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分
母
は、

を
得
る
。.
こ

れ

は
.v
o

H

a

L

t

y

l
'i

し
た
と
き
のa

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し 

て
ニ
変
数
、(

Q

l

§

s

と
§

t-
>

、
即

ち
(
Q
l
a
L
)

と

a
L
;
,

の

相

関

は
.0 

と
な
る
。
こ
れ
は
：-2
|

0

1

0

.

“％
。
で
あ
り
、
独
立
変
数
と
M -

差
間
の
相
观
は. 

o

で
あ
る
。
三
変
数
の
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
代
入
し
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、 

公
式
>

し
て
、
三
変
数2/
、

阶
、.
抑

C

物
を
独
立
変
数
と
す
る

)

で
重
相 

関
係
数
は

I
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%
/
.
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+
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、
.
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冬
,H

1IH
2, 

(
3 .

甲
“

.

T

i

^

で
.

示
さ
れ
る
。：

こ
の
式
に
代
入
レ
て
考
え
れ
ば

s

、
10
C

Q
I

§

‘
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だ
る
。
分
子.
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。
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こ
れ
は
先
に
'l
o
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m

m

m
-S
L

十

y
3
.

と
し
た
と
き
の
、
^ 1

と
？>
の
相 

関
係
数
の
白
乗
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち

^

2

、

=

t

e

s

で
あ
る
。

中

，惣

五

郎

著

'

『

士
ロ
野
作
他g

—

日
本
的
デ
モ
ク
ラ
シI

の
使
徒—

』

.

.

'

■

 

.

.

帝
国
主
義
日
本
が
崩
壊
し
.て
か
ら
十
三
年
、

.

わ
れ
わ
れ
は
い.
ま
、
早
く
も
民. 

主
主
義
0

.

危
機
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
つ
：つ
あ
る
：。
民
主
主
義
を
護
ろ
う
.と
す 

る
勢
力
と
、
ロ
に
民
主
主
義
を
.

と
な
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
打
倒
し
ょ
う
と
す
る 

権
力
と
め
間
に
、
日
ご
と.に
は
げ
し
い
闘
い
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
0

:
こ
れ
は
誇 

張
で
も
な
ん.
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
お
か
れ
て
い
る
深
刻
な
現
実
な
の
で
あ
；
 

る
"

法
ぬ
#

厳
を
説
き
な
が
ら
、
憲
法
を
ふ
み
：に
じ
り
軍
備
を
増
強
す
る
政
府
、 

は
、
11
1

論
を
つ
ぐ
り
出
す
と
い
わ
れ
る
マス
；
コ
ミ
ユ
-

-

A

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
^

要
な
援
護
の
も
と
一
に
、
労
働
組
塞
動
を
.

弾
拓
し
：、v>
り
わ
げ
、
警

の

中

立 

性
の
.

各
の
も

と

，
に

、民
主
主
義
教
育
を
破
壊
ず
：ベ
く
勤
務
評
矩
を
強
行
し
■

.つ：

つ
.

 

あ
る
。
ニ
年
前
に
比
べ
、
わ
ず
か
：ー
1

刖
に
比
べ
て
反
動
化
の
邋
鹿
は
ど
れ
ほ 

ど
急
速
で'4

る
こ
と
か
.0

わ
れ
わ
れ
の
祖
国
は

一体
ど
こ
へ
少
く
の一.で
あ
ろ
う 

か
。.
.

洱*

ひ
.

あ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
争
へ
の
途
を
歩
む
(0

で
は
な
か
ろ
？
か0

こ 

う
し
：だ
焦
慮
と
危
惧
と
そ
し
.

て.
憤
り
が
、
む
ら
む
ら
と
わ
き
お
こ
る

の
.：

は
ひ
と 

り
馨
の
み
で
は
あ
る
ま
い:0.■

:

.

:

.

だ
が
：わ
れ
わ
れ
は、
' 

わ
が
菌
の
民
主
主
義
の
運
命
^

つ.
い
て
、' 
い
た
ず
ら
に
：
：

.
: 

.
パ

-
.

: 

:

書

.評

及

び
0
介 

.
.

蒎
観
的
で4

っ
て
は
な
ら
な
い0
1H
T

界

最

強

の

ド

ィ

ツ

共

産

觉

と

、

も

-?
-
と

も 

古
く
輝
か
し
い
歴
史
を
誇，_
?

た
ド
ィ
，ッ
社
会
民
主
党
が
、
.

ほ

と

ん

ど

.み

る

べ

き 

抵
抗
も
な
し
に
ナ
チ.ス
の
軍
門
に
下
っ
た
一
九|
|

~

ー
ー
年
当
時
、

そ

し

て

日

本

が
 

無
謀
な
侵
略
戦
争
を
中
国
本
土
：に
試
：み
た
：一
九
三
七
年
頃
の
、
あ

の

r

暗
い
谷 

間」

の
時
期
と
比
較
ず
る
な
ら
ば
、
，現
在
の
世
界
は
、
：
平
和
と
民
主
主
義
を
護 

ろ
ぅ
.

と
す
る
勢
カ
が
、
か
つ
て
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
増
大
し
て
い
る
か
ら 

:

で
.

あ
：る
。.
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
•
ア
フ
リ
ヵ
諸
国
の
覚
醒
と
民
族
的
な
独
立
と 

は
、
世
界
の
安
定
勢
力
と
し
て
戦
净
を
抑
制
し
、
■世
界
の
世
論
を
平
和
の
方
向 

に
導
く
の
に
偉
大
な
貢
献
を
な
し
つ
：つ
：あ
る

。

.

,

:

,

.i

九
三
a

年
代
、

フ
ァ
シ-x
ム
と
軍
国
主
義
が
世
界
を
恫
暍
し
つ
0

あ
っ
た 

.

時
代
に
は
、

一
発
の
銃
声
は
た
ち
ま
ち
に
し
.

て
全
面
的
な
戦s'
に
発
展
し
、
被 

压
迫
民
族
の
国
土
は
蹂
櫚
さ
れ
略
奪
さ
れ
、
民
衆
は
凌
辱
の
薆
き
目
に
.あ
わ
さ 

れ
る
の
が
常
で
：あ
マ
た
。
し
か
.

し
な
が
ら
、
：
第--
-I

次
i

後
の
1

は
.一
変
し 

た
。
'

い
ま
や
も
っ
と
も
侵
略
的
な
大
国
で
す
ら
、
.武
力
を
も
っ
て
し
て
は
到
底 

こ
れ
ら
の
諸
国
を
制
踽
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
武
力
的
な
侵
略
政
策
が
、
平 

和
を
護
ろ
ぅ
と
す
る
勢
力
の
前
：に
.

い
か
に
無
力
で
あ
る
か
は
、

ス

H

ズ
問
題
に 

お

け

；る

ィ

ギ

リ

ス

.

お
よ
び
ブ
，ラ
ン
：ス
、.
ま

た

ィ

ラ

ク

軍

命

に

お

い

て

ア 

メ
リ
力
が
と
っ
た
威
嚇
的
な
態
度
が
、

.

1

に
こ
れ
を
証
明
し
弋
い
る
。

:
'
.し
か̂
.

.-;
'

世
界
.

の
大
勢
が
、.ぃ
戦
争
に
反
対
す
る
勢
カ'に
.

と
っ■:

て
有
利
に
展
開 

し

：
つ

つ

あ

：
る

と

,1
>

て
.

も
、
：.わ
れ
わ
れ
は
拱
吊
傍
観
を
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

. 

わ
が
闺
の
政
治
ば
、
'-
:
-

世

界

の

大

勢

に

逆

行

：
し

て

と

.

の

：
一
:

、
：
ニ
年
来
き
わ
め
て
危. 

険
な
方
向
に
進
ん
で
一
い
る
こ
と
を
感
ず
る
か
：ら
で
あ
る
。

A
J

の

ま

：ま

，で

推

移

す

,
 

六

七

，

a

〇

〇

：
三

)

：

;



^

 

j

v

:や
が
て
憲
法
は
改
恶
さ
れ
、
戦
争
と
破
滅
の
途
を
え
ら
ぶ
こ
と
ほ
充
分 

考
え
ら
れ
る
。\

第
一
一
次
世
思
大
戦
の
結
果
、
生
れ
か
わ
マ
た
は
ず
の
わ
れ
わ
れ 

の
祗
国
は
、
わ
ず
か
十
数
年
た
.

？
た
今
日
、
苒
ぴ
大
き
な
危
機
に
麕
し
.て
い 

る
。
こ
0

.

ど
.

き
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は
.一
体
何
を
な
す
べ
き
で
あ
：ろ
.

う
か
。

^.
れ
わ
れ
ィ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
よ
っ
て
も
っ
と
4 -

重
要
な
こ
と
は
、
■と
も
す 

、
.ば
無
気
力
に
お
ち
い
り
が
ち
な
態
度
を
す
て
て
、
.剪
気
を
ふ
る
い
お
こ
し
、
 

言
命
は
も
ぢ
ろ
し
、
そ
の
他
の
.

あ
ら
# ,

各
行
動
を
も
っ
て
、/

民

、
主

主

義

を

擁

護 

す
る
た
め
.の
運
動
を
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
.そ
の
立 

場
に
よ
り
、
あ
る
い
は
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
り
、
そ
の
活
動
の
し
か
た
に
若
千 

.の
相
違
は
あ
5'

う
と
も
、

.

い
.

や
し
く
も
：'
M

心
的
に
行
動
し
、
深
く
日
本
を
愛
す 

右
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
国
が)

ま
容
易
な
ら
ぬ
i

に
さ
し
加
が
っ
て
い
る 

，こ
と
を
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
何
ら
か 

.の
形
で
政
府
の
反
動
的
な
政
策
に
抗
議
す
る
こ
と
は
、
知
識
人
に
課
せ
ら
.れ
た 

最
低
の
義
#

で
.

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
.

な
い
。

ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国
の
よ
う
に
、
か
レ
か
歡
を.お
し
た
て
て
、
独
立
を
か
ち
と 

る
と
い
う
輝
か
し
い
民
族
独
立
の
歴
史
を
も
た
ず
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス

の
よ
う
に 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
中
心
ど
す
る
広
汎
な
大
衆
の
は'げ
し
く
も
血
な
ま
ぐ
さ
い 

闘
争
を
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
と
い
.

う
歴
史
的
な
蕲
実
が
、
日
本
に
お
け 

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
勢
力
：を
弱
め
、
:
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
前
に
膝
を
屈
せ
し 

め
た
1

大
の
原
因
で
あ
っ
た
。そ
し
て
こ
れ
と
そ
、
ひ
と
た
び
政
治
が
反
動
化 

す
れ
ば
、

い
わ
ゆ.
る
自
由
主
義
者
が
権
力
ぬ
迎
合
し
、
そ
の
無
節
操
と
無
気
力 

と
を
暴
露
す
る
所
似
で
，あ
る
0 

. 

•

:

も
ら
ろ
ん
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、わ
が
国
に
す
ぐ
れ
た
自
由
主
義
者 

や

民

、
主
、
王

義

者

が

生

'

っ
た
く
い
な
か
っ
た
と
々
う
わ
け
で
は
な
_い
。
塾
祖
福

 ̂

論
吉
を
ほ
じ
め
中
江
兆
民
> 
植

裘

盛

、m

岡
嶺
雲
、
：
'
内
村
鑑
三
、
田
中
芷
造 

な
ど
.封
建
遗
制
と
闘
い
.>
:
人
民
の
権
荆
を
擁
讓
し
て
屈
1>
な
か
っ
た
人
々
も
少 

な
く
な
い
。

ー
部
の
.人
々
.を
の
ぞ
け
ば
こ
：れ
ら
の
A
々
の
業
績
が
.正
し
く
評
価 

ざ
れ
な
か
づ
た
ー
の
は
、
日
本
の
悤
想
史
の
，研
^
に
：お
い
て
彼
等
が
ブ
ル
ジ

ョ
 

.ァ

.

.
•
.
デ
.モ
.ク
.ラ
ヴ
'
 
ト
.で
あ
..づ.'た
.と
1'
う
理
由
に
よ
_っ
.
て

い

た

.
。
.
'
し

力

し

い

ま

こ 

う
し
て
.民
主
主
義
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
い
る
と
き
、
'こ
れ
ら
の
人
々
が
果
し
た 

役
割
を
1£
>
レ
く
評
価
す
：る
こ
と
％

決
し
て
無
駄
で
.は
な
い
し
、
む
し
ろ
き
わ 

め
て
童
要
で
あ
る
と
い
わ
.な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
田
中
惣
五
郎 

教
授
■の

「

吉
野
作
造
丨
日
本
的
デ
モ
ク
ラ
シ
！
の
使
徒
丨」

は
、
こ
の
よ
う
な 

現
下
の
さ
し
せ
ま
一
マ
だ
要
求
に
、-
積
極
的
に
答
え
よ
う
と
す
る
力
作
で
あ
る
。

永
:

.
: 

.

.

'

*

:
'■
.
- 

■ 

V
-

.

*

.
吉

野

作

造

と

い

え

ば

、
へ

■わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
ぞ
く
す
る
多
く
の
者
は
、
大
正 

期
に
活
躍
し
た
民
主
主
義
者
、
い
わ
ゆ
る
民
本
主
義
を
と
な
え
：た
政
P

者
で 

.

あ
る
こ
と
と
、，
あ
の
明
治
文
化
全
集
ニ
七
四
卷
め
編
集
者
で
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い 

し
か
知
ら
な
い
と
い
5-
'
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
、が
い
ま
こ
の
伝
記
を
読 

む
.と
、
..
ブ
ル
ジ
：ョ
ァ
民
主
主
義
者
と
し
‘て
の
吉
野
、が
、
大
芷
か
ら
昭
和
に
か
け 

て
：.

の
寺
期
に
、：
い
か
に
偉
大
な
足
跡
を
残
し
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。
本
書
の
内
容
は
、.
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。■

一.章
優
等
生
、ニ
章

'
東
京
帝
大
学
生
時
代
、三
章
中
国
行
そ
し
て
洋
行
、

:
a早

±
正
の
政
変
と
5

次

-1
1
1
-界
大
1

五
章
実
践
的
論
戦
の
展
開
、
.六

章
普
選
時
代
、
七
章
.
フ
ァシ
ズ
ム
，
コ'
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
.

フ
ユ
丨
ダ
リ
ズ
ム 

と
の
た
た
か
い
、
八

章•
吉
野
の
抵
抗
と
そ
の
死
。

の
.

八
つ
の
章
か
ら
な
り
、
四
西
頁
を
こ
え
る
大
著
で
あ
る
。

本
書
の
も
っ
と
も
目
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
は
、
.
実
に
豊
富
な
資
料
を
駆
使
し 

て
、
微
に.
入
り
細
に
わ
た
る
詳
細
な
研
姥
で
あ
る
と
と
.

で
あ
ろ.
う
。■.
と
く
に
.'あ 

ら
た
に
発
見
さ
れ
た
吉
野
メ
モ
を
は
じ
め
、
吉
野
博
士
に
関
係
あ
る
あ
ら
ゆ
る 

文
献
と
肉
親
や
親
戚
お
よ
び
友
入
で
あ
•っ
た
方
々
の
追
憶
ま
で
を
随
所
に
活
用 

さ
れ
て
い
る
点
は
、
す
で
に
資
料
研
绝
に
つ
い
て
.令
名
あ
る
著
者
に
と
っ
て
は 

•

当
然
の
.

こ
と
と
し
て
も
、
そ
の
努
力
の
ほ
ど
.

に
深
く.
敬
意
を
表
す
る
も■の
.で
あ 

る
。
そ
れ
か
ら(

本
書
は
、
た
ん
に
吉
野
作
造
博
士
個
人
の
伝
記
で
あ
る
ば
か
：
 

り
で
な
く
、
明
治
か
ら
大
芷
を
ぺ
て
昭
和
に
い
た
る
政
治
史
で
も
あ
り
、
近
代 

日
本
の®

の
う
つ
り
か
わ
り
の
な
か
に
、
人
間
吉
野
の
成
長
の
過
程
を
浮
き 

ぼ
り
に
し.
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
明
治
か
ら
大
正
に
が
け
て
.の
日
本 

の
政
治
史
に
つ
い
て
の
著
者
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
造
諸
の
ほ
ど
を
う
か
が
：い
知 

る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
，
読
む
者
を
し
て
、‘' 

日
本
の
近
代
史
お
よ
び
社
会 

思
想
史
へ
の
興
味
を
刺
戟
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
で
.

あ
ろ
う
。

ノ 

.

吉

野

僅

は
、

' 

一
八
七
八
年—

明
治
十
一
年 
一f
l

ー：十
九
日
、
宮
城
県
志
田 

郡
古
川
町
に
、
小
さ
な
呉
服
商
の
子
と
し
て
生
れ
た
。
彼
の
生
家
の
暮
し
は
必 

ず
し
も
楽
で
は
な
か
うた
に
せ
よ
、
働
き
者
の
母
の
内
助
の
功
に
よ
り
養
^
を 

副
業
と
し
て
い
た
勤
勉
な
父
、
年
蔵
は
、
明
治
三

0

年
代
に
は
羽1' 

1

重
会
社
を. 

創
立
し
、
ま
た
古
川
町
の
町
長
に
推
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
名
士
と
な
ら 

て
い
た
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
資
本
主
義
黎
明
期
に
し
ば
し

.

ば
見
ら
れ•
る
：よ
う
な

書

評

及
'

び

紹

介

.

.

正
直
に
し
て
勤
勉
な
家
庭
に
育
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
東
北
人
ら
し
い
ね 

ば
り
強
さ
と
が、
' 

や
が
て
吉
野
の
人
間
形
成
に
大
い
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
が
考 

.

え
ら
れ
る
。
頌
脳
明
晰
に
し
て
秀
才
で
あ
っ
た
彼
は
、
仙
台

一
中
か
ら
第
二
高 

等
学
校
を
ベ
て
東
京
帝
大
，を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
た
が
、
と
の
間
に
彼
の
一 

身
上
に
お
こ
っ
た
ま
^
は
結
婚
とキ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
に
入
っ
た
こ
と
は
、
彼
を
権
力
に
屈
し
な
い
民
主
主
義
者
た
ら 

'

し
め
た
と
い
ぅ
意
味
で
.、
彼
の
生
涯
に
決
定
的
な
影
響
を
あ
た
え
た
ょ
ぅ
で
あ 

る
。
吉
野
が
明
治
三
三
年
、
.

海
老
名
弾
正
の
本
郷
教
会
に
：参
加
し
た
こ
ろ
は
、 

日
本
の
資
本
主
義
は
そ
の
確
立
期
に
あ
.

た
り
、
治
安
警
察
法
も
施
行
さ
れ
労
働 

問
題
も
識
者
の
注
目
を
ひ
含
、
.ま
た
幸
徳
秋
水
等
も
社
会
主
義
思
想
を
宣
伝
し 

は
じ
め
て
い
た
。
彼
も
こ
ぅ
•

し
た
な
か
に
社
会
主
義
に
関
心
を
い
だ
き
、
农
郷 

教
会
を
通
じ
て
、
同
じ
く
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
社
会
主
義
者
で
も
あ
っ
た
安 

部
磯
雄
、
木
下
尚
江
と
相
識
っ
た
0
彼
は
社
会
主
義
に
か
な
り
の
同
倩
を
示
し 

た
け
れ
ど
も、
' 

幸
徳
等
の
無
政
府
主
義
に
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
立
場
か 

ら
反
対
し
た
と
い
わ'れ
る
。':.
明
治
三
七
年
七
月
、
：東
京
帝
大
を
卒
業
し
て
、

.

政
. 

治
史
研
究
の
た
め
大
学
院
に
入
っ
た
が
、
こ
の

.

，
こ
ろ
か
ら
明
治
四
一
一
年
.三
一
一
才 

で
東
京
帝
大
の
助
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
は
、
彼
に
と
っ
て
は
経
済
的
に
は 

も
っ
と
も
つ
ら
い
時
代
で.あ
っ
た
ろ
ぅ
。
ニ
九
歳.の
時
、
中
国
軍
闕
の
巨
頭
、 

袁
世
凱
の
長
子
の
家
庭
教
師
と
し
て
大
陸
に
わ
た
り
、
.
つ
ぶ
さ
に
辛
惨
を
な
め 

た
が
、
こ
の
由
国
で
の
：見
聞
が
.

、
や
がV

彼
に
広
い
視
野
を
あ
た
え、
“

民
本
主
. 

.

義
者
と
し
て
完
成
，せ
し
め
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

.

大
疋
ニ
年
ョ
丨
口
ヅ/
パ
の
旅
を
終
え
て
、
.翌
三
年
法
科
大
学
教
授
に
任
ぜ
ら

. 

六
九
,

(
1
0

◦

五)

.



れ
た
時
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
が
、：：：こ
の
時
期
か
ら
彼
の
'対
外
的
な
.

:

言
論
活
動
は̂
:̂

か
：に
活
撥.
と
な
ら」

た
。
す
な
わ
ち
大IH
五
年
、S

政
.

の
本
義： 

.

を
説
い
.

て
そ
の
有
終.
の
美
.

を
済
す
の
道
を
論
ず

」

と
い
う
有
名
な
論
文
を
発
表

. 

し
、
そ
れ
よ
り
中
央
公
論
：に
よ
？
て
い
わ
ゆ
る
民
本
主
義
を
と

.

な
え
、
大
正
七 

免
に
は
.

ロ.
シ
ャ
革
命
や
：シ
べ
ー
リ

.

ァ
出
兵
に
つ.
い
て
独
特
の
論
理
を
展
開
し、
0
 

建
主
義
お
：よ
び
軍
国
主
義
に
真
向
か
ら
反
対
し
た
0
:当
時
は
ド
ィ
ツ
の
敗
戦
の 

結
果
と
し
て
、
日
本.に
も
デ
モ.
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
が
.滔
々
と
し
て
流
入
す
る
一 

方
、ロ

.

シ
ァ
革
命
の
影
響
や
戦
後
の
物
価
の
勗
腾
に
.

よ
り
、
米
騷
動
が
お
と
り
、 

物
眚
騷
然
た
る
有
様
で
：あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ク
ラ
シ
I

の
思
潮
の
も
り 

上
る
な
か
に
、
吉
野
は
右i

体
、
浪
入♦

の
立
会
演
説̂

に
お
.い
て
圧
倒
的 

な
勝
利
を.
お
さ
め
た
。
想
え
ば
、
.こ
の
第
一
次
大
戦
後
か
ら
大
正
十
二
年
関
東 

大
震
災
ま
で
の
時
期
は
、
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ

ー

に
と
づ.
て
黄
金
時
代
で
，あ
ら 

た
0

そ
し
て
.

ま
さ
に
と
の
時
代
に
彼
は
、
そ
の
民
本
主
義
を
ひ
;-

さ
げ
て
、
日 

本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
先
頭
に
：立
っ
た
の
：で
あ
る
。

吉
野
に
.

よ
れ
ば
、

「

西
洋
の
デ
：モク
ラ
シ
ー
の
普
通
の
用
蔷と
し
て
一
一
つ
の
内 

容
が
あ
る
。」

つ
は
主
権
の
所
在
に
か
ん
す
る
も
の
、
二
つ
は
運
動
の
方
法
に 

関
す
る
も
の
と
す
る
。：こ
の
う
ち
民
主
主
義
の
：連
用
に
関
す
る
も
の
に
つい. 

て
、
こ
れ
を
民
本
主
義
と
呼
ぶ

」

と
い
う
。
当
時.
の
絶
対
、3£
義
的
天
皇
政
府
と 

の
摩
擦
を
さ
け
、
天
皇
主
権
の
旧
明
i

法
の
禅
内
に
お
い
て
民
主
主
義
を
実 

現
し
よ
う
と
す
る
苦
肉
の
策
で
あ
り、
.
' 

こ
こ
に
彼
が
著
者
に
よ
っ
て

「

日
本
的 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
使
徒」

.

と
呼
ば
れ
る
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

関
東
大
震
災
、
普
選
時
代
は
、
I

粕
大
尉
に
よ
る.
大
杉
M

殺
事
件
と
共
産

党
め
成
立
に
：象
徴
さ.れ
石
ょ
ぅ
な
社
会
主
義
運
動
の
.

渴
揚
を
'%

っ：

て
特 

ら
れ
名
。
せ
ま
り
く
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
軍
国
主
義
は
、：：
治
安
維
持
法
を
制
定
し 

:

て
、
，
：
1

切
.

の
社
会
主
義
連
動
を
圧
殺1>ょ
3

と
：し.
て
、
；民
主
主
義
に
た
い
す
る 

攻
擊
を
開
始
し
た
：。
;-
'
'
:
:吉
赞
は
、
：共
産
主
義
運
動
に
.

は
反
対
し
つ
つ
も
、
：
た
と
え 

ば
森
戸
事
件
に
お
い
：て
：は
特
別
.

弁
護
人
と
し
：て
、
思
想
の
自
甶
を
擁
護
す
る
を 

と
を
お
そ
れ
な
か-

た
矽
ヤ
あ
る
。

：
.

：
：

,

:

;

彼
は
：そ
の
後
大
正
十
三
年
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
を
辞
任
し
、
朝
日
新
聞
，に 

.

入
社
し
た
が
、
：は
が
ら
ず
も
そ
.

の
年
の.
二
月
関
西
.で
行
わ
れ
た
時
局
講
演
会
に 

お
い
て
、清
浦
内
関
を
批
判
し
た
も
の
を
出
版
し
た
た
め
筆
禍
に
あ
い
、朝
日
を 

退
，い
そ
東
大
法
学
部
講
師
と
な
：っ
ち
，
そ
れ
以
後
昭
和
八
年
、
讓
核
で
湘
南 

の
地
に
狡
す
る
ま
で.办
彼
の
晚
年
は
、
フ'ァ
シ
ズ
'ム
と
封
建
主
義
そ
し
て
共
産 

，
主
義
と
の
闘
い
で
，あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
者
と
し
て
の
苦
悶
.の
姿
と
も 

見
え
た
で
あ
ろ
ぅ
。
ブ
ルジ
ョ
ア
.デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
で
あ
っ
た
彼
に
は
、
フ
ァ
シ
ズ 

ム
と
共
産
主
義
と
の
本
質
的
な
相
違
を
区
別
で
き
な
か
づ
た
の
で
は
な
い
か
。

大
正
の
終
り
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
昂
ま
る
北
：一
輝
ら
の
フ
ァ
シ
ス 

ト
運
動
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
：の
指
導
の
も
と
に
活
動
：を
開
始
し
た
日
本
共
産
党
の 

ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
間
に
あ
っ
て
、
吉
野
は
、
日
本
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
，ゾ
1

の 

■

運
命
に
つ
い
て
、
真
険
に
考
え
た
の
で
あ
っ
Y C
0

と
り
わ
け
、
国
体
の
変
革
は 

い
か
な
る
方
法.
を
も
，；っ
て
し
て
も
.こ
れ
を
許
す
べ
か
ら
ず
と
し
た
彼
も
朝
憲 

紊
乱
と
か
あ
る
い
は
治
安
妨
害
を
理
由
に
し
て
、
学
問
研
究
の
自
由
が
奪
わ
れ 

——

た
と
え
ば
森
戸
事
件
や
京
都
大
学
お
よ
び
同
志
社
大
学
に
お
け
る
社
会
科 

学
研
究
会.
の
学
生_

事
件
な
ど
の
塌
合——

{目
憲
の
横
暴
が
目
に
あ
ま
る
も

の
と
な
っ
た
と
き
、
彼
は
洽
安
維
持
法
そ
の
も
の
に
、
批
判
の
刃
：を
加
え
る
こ 

と
を
お
そ
れ
な.
か
っ
た
0

ま
た
共
産
、3£
義
ィ
ン
ター

ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
学
生
に
た 

い
す
る
影̂

を̂

rl

し
、
そ
の
デ
モ‘
ク
ラ
.シ
ー
と
め
矛.1
-

に
つ
い
て
学
生
に#
 

告
し
た
の
で
あ
っ
た
。
，著
者
も
明
ら
か
に
指
摘

'$

れ
て
い
る.
よ
う
に
，、
彼
の
民 

本
主
義
は
、
.
階
級
へ

' 

の
認
識
が
稀
薄.
で
あ
る
た
め、
.

フ
ァ
シ
ズ
ム
的
独
裁
と
共 

遊
主
義
的
独
裁
と
を
同
一
視
し
、
体
制
と
し
て
の
こ
れ
ら

.

の
独
裁
政
治
に
た
：
い 

し
て
は
き
び
し
い
批
判
の
態
度
を
も
っ
て
の
ぞ
み
な
が
ら
、
_

者
で
あ
る 

ム
.ッ
ソ
リ
ー

ニ
と
レー

 

二
'/
に
た
い
し
て
礼
讃
も
し
く
は
そ
の
役
割
を
重
視
し 

て
•

い
る
>-
.

」

と
な
ど
は
日
本
的
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て
の
彼
の
矛
盾
を
露
呈
し
て 

い
る
。
こ
れ
，に
つ
い
て
著
者
は
、

「

要
す
る
に
、
.
民
本
主
義
者
吉
野
は
、
'ブ
ル 

ジ
ョ
ァ
地
主
の
進
展
を
，は
ば
む
藩
閥
、
軍
閥
、，
官
僚
閥
と
た
た
か
う
こ
と
に
よ 

っ'
て
、
日
本
的
民
主
、王
義
の

一

角
を
晶
揚
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
間
に
、
敵 

の
た
め
に
は
ば
ま
れ
、
...明
治
文
化
研
究
と
い
う
さ
ら
に
底
深
い
研
究
に
よ
っ 

て
、'
第
二
の̂

出
を
計
劃
し
て
い
る
間
に
、
す
で
に
その
ブ
ル
ジ
ョ
ア
地
主

の 

背
後
か
ら
成
長
し
て
き
た
プ
.ロ
レタ
リ
ァ
；
農
民
が
進
出
し
て.き
、
そ
の
前
後 

の
敵
に
は
さ
ま
れ
た
の
が
、
昭
和
初
頭
の
吉
野
の
：立
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る

」 

と
結
論
づ
计
て
お
ら
れ
る。:

:

:

/

-■
'

_

以
上
は
、
本
書
の
ま
っ
た
く
表
面
的
な
紹
介
に
す
ぎ
ず
、
筆
者
は
、
著
者
の 

意
因
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
で
.は
な
い
か
と
お
そ
れ
る
も
の 

で
あ
る
。
た.
だ
筆
者
の
感
じ
た
と
こ
ろ
を
卒
直
に
の
：ベ
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
：
 

ば
ノ
㈠

豊
富
な
資
料
を
通
じ
て
実
証
的
に
叙
述
さ
れ
た
努
カ
は
’
敬
服
に
値
す 

る
と
し
て
も
、

い
さ
さ
か
_

の

羅

列

的

傾

向

を

感

ず

' ^

こ
と
。
;.
:

0

吉
野
作
造.

.

，
書評及び紹介

を
、

一
種
の
理
想
的
人
間
像
に
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
こ
と
。
と
い 

う
の
は
吉
野
の
人
間
的
な
弱
点
に
つ
い
て
は
.

ほ
と
ん
ど
.ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い 

し
、
：ブ
ル
ジ
'ョ
ア
民
主
主
義
者
と
し
て
の
吉
野
に
た
い
し
て
、
た
と
え
ば
左
翼 

の
人
：々

が
ど
の
よ
3

な
#

価
を
下
し
た
か
、
こ.の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
著
者
は 

ふ
れ
て
お
ら
れ
私
沒
？: 7

.
バ

:,

も
^

ろ
ん
こ
れ
は
、̂
#

の
読
®

で
あ
り
、著
者
に
た
い
し
て
は
的
は
ず
れ 

の
批
判
で
あ
る
か
も
し
れ
な
1>

。
：ず
ぐ
れ
て
精
カ
的
な
研
究
に
た
い
し
、
心
か 

ら
敬
意
を
表
す
ると
と
も
に
、

'

非
礼
に
わ
た
る
点
に
つ
い
て
は
謹
し
ん
で
罾
豸 

の
御
意
恕
を
こ
う
も
.

の
で
お
る
タ〈

昭
9

ーー—.
ーー¥

セ
月
、
末
来
社
刊
、
五
八
Q

S
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