、
経
済
的
救
済
は
社
会
主
義
に
よ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
両
方
面
の
救
済
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
も
の
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
救
済
す
る
も
の
も
別
の
も
の
で
あ
る
。
安
部
磯
雄
は
、
人
間
に
は
精
神
生
活
が
目
的
で
あ
つ
て
、
物
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

生
活
は
そ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
い
い
、
社
会
主
義
は
あ
く
ま
で
精
神
生
活
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
た
が
こ
の
考
え
方
は
先
に
引
用
し
た
後
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
図
式
に
示
す
と
左
の
通
り
に
な
ろ
う
。

　
e
　
精
神
的
闘
題
（
“
目
的
）
を
解
決
す
る
も
の
ー
キ
リ
ス
ト
教

　
⇔
　
物
質
的
間
題
↑
手
段
）
を
解
決
す
る
も
の

　
　
　
＼
社
会
主
義
”
根
本
的
解
決

　
　
　
／
社
会
事
業
”
応
急
的
解
決

　
こ
の
e
と
⇔
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
人
道
主
義
と
い
う
紐
帯
に
よ
つ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
そ
の
結
合
の
仕
方
は
二
通
り
あ
つ
て
も
、
な
お
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
の
関
係
は
濃
厚
で
あ
つ
た
が
、
自
由
民
権
と
社
会
主
義
と
の
結
び
つ

き
を
挙
げ
た
者
は
僅
少
で
あ
る
。
堺
利
彦
、
竹
内
余
所
次
郎
、
中
里
介
山
の
三
人
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
片
山
潜
、
幸
徳
秋
水
、
木
下
尚
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

も
自
由
民
権
思
想
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
知
つ
て
い
る
が
、
「
社
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」
に
は
そ
の
こ
と
が
明
瞭
な
文
字
で
書

か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
自
由
民
権
と
明
治
初
期
社
会
主
義
と
の
か
か
わ
り
あ
い
が
浅
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
二
十
年
前

に
旺
盛
を
き
わ
め
た
思
想
と
運
動
は
、
明
治
十
年
代
で
は
斬
新
な
も
の
で
あ
り
、
刺
激
的
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
明
治
三
十
年
代
で
は
そ
の
思
想

　
　
　
選
治
為
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
一
一
〇
二
九
）



　
　
　
明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
（
一
〇
三
〇
）

の
価
値
が
薄
れ
る
の
で
は
な
く
て
既
得
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
四
も
ち
ろ
ん
自
由
民
権
運
動
は
未
完
の
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
未
完
な
も

の
で
は
あ
つ
て
も
、
人
々
の
思
想
と
精
神
に
は
な
ん
ら
か
の
跡
を
残
し
、
残
す
以
上
、
既
得
の
も
の
、
体
得
さ
れ
た
も
の
と
な
つ
て
い
く
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
自
由
民
権
思
想
の
上
に
社
会
主
義
思
想
が
接
木
さ
れ
て
い
て
も
、
人
は
台
木
と
な
つ
た
自
由
民
権
思
想
を
自

覚
で
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
自
由
民
権
に
比
較
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
社
会
的
に
問
題
化
さ
れ
た
の
は
十
年
後
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
社
会
主
義
の
実

践
期
に
近
い
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
の
結
び
つ
き
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
強
い
の
で
あ
る
。
鉱
毒
問
題
は
自
由
民
権
、
キ
リ
ス
ト
教

問
題
よ
り
社
会
的
な
事
件
と
し
て
は
波
紋
は
小
さ
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
と
思
う
が
、
社
会
主
義
啓
蒙
期
か
ら
実
践
期
に
か
け
て
、
社
会
主
義
の

登
場
と
重
な
り
合
つ
て
い
る
が
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
す
る
者
が
五
と
い
う
頻
度
を
示
す
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
（
頻
度

八
）
よ
り
少
な
い
が
、
自
由
民
権
（
頻
度
三
）
よ
り
は
多
い
。

　
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
主
義
と
の
結
び
つ
き
を
み
た
つ
い
で
に
、
仏
教
と
社
会
主
義
と
の
結
び
つ
ぎ
に
つ
い
て
も
み
て
置
き
た
い
。
内
山
愚
童
は
、

「
余
は
仏
教
の
伝
導
者
に
し
て
曰
く
一
切
衆
生
悉
有
仏
日
く
此
法
平
等
無
高
下
日
く
一
切
衆
生
的
是
吾
子
こ
れ
余
が
信
仰
の
立
脚
地
と
す
る
金
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

な
る
が
余
は
社
会
主
義
の
言
う
所
の
右
の
金
言
と
全
然
一
致
す
る
を
発
見
し
て
遂
に
社
会
主
義
の
信
者
と
な
ヶ
し
も
の
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
は

仏
教
と
社
会
主
義
は
同
じ
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
い
ま
一
人
仏
教
か
ら
社
会
主
義
信
奉
者
と
な
つ
た
幸
内
久
太
郎
も
内
山
の
考
え
に
近
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
〉

た
だ
幸
内
は
「
余
は
信
ず
若
し
当
世
に
在
ら
ば
釈
迦
も
孔
子
も
亦
基
督
も
社
会
主
義
の
伝
導
者
た
る
べ
き
事
を
」
と
い
つ
て
い
る
と
こ
ろ
が
内
山

と
違
う
。
仏
教
信
仰
が
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
原
因
と
す
る
者
が
二
人
で
あ
つ
た
が
、
仏
教
に
愛
想
を
つ
か
し
た
こ
と
が
、
社
会
主
義
に
触
れ
て

激
し
く
こ
れ
に
誘
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
と
い
う
者
も
二
人
い
る
。
第
一
表
の
仏
教
が
原
因
で
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
い
う
枠
に
は
こ
の

仏
教
失
望
者
は
入
れ
て
な
い
。
い
ま
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
私
は
初
め
仏
教
の
信
者
で
あ
り
ま
し
た
が
、
僧
侶
が
貧
乏
人
の
虐
待
さ
れ
居
る
人
々
等
に
向
つ
て
『
何
事
も
前
世
の
因
縁
だ
か
ら
』
ど
説
き
、
又
乱
暴
な
こ
と

を
し
て
富
を
得
た
人
々
を
弁
護
し
て
『
コ
レ
と
云
う
も
善
因
あ
っ
て
の
こ
と
じ
や
』
と
説
く
を
聞
い
て
仏
教
が
イ
ヤ
に
な
り
、
後
孟
子
墨
子
を
読
ん
で
王
者
庶
人



　
の
区
別
な
き
理
を
知
る
と
共
に
衣
食
住
の
不
平
等
も
非
理
た
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
が
、
而
し
当
時
は
之
が
社
会
主
義
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
ん
だ
、
之
が
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
主
義
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
の
は
片
山
潜
氏
が
当
地
へ
遊
説
せ
ら
れ
た
其
演
説
を
聞
い
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
」

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
つ
た
も
の
が
、
自
己
の
信
仰
に
愛
想
を
つ
か
し
た
者
で
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
い
う
者
が
な
か
つ
た
こ
と
と
比
較
し

て
、
仏
教
信
者
の
こ
の
現
象
は
キ
リ
ス
ト
教
者
と
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仏
教
の
コ
切
平
等
」
の
教
理
が
薄
れ
て
卑
俗
な
教
義
に
堕
し
去
つ
て

い
た
一
面
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
つ
て
も
、
仏
教
教
義
の
持
つ
革
新
性
が
全
く
失
わ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
仏
教
教
義
を
身
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

も
つ
て
追
究
す
る
の
あ
ま
り
、
大
逆
事
件
の
犠
牲
者
と
な
つ
た
者
が
僧
侶
と
寺
院
出
身
者
か
ら
四
名
も
出
た
こ
と
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

堺
利
彦
「
黎
明
期
総
説
」
（
『
社
会
科
学
ー
日
本
社
会
主
義
運
動
史
i
』
所
収
〈
改
造
社
　
昭
和
三
年
〉
九
頁
）

石
川
旭
山
編
幸
徳
秋
水
補
「
日
本
社
会
主
義
史
」
（
新
版
『
明
治
文
化
全
集
』
第
六
巻
所
収
　
三
六
二
頁
V

前
掲
週
刊
平
民
新
聞
　
第
九
号

前
掲
週
刊
平
民
新
聞
　
第
十
号
　
稲
生
誠
吉
の
文
。

週
刊
平
民
新
澗
　
第
十
五
号
　
明
治
三
十
七
年
二
月
二
十
一
日
　
天
随
生
の
文
。

『
社
会
主
義
』
（
明
治
三
十
二
年
七
月
　
労
働
新
聞
社
）
一
二
九
頁

安
部
磯
雄
『
社
会
主
義
者
と
な
る
ま
で
』
（
改
造
社
　
昭
和
七
年
二
月
）
　
二
〇
四
頁

住
谷
悦
治
他
編
『
明
治
社
会
思
想
の
形
成
』
（
芳
賀
書
店
　
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
）
　
二
三
九
頁

中
村
菊
男
・
中
村
勝
範
著
『
日
本
社
会
主
義
政
党
史
』
（
経
済
往
来
社
　
昭
和
四
十
一
年
九
月
）
　
四
ー
八
頁
。
た
だ
し
片
山
潜
は

「
社
会
主
義
者
と
な
り
し
乎
」

に

（
1
0
）
　
前
掲
週
刊
平
民
新
聞
　
第
十
号

（
n
）
　
週
刊
平
民
新
聞
　
第
十
三
号
　
明
治
三
十
七
年
二
月
七
日

（
1
2
）
　
右
同
　
小
森
治
助
の
文
。

（
1
3
）
　
内
山
愚
童
、
峰
尾
節
堂
、
高
木
顕
明
の
三
人
は
僧
侶
で
あ
り
、
佐
々
木
道
元
は
寺
院
出
身
者
で
あ
る
。
彼
等
の
信
仰
と
社
会
主
義
・
大
逆
事
件
と
の
関
係
に
つ
い

　
て
、
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
を
さ
れ
た
の
は
吉
田
久
一
氏
で
あ
つ
た
．
氏
の
『
日
本
近
代
仏
教
研
究
』
（
吉
批
弘
文
堂
　
昭
和
三
十
四
年
三
月
）
の
第
六
章
「
幸
徳
事
件
と
仏

　
教
」
は
感
銘
を
与
え
る
研
究
で
あ
る
。

明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成

三
七
　
　
（
一
〇
三
一
）

　
書
い
て
い
な
い
．

　
書
い
て
い
な
い
．

　
書
い
て
い
な
い
．



　
　
．
萌
濱
社
会
主
義
・
意
識
む
形
歳
、

　
　
　
　
　
　
四
、
読
書
と
演
説

第
剛
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
社
会
主
義
者
と
な
つ
た
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
の
中
、

三
八
　
　
会
〇
三
二
）

第二表　影響をあたえた書物・雑誌・新聞

頻度者著名書

19

10

7
7
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2

19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ

水
聞
雄
雄
誌
紙
誌
雄
水
誌
至
誌
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
雑
関
雑
　
　
継
　
雑
　
ヨ

秋
　
文
磯
の
　
の
磯
秋
後
知
の
三
ジ

　
　
　
　
宰
機
宰
　
　
　
の
　
　
宰

徳
野
部
蘇
灘
部
徳
堺
井
醗
里

　
　
　
　
利
民
山
　
　
働
　
利
　
刃

幸
新
矢
安
堺
平
片
，
安
幸
労
村
堺
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

ヘ　 フ　 モ　 ー

髄
報
会
法
誌
聞
界

神
　
　
釈
　
新

　
　
　
解
雑
　
　
世

義
　
　
　
　
　
民

　
朝
社
題

主
　
　
　
　
　
平

　
　
　
問
庭
　
　
働

会
　
　
会
　
刊

社
萬
新
社
家
週
労

論
義
義
義
味
評

　
主

　
国
　
　
　
風
概

義

　
帝
主
主

　
物
　
　
　
新
義

主
怪

　
之
　
　
　
の
主

　
紀
会
会

会
　
世
　
　
　
庭
会

　
十

社
二
社
社
家
社
進歩　と　貧、困

百年後の新社会
そ　　の　　他

96計合

　
　
　
　
　
も
つ
と
も
頻
度
の
高
い
も
の
は
「
読
書
」
（
雑

誌
．
新
聞
も
含
む
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
読
書
の
感
化
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
他
の
原
因
と
か

ら
み
あ
つ
て
読
書
も
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ

て
、
た
だ
読
書
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
の
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
k
し
て
も
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持
つ
て
い
た
読
書
で
は
、

い
か
な
る
書
（
も
し
く
は
雑
誌
ま
た
は
新
聞
）
が
読
ま
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
第
二
表
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
主
義
理
論
研
究
の
最
高
水
準
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

め
す
も
の
と
い
わ
れ
る
幸
徳
秋
水
の
『
社
会
主
義
神
髄
』
は
群

を
抜
い
て
い
る
。
こ
の
書
は
「
社
会
主
義
と
は
何
ぞ
」
と
い
う

こ
と
を
、
社
会
主
義
者
の
一
人
と
し
て
世
間
に
知
ら
せ
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
コ
ズ
ア
イ
ビ
ユ
こ

に
、
社
会
主
義
の
大
綱
を
「
鳥
眼
観
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
幸

徳
自
身
が
「
自
序
」
で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
名
文
と
整
つ
た

構
成
と
に
よ
つ
て
広
範
な
読
者
を
も
ち
、
啓
蒙
書
と
し
て
も
多
大
の
宣
伝
的
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
発
行
の
年
に
す
で
に
六
版
ま
で
重
ね
た
こ
と

　
　
　
　
　
（
2
）

で
も
明
ら
か
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
よ
つ
て
も
『
社
会
主
義
神
髄
隔
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
社
会
主
義
啓
蒙
の
強
力
な
武
器
で
あ
つ
た
こ
と



が
わ
か
る
。
『
社
会
主
義
神
髄
』
と
共
に
、
や
は
り
幸
徳
の
『
二
十
世
紀
之
怪
物
帝
国
主
義
』
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
幸
徳

の
影
響
力
は
誰
に
も
ま
し
て
巨
大
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
社
会
主
義
協
会
も
社
会
民
主
党
も
安
部
磯
雄
、
片
山
潜
が
中
心
で
あ
つ
た
が
、
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

民
社
に
至
つ
て
「
幸
徳
が
中
心
に
立
つ
時
が
来
た
」

の
で
あ
る
。

　
平
民
社
の
中
心
人
物
を
一
人
挙
げ
る
と
す
る
と
そ
れ
は
幸
徳
だ
が
、
彼
は
堺
利
彦
と
い
う
よ
き
協
力
者
、
提
携
者
を
得
て
は
じ
め
て
幸
徳
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

領
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
ぎ
た
。
「
堺
君
と
い
う
人
と
提
携
し
た
こ
と
が
、
実
に
幸
徳
の
幸
福
で
あ
つ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
第
二
表
で
も
、
堺
の

主
宰
す
る
二
つ
の
雑
誌
は
か
な
り
読
重
れ
て
社
会
主
義
者
を
創
り
出
す
の
に
役
立
つ
て
い
る
。
幸
徳
に
は
鬼
気
を
宿
し
た
悲
壮
感
が
た
だ
よ
つ
て

い
た
が
、
そ
の
対
照
的
に
堺
に
は
常
識
と
ユ
ー
モ
ア
と
事
務
的
才
能
と
が
備
わ
つ
て
い
た
。
幸
徳
が
『
社
会
主
義
神
髄
』
と
『
二
十
世
紀
之
怪
物

帝
国
主
義
』
と
い
う
固
い
書
物
で
す
く
え
な
か
つ
た
部
分
は
、
堺
の
『
家
庭
分
新
風
味
』
及
び
『
家
庭
雑
誌
』
で
す
く
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

た
。
『
家
庭
の
新
風
味
』
敏
家
族
制
度
を
批
判
し
た
が
そ
れ
は
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
」
の
立
場
に
あ
り
、
『
家
庭
雑
誌
』
は
家
庭
の
中
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

漸
々
に
社
会
主
義
の
理
想
を
発
達
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
「
最
初
私
の
家
で
は
家
庭
の
新
風
味
や
家
庭
雑
誌
を
愛
読
し
て
堺
様
の

家
庭
論
に
は
非
常
に
尊
敬
を
払
つ
て
居
り
ま
し
た
、
処
が
堺
様
が
萬
朝
報
社
を
出
ら
れ
た
の
で
、
跡
を
追
う
て
平
民
新
聞
の
購
読
者
と
成
つ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

看
す
、
そ
し
て
其
時
ま
で
祉
会
主
義
と
は
何
で
有
る
か
も
知
ら
な
か
つ
た
が
漸
く
分
か
つ
て
来
る
」
と
い
つ
た
の
は
延
岡
為
子
で
あ
つ
た
。
堺
は

『
家
庭
雑
誌
』
で
、
社
会
主
義
の
啓
蒙
を
ひ
そ
か
に
目
的
に
し
て
編
集
し
て
い
る
の
だ
が
、
読
者
に
は
必
ず
し
も
そ
の
意
図
が
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
そ
れ
に
曳
か
れ
て
い
く
と
い
つ
と
は
知
れ
ず
社
会
主
義
者
に
な
り
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
巧
み
な
、
柔
軟
な
戦
術
を
と
れ
た
の
が
堺
で
あ
つ

た
。

　
安
部
磯
雄
の
『
社
会
問
題
解
釈
法
』
も
『
社
会
主
義
論
』
も
理
論
の
緻
密
さ
と
構
成
の
揺
ぎ
な
さ
で
は
決
し
て
他
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
し
、
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

論
家
と
し
て
は
第
一
人
者
で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
安
部
の
書
を
消
化
で
き
る
者
は
幸
徳
の
書
の
読
者
に
比
較
し
で
や
や
層
が
薄
か
つ
た

こ
と
も
避
け
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
　
　
、
明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
（
一
〇
三
三
）



　
　
　
明
治
社
会
主
義
意
識
分
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
（
一
〇
三
四
）

　
矢
野
文
雄
（
龍
渓
）
の
『
新
社
会
』
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
を
日
本
的
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
明
治
三
十
五
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
て
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

月
中
に
六
版
ま
で
出
し
、
八
月
中
に
十
二
版
ま
で
伸
び
、
十
月
中
に
十
五
版
、
十
一
月
に
十
七
版
ま
で
い
つ
た
と
い
う
。
こ
の
書
を
読
ん
で
社
会

主
義
者
に
な
つ
た
と
す
る
者
が
多
い
の
も
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
萬
朝
報
に
影
響
が
第
二
位
で
あ
る
こ
乏
を
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
萬
朝
報
以
外
に
も
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
新
聞
が
あ
つ
た
が
、
こ
の

新
聞
以
外
は
全
く
登
場
し
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
．
萬
朝
報
と
共
に
発
行
部
数
の
最
も
多
き
を
誇
つ
て
い
た
二
六
新
聞
は
熱
心
に
労
働
問
題

を
説
き
、
労
働
者
の
た
め
に
気
を
吐
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
つ
て
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
い
う
者
も
い
な
い
。
萬
朝
報
の
特
徴

に
つ
い
て
も
つ
と
も
明
快
に
こ
の
間
の
事
情
を
説
い
て
く
れ
る
の
は
山
絡
愛
山
で
あ
る
。
「
夫
れ
当
時
の
二
六
新
聞
は
小
野
瀬
氏
以
来
の
関
係
に

依
り
て
頗
る
労
働
問
題
に
注
意
し
、
労
働
者
の
為
め
に
気
を
吐
く
万
丈
な
る
も
の
あ
り
。
萬
朝
報
の
社
中
に
於
て
ば
幸
徳
秋
水
、
河
上
清
、
堺
利

彦
、
斯
波
貞
吉
の
諸
氏
自
ら
一
種
の
梁
山
泊
を
作
り
て
所
謂
其
社
会
民
主
的
の
議
論
を
鼓
吹
す
。
人
を
射
ん
と
せ
は
先
づ
馬
を
射
よ
。
賊
を
虜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

せ
ん
と
せ
ば
先
づ
王
を
虜
に
せ
よ
．
一

方
に
於
て
は
労
働
者
は
二
六
新
聞
を
味
方
と
し
、
他
方
に
於
て
は
社
会
主
義
者
は
萬
朝
報
を
藪
窟
と
す
」

と
山
路
は
書
き
残
し
て
い
る
．
萬
朝
報
は
商
業
新
聞
の
衣
を
つ
け
て
、
精
神
に
お
い
て
社
会
主
義
を
鼓
吹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
新

聞
の
読
者
が
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
理
由
が
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
書
物
な
り
新
聞
、
雑
誌
な
り
で
社
会
主
義
の
思
想
理
論
を
読
ん
で
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
い
う
者
で
も
、
そ
う
し
た
反
応
に
先
立

つ
た
体
験
や
摸
索
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
存
在
し
た
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
別
の
事
例
を
示
す
た
め
に
挙
げ
た
証
言
の
中
で
も
出
て
き
て
お
つ
た

が
、
こ
こ
で
も
南
助
松
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
よ
う
。
彼
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
彼
は
炭
坑
夫
と
し
て
そ
の
苦
し
い
境
遇
を
実
地
経
験
し
た
の

だ
つ
た
．
こ
の
苦
し
み
か
ら
の
解
放
を
目
ざ
し
て
労
働
運
動
者
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
好
き
な
酒
も
や
め
一
身
一
家
を
悉
く
犠
牲
に
し
た
。
「
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

難
儀
の
労
働
運
動
に
足
を
踏
み
込
ん
で
貧
苦
と
戦
い
、
資
本
家
側
よ
り
は
蛇
蜴
視
せ
ら
れ
、
仲
間
の
労
働
者
よ
り
も
憎
ま
れ
、
恨
ま
れ
」
て
挫
け

そ
う
に
な
つ
た
と
き
、
彼
を
立
上
ら
せ
た
の
は
西
川
光
二
郎
著
『
英
国
労
働
界
の
偉
人
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ソ
ス
伝
』
で
あ
る
と
い
う
。
南
は
こ
れ
を



再
三
翻
読
し
、
そ
の
度
毎
に
彼
を
師
表
と
仰
ぎ
模
範
と
し
た
と
い
う
。
以
上
が
南
が
社
会
主
義
者
と
な
つ
た
プ
官
セ
ス
だ
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
も

わ
か
る
こ
と
は
、
読
書
は
そ
れ
に
先
立
つ
て
体
験
し
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
考
え
を
煮
詰
め
さ
せ
、
最
後
の
固
め
役
を
す
る
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
．
漠
然
と
し
た
考
え
を
明
瞭
な
る
確
信
に
結
晶
さ
せ
、
挫
け
そ
う
な
意
志
を
再
起
さ
せ
る
の
が
読
書
で
あ
る
よ
う
だ
．

　
読
書
に
つ
い
で
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
「
社
会
主
義
の
話
、
講
演
、
演
説
、
講
義
」
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
ま
ず
社
会
主
義
者

の
友
人
と
話
を
重
ね
る
毎
に
、
、
社
会
主
義
的
な
考
え
方
に
な
り
、
つ
い
に
社
会
主
義
者
と
な
つ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
社
会
主
義

者
と
の
交
友
関
係
か
ら
と
い
う
も
の
は
多
く
は
な
い
が
、
第
一
の
型
と
し
て
あ
る
。

の
講
義
を
熱
心
に
し
た
こ
と
か
ら
影
響
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
二
、

講
演
会
に
接
し
て
教
化
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
型
が
も
つ
と
も
多
い
。

会
を
開
催
し
て
い
た
か
ら
、
東
京
在
住
者
が
第
三
の
型
の
中
で
多
く
を
占
め
る
が
．

影
響
さ
れ
た
と
い
う
者
が
幾
人
か
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

ら
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
す
る
者
と
似
て
い
て
、

こ
の
場
合
も
、
読
書
の
場
合
と
同
様
に
、

よ
う
。

　
　
「
僕
の
社
会
主
義
に
な
つ
た
径
路
は
僕
自
身
に
於
て
も
そ
れ
は
解
ら
ぬ
、

　
従
事
し
て
居
た
事
や
、
僕
の
友
人
に
は
彼
の
鉱
毒
問
題
で
奔
走
し
た
連
中
が
あ
り
、

　
こ
と
や
、
又
は
片
山
君
や
西
川
君
に
も
面
会
し
た
こ
と
も
あ
り
、

　
や
ら
社
会
主
義
者
に
感
化
さ
れ
て
了
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
有
つ
て
居
る
積
り
だ
」

　
こ
の
場
合
、

　
　
　
阻
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
主
義
の
話
を
き
い
て
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
と
す
る
者
は
、

　
　
　
　
話
を
き
く
前
に
な
ん
ら
か
の
反
応
に
先
立
つ
体
験
、

混
沌
と
L
た
社
会
的
関
心
を
整
理
す
る
役
を
は
た
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第
二
の
型
と
し
て
学
校
に
お
い
て
教
師
が
社
会
主
義

三
の
例
だ
が
存
在
す
る
。
第
三
の
型
は
社
会
主
義
の
演
説
・

東
京
で
は
社
会
主
義
協
会
や
平
民
社
が
頻
繁
に
演
説
・
講
演

地
方
に
お
い
て
も
東
京
か
ら
き
た
社
会
主
義
者
の
演
説
会
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぎ
の
読
書
か

　
　
　
　
　
　
　
　
摸
索
が
あ
つ
た
場
合
が
多
い
．
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ

　
　
　
　
　
　
尤
も
僕
は
暫
く
小
笠
原
誉
至
夫
君
の
主
宰
せ
ら
る
蕊
『
和
歌
山
実
業
新
聞
』
の
編
輯
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
は
在
京
中
に
秋
水
君
や
枯
川
君
や
木
下
君
等
の
社
会
主
義
演
説
を
聴
い
た

　
　
近
来
は
姶
終
児
玉
花
外
君
等
と
往
来
し
て
居
る
こ
と
、
そ
れ
や
こ
れ
や
が
綜
合
し
て
何
時
の
間
に

そ
ん
な
風
で
あ
る
か
ら
社
会
主
義
の
系
統
が
な
い
け
れ
ど
も
今
で
は
敢
て
人
後
に
落
ち
ぬ
位
の
信
念
を

新
聞
社
に
勤
務
し
て
い
て
漢
然
と
し
た
社
会
の
矛
盾
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

自
分
で
は
鉱
毒
間
題
に
直
接
タ
ッ
チ
し
な

　
　
　
　
　
四
一
　
（
一
〇
三
五
）



　
　
　
明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
（
一
〇
三
六
）

か
つ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
面
の
運
動
家
の
話
を
き
い
て
ま
た
矛
盾
感
を
深
め
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
う
経
験
の
あ
と
で
社
会
主
義
者
と
交
友

し
、
社
会
主
義
者
の
演
説
を
き
く
と
彼
等
の
話
が
消
化
で
ぎ
た
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
者
た
ち
の
話
が
消
化
で
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
も
社

会
主
義
者
と
同
じ
方
法
で
考
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
つ
ま
り
彼
自
身
が
社
会
主
義
者
と
な
り
、
そ
の
上
に
立
つ
て
物
を
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
主
義
の
話
を
き
い
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
漢
然
と
し
た
社
会
的
関
心
が
社
会
主
義
と
い
う
一
本
の

線
に
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
社
会
主
義
者
に
さ
せ
た
原
因
の
第
一
位
の
読
書
と
、
第
二
位
の
社
会
主
義
の
話
の
内
容
の
分
析
で
あ
る
。
当
時
最
大
の
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
の
は
社
会
主
義
的
な
書
物
、
新
聞
、
雑
誌
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
で
効
果
の
あ
つ
た
も
の
は
社
会
主
義
の
演
説
・
講
義
・
話
で
あ
つ

（
1
2
）

た
．（

1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

．
（
1
2
）

渡
辺
・
塩
田
編
『
日
本
社
会
主
義
文
献
解
説
』
（
大
月
書
店
　
一
九
五
八
年
二
月
》
四
五
頁

右
同

木
下
尚
江
『
神
人
間
自
由
』
（
中
央
公
論
社
　
昭
和
九
年
九
月
）
　
二
二
頁

右
同
　
二
三
頁

前
掲
『
日
本
社
会
主
義
文
献
解
説
』
六
四
貢

週
刊
新
聞
直
言
　
第
二
巻
第
十
二
号
　
明
治
三
十
八
年
四
月
二
十
三
日

前
掲
『
明
治
社
会
思
想
の
形
成
』
二
三
九
頁

大
原
社
会
問
題
研
究
所
編
『
日
本
社
会
主
義
文
献
　
第
一
巻
』
（
同
人
社
書
店
　
昭
和
”
四
年
九
月
）
　
三
一
頁

山
路
愛
山
「
現
時
の
社
会
間
題
及
び
社
会
主
義
者
」
（
新
版
『
明
治
文
化
全
集
』
第
六
巻
　
三
八
三
頁
）

週
刊
平
民
新
聞
　
第
七
号
　
明
治
三
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日

週
刊
平
民
新
聞
　
第
十
三
号
　
明
治
三
十
七
年
二
月
七
日
　
吉
田
笠
雨
の
文
、

社
会
主
義
に
関
す
る
読
書
と
、
そ
の
話
を
き
い
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
社
会
主
義
へ
の
確
信
を
、
固
め
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
て
い
る
と
い
う
点
の
立
入
つ
た
考
察
は

『
三
色
旗
』
昭
和
四
十
三
年
七
月
号
の
拙
稿
「
明
治
社
会
主
義
形
成
の
要
因
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。



五
、
結

語

　
平
民
社
が
創
立
さ
れ
る
二
、
三
年
前
は
「
社
会
主
義
流
行
の
時
代
」
で
あ
つ
た
。
社
会
主
義
の
宣
伝
や
研
究
は
比
較
的
自
由
で
あ
り
、
ま
た
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

会
主
義
は
大
衆
の
間
で
人
気
の
あ
つ
た
時
代
で
あ
る
。
と
う
い
う
時
代
の
ピ
ー
ク
は
過
ぎ
て
い
た
が
、
あ
ま
り
行
き
過
ぎ
な
い
時
に
平
民
社
が
創

立
さ
れ
た
こ
と
が
、
新
聞
、
雑
誌
、
書
物
、
演
説
等
に
よ
り
社
会
主
義
者
に
な
る
者
を
多
く
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
社
会
主
義

と
い
え
ば
、
「
貧
困
」
「
反
戦
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
が
ち
な
現
代
人
で
も
、
明
治
初
期
社
会
主
義
者
は
、
彼
等
が
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
原
因
と

し
て
貧
困
と
反
戦
と
を
そ
れ
程
挙
げ
て
い
な
い
事
実
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
よ
り
も
、
書
物
、
新
聞
、
雑
誌
や
演
説
等
々
の
中
の

人
道
主
義
的
な
主
張
が
多
く
の
社
会
主
義
者
を
生
む
原
因
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
「
社
会
の
不
合
理
」
に
反
抗
し
て
社
会
主
義
者
に
な
つ
た
者
の
数
も
順
位
と
し
て
は
上
位
に
あ
る
こ
乏
と
も
関
係
し
て
い
る
。

「
土
地
が
次
第
に
併
呑
さ
れ
て
小
作
人
の
ダ
ン
く
増
え
る
事
、
医
者
の
貧
者
に
対
し
て
冷
淡
な
る
事
、
及
金
貸
の
法
律
を
楯
に
と
り
て
貧
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

イ
ジ
メ
る
事
等
を
、
日
夕
目
撃
し
て
感
慨
に
堪
え
ず
、
遂
に
彼
等
を
救
済
す
る
の
方
法
を
研
究
し
て
社
会
主
義
者
と
な
り
た
り
」
と
い
う
の
が
そ

の
一
例
で
あ
る
ρ
小
作
人
は
増
加
し
て
も
自
分
は
小
作
人
で
は
な
い
し
、
医
者
に
冷
淡
に
さ
れ
る
の
も
自
分
で
は
な
く
、
金
貸
に
苛
め
ら
れ
る
の

も
自
分
で
は
な
い
。
彼
は
社
会
の
不
合
理
の
外
に
在
る
が
、
最
早
そ
れ
以
上
不
合
理
を
見
過
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
社
会
主
義
者
に
な
つ
た

の
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
自
分
は
現
存
社
会
の
中
で
犠
牲
を
強
い
ら
れ
て
い
る
者
で
は
な
い
が
、
貧
者
や
弱
者
へ
の
強
い
同
情
か
ら
社
会
主
義
者
に

な
つ
た
と
い
う
者
と
共
通
し
て
い
る
．

　
貧
困
と
戦
争
の
犠
牲
者
と
い
う
経
済
的
・
物
理
的
圧
迫
か
ら
の
解
放
か
ら
社
会
主
義
者
に
な
b
た
者
も
た
し
か
に
い
た
。
し
か
し
自
ら
は
そ
れ

ら
の
圧
迫
を
受
け
て
お
ら
な
く
と
も
、
人
道
主
義
と
い
う
い
わ
ぱ
「
観
念
」
が
人
間
行
動
を
決
定
し
、
転
換
さ
せ
て
い
く
大
き
な
要
素
で
も
あ
る

こ
と
を
、
以
上
の
分
析
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
明
治
初
期
の
社
会
主
義
運
動
は
戦
争
と
国
民
生
活
の
圧
迫
の
中
か
ら
生
ま
れ

　
　
　
崩
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
（
一
〇
三
七
）



　
　
　
明
治
社
会
主
義
意
識
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
（
一
〇
三
八
）

た
も
の
で
も
あ
る
が
、
明
治
維
新
以
後
の
自
由
と
民
主
主
義
を
求
め
る
近
代
思
想
の
発
展
の
一
つ
の
結
実
で
も
あ
つ
た
．
つ
ま
り
近
代
思
想
の
根

本
精
神
で
あ
る
人
道
主
義
精
神
が
、
よ
う
や
く
小
さ
な
も
の
で
あ
る
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
（
1
）
　
の
o
β
民
卑
冨
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目
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O
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O
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ω
．

　
（
2
）
　
週
刊
平
民
新
聞
　
第
四
十
五
号
　
明
治
三
十
七
年
九
月
十
八
日
　
石
渡
五
六
の
文
。


