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者
か
ら
讽
立
し
て
、
失
^

^
の
う
ち
に
新
し
い
加
入
者
を
攫
得
す
る
の
.に
成
功 

し
た
ば
か
り
か
、
ナ
チ
ス
.の
勝
利
が
ほ
と
ん
ど
万
人
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
見 

え
た
時
で
ず
ら
、
共
産
党
は.
、
ナ
チ
独
裁
の
不
可
避
的
崩
壊
の
直
後
に
、
:自
分 

た
ち
の
勝
利
が
来
る
こ
と
が
遮
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
続
け
た」

へ
一 

六 
一T

一
 

六
三
頁)

。
そ
の
た
め
にT

共
産
党
の
政
策
の
不
可
避
的
な
帰
結
は
、 

ド

ィ

ッ

の

一

，
一
つ
の

^

働
者
政
党
間
の
溝
が
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
り
、
'共
通
の
敵 

に
対
す
る
共
同
防
衛
が
実
際
上
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る」

(

一
六
四
頁〕

。
 

政
権
掌
掘
の
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
た
社
会
民
、3£
党
は
、
依
然
と
し
て
プ 

レ

■/

シ
，ュ
ァ.

グ
ル
ー
プ
的
思
考
様
式
か
ら
脱
し
え
な
か
っ.
た
反
面
、
ド
ィ
ッ 

共
産
党
は
、
ナ
チ
ス
の
力
を
過
少
評
偭
し
、
ナ
チ
ス
の
崩
壊
は
、
時
間
の
問
題 

で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
た
と
い
う
辦
実
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
芷
し

、

+

C

 

.以
上
に
お
い
て
、
邦
訳
第
一
巻
の
内
容
を
な
し
て
い
る
原
著
の
前
半
に
つ
い 

て
、
■と
く
に.
ド
ィ
ッ
社
会
民
主
党
を
中
心
と
す
る
.ョ
ー
ロ
ッ
パ
労
働
運
節
の
失 

敗
の
原
因
に
関
す
る
著
者
の
理
論
的
な
把
振
に
つ
い
て
筆
者
は
簡
単
な
考
察
を 

試
み
た
。
前
半
だ
け
し
か
紹
介
す
る
余
裕
が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
著
者 

の
理
論
的
な
特
興
性
が
も
っ
と

も

よ

く

に

じ

み

出

て

い

る

の

ft
、
主
と
し
て
贫 

半
で
あ
る
と
思
え
ば
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
書
評
も
何
程
か
、E

I

的
を
達
し 

え
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
著
者
自
身
の
立
場
に
つ
い
て
、
 

若
千
、
感
想
を
の.
ベ
て
み
た
い
と
思
う
。

蒸
者
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
ター

ル
は
、
現
在
ア
メ
リ
力
の
バ
I
ド
大
学
教
授
で
あ 

る
。

一
九
三
八
年
ア
メ
，リ
カ
に
亡
命
す
る
ま
で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
労
働
運

:

 

六.

八

(

五
五

6

)

動
め
渦
中
に
活
躍
し
た
第
：一
線
の
ジ

V
'

丨
ナ
リ
ス
ト
ら
し
く
、
叙
逮
の
方
法
や 

.理
論
的
な
把
握
は
、
#
よ

り
も
公
式
主
義
的
な
解
釈
を
排
除
し
て
、
あ
く
ま
で 

客
観
的
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
努
力
，が
み
な
ぎ
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
-そ
の
独 

特
の
理
論
と
相
ま
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
心
を.

と
ら
え
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場 

-

に
立
つ
労
働
運
動
史
の
叙
述
が
、
と..
も
す
れ
ば
お
ち
い
り
が
ち
な
左
翼
公
式
、王 

義
に
対
し
て
、
.本
書
が
深
い
反
省
を
せ
ま
っ
て
い
る
こ
，と
は
、
■何
人
も
認
め
な 

い
わ
け
に

'
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
邦
訳
表
神
川
、/
神
谷
両
氏
が
本 

書
に
、；

さ
れ
、
.す
ぐ
れ
た
訳
文
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
紹
介
し
て
，下
さ
っ

'
 

た
努
力
に
た
い
し
て

#

1 ;

を
表
す
る.

も
0

で.

あ
る
。
し.

か.

し
讓
者
が
、
こ.

の
#
 

を
読
ん
で
、
も
っ
と
も
強
く
感
じ
た
こ
と
は
、
著
者
が
、
こ
の
時
期
の
ョー

口 

ッ
パ
労
働
運
動
の

"

悲
劇
性

"

，を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
'一
種

の

宿

命

感

.に
お
ち 

い
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
社
会
民
主
主
義
政
党
と 

し
て
も
っ
と
も
古
い.

歴
史
を
諮
る
社
会
民
主
党
と
、
も
っ
•と
も
強
力
な
共
産
党 

と
を
も
つ
ド
ィ
ッ
の
労
働
者
階
級
の
遮
動
が
、
な
ん
ら
見
る
べ
き
組
織
的
抵
抗 

.も
な
し
に
チ
チ
ス
の
軍
門
に
下
っ
た
と
い
う
ぞ
の
歴
史
的
な
悲
劇
を
強
調
す
る 

こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
誤
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
悲
劇
の
原
因 

——

著
者
に
よ
れ
ば
、
プ
レ
ッ

シ
ュ
ア.

グ

ル
ー
プ
的
思
考
様
式
と
積
極
的
建 

設
的
な
政
策
の
欠

'
如
と
の̂

M—

が

、
あ
た
か
も
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
に 

と
っ
て.

皆
^

^

に
さ
け
が
た
か
っ
た
か
の
よ
う
に
力
説
‘さ
れ
て
い
る
こ
と
で 

あ
る
。
し
か
し
肇
者
は
思
う
。
社
会
民
主
主
義
の
実
践
的
政
策
の
欠
如
と
と
も 

に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
到
来
こ
そ
、
ま
こ
と
に
現
代
社
会
の
宿
命
で
あ
り
、
し
か 

も
こ
の.

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
形
成
が
、
何
程
か
、
下
か
ら
の
大
衆
の
支
持
の
上
に

(

盲E
E

的
な
ー
.

)

そ
の
力
を
増
大
し
て
ゆ
く
こ
と
の
う
ち
に
悲
劇
が
伏
^
^
し
て 

い
る
。
资
働
遮
動
が
悲
劇
に
お
ち
い
る
か
ど
う
か
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る 

こ
の
肓
问
的
な
支
持
か
ら
大
衆
を
め
ざ
め
さ
せ
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
で 

は
な
い
だ
ろ
う
か
？

(

岩
波
現
代
叢
書
I
 
•
几
.

各
ニ
〇
〇
H
Z) 

I―

一
 

九
五 

九
.

四

.
七------------------

•

(

飯

田

鼎

)
•

宇野弘
蔵著'

『「

資

本

論

」

と

社

会

主

義

』

.

本
書
は
我
が
圍
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学

#

の
重
鎮
で
あ
る
宇
野
氏
が
、
科 

学
と
し
て
の
経̂

学
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
経
済
学
の
理
論
創
造
に
取
り
組
む

i 

基
本
的
な
態
度
に
つ
い
て
、
嘗
簡
の
形
式
で
自
己
の
考
え
を
あ
ら
わ
し
た
も
の. 

で'

あ
る
。
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の.

問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
彼
独
自
の
理
解
が
录
さ 

れ
て
い
る.

が
、
そ
の
問
題
点
は
極
め
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
等
し 

く
関
心
を
持
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
莉
学
は
、
理 

論
と
実
践
の
関
係
に
叨
確
な
解
明.

を
与
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は「

マ
ル 

ク
ス
茧
義
哲
学
者
が
、
科
学
と
.い
え
ば

、
自
然

1

を
意
味
す
る
も

の

と

し

、 

人
間
の
実
践
活
動
を
対
象
と
す
る
社
会
科
学
は
そ
れ
に
附
随
し
て
考
え
る
：

——

 

と.

い
ぅ
現
在
ま
で
の
状
態」

と
関
係
し
て
い
る
。
こ
こ
に
経
済
学
者
と
し
て
著

書

評

双

び

紹

介

.

者
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
問
題
意
識
が
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
問
題
意
識
が
ら 

理
論
と
し
て
の
、
若
し
く
は
科
学
と
し
て
の
経
済
学
に
当
然
眼
を
向
け
て
行
く 

こ
と
に
な
る
。
で
は
理
論
，と
実
践
の
関
係
を
ど
の
よ
.う
に
と

ら

え

た

らよ
い
の 

か
。
こ
こ
で
箸
者
は
よ
く
い
わ
れ
るr

理
論
と
実
践
の
統
一」

を
次
の
よ
う
に 

理
解
す
る
。
そ
れ
は
，f

理
論
が
実
践
活
動
の
基
準
と
し
て
役
立
つ
こ
と」
で
あ 

り
、
理
論
が「

実
践
的
な
活
動
に

4

っ
て
そ
の
ま
ま
獲
得
さ
れ
る」

こ
と
を
意 

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
実
践
と
は
こ
の
場
合
何
を
さ
す
か
？

彼
は
実 

践
を
わ
け
て
日
常
的
実
践
と
政
治
的
実
践
と
研
究
室
の
実
践
の
三
つ
と
す
る
。
 

日
常
的
実
践
と
は
人
間
の

0

常
の
行
為
、
不
行
為
を
さ.

し
.、
政
治
的
実
践
と
は

「

積
極
的
に
現
在
の
政
治
を
支
え
る
も
の
と
、
こ
れ
に.

反
対
す
る
も
の」

か
ら 

成
り
、
研
究
室
の
実
践
と
は
前
ニ
者
と
異
な
り
対
象
自
身
を
実
践
的
に
把
握
す 

、る

必

要

の

な

い

特

辣

な

実

践

で

あ

る

。

そ
し
て
マ

.

ル
.
ク

ス

主

義

で

い

う

理

論

と 

実
跋
の
統
一
と
.い
う
場
合
の
実
践
と
は
第
一
一
の
政
治
的
実
践
だ
け
を
さ
し
て
い 

る
と
す
る
。
だ.

か
ら
そ
の
実
践
は
政
治
的
組
織
的
活
動
を
意
味
す
る
。
そ
う
い 

う
一
定
の
戦
略
、
戦
術
を
も
つ
败
治
組
織
は
こ
の
場
合
、
社
会
主
義
を
め
ざ
す 

も
の
で
あ
り
、
理
論
は
そ
の
政
治
的
実
践.

に
役
立.

つ
も
の.

な
の
で
あ
る
。

彼
の
い
う
理
論
と
は
こ
の場
合
専
ら「

科
学
と
し
て.Q

経
済
学」

に
限
ら
れ 

る
。
そ

し

て
こ
の
場
合
マ

ル

ク

ス

の

『

資
本
論』

を
中
心
に
彼
独

自

の
経
済
学 

の
科
学
性
の
理
解
を
展
開
す
る
。
周
知

0

よ
う
に.
マ
_ル
ク
スは
経̂

31
論
家
で 

あ
る

と
共
に
す
ぐ
れ
た
政
治
的
実
践
家
で
あ
づ
た
。「

マ
ル
ク
ス
が経
済
学
の 

原
理
論
を
大
成
す
ざ
の
に
彼
の
社
会
主
義
®

a/.
'-場
と
実
践
連
動
と
が
非
常
に
重 

要

.^
役

割

を

も

っ
て
い
'た
こ.

と.
に
は
、
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。

.

し
か

し
そ
の
点

.

,

六
九 

S

S 1
■

一)

パ



は
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
実
践
的
立
場
が
ブ
ル
ジ
3

ァ
的
な
ィ
デ
才
ロ
ギ
ー
を
排 

除
し
て
、
真
理
を
把
摇
す
る
、
そ
れ
こ
.そ
人
類
的
立
場
に
立
つ
こ
と
に
役
立
っ 

た
と
理
解
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
.
。j

そ
し
て
、

そ
こ
で
'創
造
さ
れ
た
理
論 

は

「

何
人
に
も
、
た
だ
真
理
を
真
理
と
す
る
者
に
は
、
正
し
い
土
認
め
ざ
る
を 

得
な
い
か
ら
こ
そ
科
学
的
理
論

」
な
の
で
、
理
論
そ
の
：も
の
は
階
級
的
に
し
か 

理
解
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
.
い
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
著
者
は
科
学
は
上
部
構
造 

で.
は
な.
い.
と
い
う
結
論
ま
で
：ひ
き■だ
す
の
：で..あ
る
。
し.
か
も
こ「 .
の.
マ
ル
ク
ス
の.' 

資
本
論
の
理
論
を
研
究
者
が
把
握
す
る
に
は
，

「
何
も
政
治
的
な
組
織
的
実
践
に 

参
加
し
て
い
な
く
と
も
、
人
間
な
み
の
論
理
を
以
て
す

'
れ
ば
十
分
だ」 .

と
い
1
 

の
で
あ
るP

も
ち
ろ
ん
人
間
な
み
-の
論
理
と
ば
い
う
も
の
の
著
者
も
一
方
で
そ 

の
人
の
階
級
性
や
ィ
デ
オ
ロ
ギI
が
物
辦
を
有
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
を
妨
げ 

る
こ
と
を
認
め
る
。
だ
か
ら
著
岩
の
い
い
た
い
の
は
、
必
ず
し
も
政
治
的
実
践 

,
に
参
加
し
て
い
な
く
て
も
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
理
論
活
動
を
な
し
う
る
の 

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
そ
の
活
動
は
後
に
のベ
る
仕
方
•で
実
践
に 

役
立
つ
も
の
だ
と
も
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
の
.マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学 

者
と
し
て
の
姿
勢
が
な
い
わ
け
で
.
は
な
い
。
し
か
し
著
渚
は
経
済
学
理
論
と
政 

治
的
実
践
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
政
治
的
実
践
か
ら
理
論
が
：う
み
だ
さ
れ
る
と 

い
う
考
え
を
否
矩
し
，
理
論
活
動
の
独

S

他
を
強
調
す
る
。

で
は
さ

ら

に

立

入

っ

て

そ

の

皿
㈱
は

ど

の

ょ

う

な

も

の

で

あ

ろ

う

か

？
こ 

こ.
で
有
名
な
彼
の
分
類
が
.
で
て
く
る
。
す
な
わ

ち

r

経
済
学
の
理
論
的
研
究
に 

つ
い
て
、
そ
の
分
膝
を
三
つ
に
分
け
て
え
て
い
ま
す
。

簡
単
に
い
え
ば

、
. 

『

資
本
論』

の
よ
う
な
純
理
論
的
な
も
の
と
、そ
れ

か

ら僕
自
身
不
完
全
な
が

七

〇

c

五
五
—*D

ら
試
み.
て
来
た.『

経
済
政
策
論』

の
よ
う
な
、
資
本
主
義
の
世
界
史
的
発
展
過 

程
办
段
階
論
的
解
明
と
、そ
し
て
最
後
に
今
員
罾
の
研
究
所
で
何
とか
し
て
実 

規
し
て
み
た
い
；
と
考
え
て
い

る『

日
本
資
本
主
義
の
分
析

』

の
よ
う
な
、

f

 

分
析
と
で
も
い'う
'ベ
'き

も

の

とで.
あ
り
ま
す
。

j

原
理
論
、

段
階
論
、

譲

分
 

析
と
い
う

こ

の
分
類.
に
つ
い
て4'
う
小
ノ
し
理
解
を
深
め
て
み
よ
う
。

ま
ず
原
理
論.
で
あ
る
が
、.
こ_
れ
は
資
本
主
義■の
一
..般
的
運
動
法
則
を
明
ら
か 

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
.
た
め
に.「

資
本
主
義
の
理
論
的
世
界
像

」

を
つ
く
 

り

「

資
本
主
義
経
済
の
運
動
法
則
を
純
粋
な
形
で
展

_

さ
せ
る」

こ
と
に
主
眼 

が
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
過
程
を
対
象
と
は
し
て
い
る
が
、.
袖
象
的
純
理
論
的 

に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
、
そ
の
理
論
体
系
は

「

あ
た
か
も
資
本
主
義
社
会
の
発
展
. 

が
永
久
的
に
行
な
わ
れ
る
か
：の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る

」

わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
. 

.例
え
ば
恐
慌
は
こ
の
暾
理
論
の
段
階
で
く
り
か
え
し
あ
ら
わ
れ
る
法
則
と
し
て 

そ.
の
必
然
性
を
論
証
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
資
本
論
は
こ
の
点
で
⑽
畠
⑽
理 

論
体
系
と
し'
て
ま
だ
未
完
成
で
あ
り
し
が
も
不
徹
底
で
あ
る
。
未
完
成
な
点
に 

つ
い
て
は
第
一
巻
の
資
本
蓄
積
の
進
展
と
共
に
起
る
相
対
的
過
剰
人
口
の
増
大 

の.
法
則
と
そ
こ
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
窮
乏
化
法
則
、
さ
方
に
こ
れ
と
の
関
連
で 

第
三
巻
で
展
開
さ
れ
る
利
潤
率
の
傾
向
的
低
下
の
法
則
と
そ
の
法
則
か
ら
の
恐 

慌
の
解
明
等
々
を
あ
げ
て
.
い
る
。
不
徹
底
の
点
と
は
、
資
本
論
が
前
に
の
ベ
た 

一
般
砂
運
動
法
則
を
解
明
す
べ
き
も
の
な
の
に
、
資
本
主
義
社
会
の
発
生
、
発 

展
、
消
滅
の
法
則
の
暴
露
と
い
う
よ
り
歴
史
的
、
具
簾
研
究
が
入
り
こ
み
、 

往
々
に
し
て
入
は
こ
れ
を
理
論
と
歴
史
の
統
二
と
し
て
安
易
に
考
え
て
し
ま
い 

が
ち
な
点
で
あ
る
。
.
彼
は
こ
の
ニ.
つ
の
研
究
を_

す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
理

H I

論
も
純
化
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
考
え
ら
れ
た
彼
の
原
理
論
の
中
心
に 

は
労
働
力
を
も
商
品
化
し
て
し
ま
う
価
値
法
則
の
質
徹
が
す
え
ら
れ
、
独
自
の 

恐
慌
論
ま
で
の
体
系
が
.
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
わ
け
だ。

.

と

こ

ろ

で先
程
峻
別
す
るこ
と

を
主
張
し
た
一
方
の
罾
ホ3£
義
社
会
の
発 

生
、
発
展
、
消
滅
の
法
則
の
研

i

九
は
次

の
段
階
論
の
研
究
なの
で
あ
る。
㈱̂
- 

の
資
本
主
義
社
会
を
想
萣
し
た
原
理
論
では
、
資
本
主
義
社
会
はい
つ
ま
で
も 

存
統
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対

し

、
段
階
論
で
は
資 

本
主
義
が
世
界
史
的
に
展
開
し
た
歴
史
的
過
程
：が
，明
ら
か
に
さ
れ

.
る
。.

従
っ
：て 

そ
こ
で
は
重
商
主
義
、
_

曲
主
義
、
.帝
国
主
義
と
い
う
特
定
の
発
展
段
階
の
究 

明
が
さ

れ

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

ヒ

ル

フ

ァ
1

デ
ィ
ン
ダ
の「

金
融
資
本
論」

の
如
き
は
、
原
理
論
のi

定
を
そ
の
ま
ま
持
ち
こ
み
、
そ
の
た
め
具
体
的
な 

金
融
資
本
の
解
明
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
。
レ
ー
ニ
ン
の

r

帝
国
主
義
論」 

は
こ
の
点
で
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
は
い
る
が
、

.

こ
.の
区
別
の
意
識
がま
だ
徹
底 

し
て
い
な
い
個
所
、加
ニ
、
三
み
う
け
ら
れ
る
。
要
す
る
に
.段
階
論
は
単
な
る
理 

論
の
例
証
で
は
な
い
。
そ
れ
，は
.
ま.
た
.原
理
が
想
定
す
る
純
粋
の
資
本
主
義
社
会 

が
そ
れ
向
身
で
の
特
定
の
発
展
段
階
を
実
現
す
る
と
い
う
関
係
で
も
な
い
。
む 

し
ろ
原
理
論
で
はi

の
資
本
主
義
の
発
展
を
想
定
し
、

(

事
実
ィ
ギ
リk

.

で
’
 

は
あ
る_

に
そ
の
よ
う
な
発
展
に
近
似
的
に
■接
近
し
た
が)

段
階
論
で
は
結 

局
そ
の
傾
向
が
逆
転
し
宋
期
的
現
象
を
录
し
資
本
主
義
社
会
の
歴
史
的
眼
界
を 

あ
ら
わ
す
こ
と
を
具
体
的̂
実
で
論
証
し
な
く
て
は
な
ら
.
な
い
，。
そ
こ
で
国
家 

と
そ
の
政
策
や
貿
易
や
植
民
地
等
の
諸
要
因
が
、

一
矩
の
袖
象
性
を
も
っ
て
対 

象
に
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
同
一
段
階
で
の
タ
イ
プ
の
問
題
、
例
え
ば

書

評

及

び

紹

介

金
融
資
本
の
タ

ィ

プ
の
問
題
も
展-^
さ
れ
る
。さ
ら
に
戦
争
の
必
然
性
の
問
題 

は
こ
の
分
野
で
明
ら
か
に'さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
世
界
史
的
発 

展
段
階
に
応
じ
た
戦
争
の
他
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
のnz

標

は「

資
本
主
義
の
世
界
像
に
よ
っ
.
て
得
ら
れ
る
理
論」(

原 

理
論)

:
を
基
準
と
し.
て
分
析
し
、
具
体
的
歴
史
過
程
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す 

る
こ
と'
に
あ
る
。
そ
こ
■で
は
原
理
論
で
は
入
り
え
な
い
外
国
市
場
の
問
題
や
そ 

の
他
原
理
的
法
則
か
ら
み
れ
ば
不
純
な
要
因
が
入
？
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
こ 

'

に
完
結
的
な
原
理
的
法
則
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
方
で
は
原
理 

論
の
体
系
化
を
完
成
し
、
法
則
を
ひ
き
だ
し
、
そ
れ
に
基
く
分
析
に
よ
っ
て
そ 

.

の
特
殊
性
を
歴
史
的
段
階
的
に
規
定
す
る
こ
'と
が
課
題
と
な
る
。
こ
こ
で
著
者 

，は
但
書
を
つ
け
る
。
自
然
科
学
と
異
な
り
、
社
会
科
学
こ
と
に
経
済
学
に
お
い 

■

て
は.
、
そ
の
理
論
に
よ
っ
て
直
接
役
に
立
つ
こ
と
は
な

.
い
。
例
え
ば
ィ
ン
フ
レ 

の
問
題
に
し
て
も
或
い
は
戦
争
の
必
然
性
の
問
題
で
も
こ
れ
を
理
論
に
よ
っ
て 

そ
の
阻
止
策
、
解
，決
策
を
考
え
る
こ
'i
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
政
策
の
問
題
で 

_

あ
り
政
治
の
問
題
な.の
で
、

マ
ル
クス
、3£
義
の
政
党
も
せ
♦

王
義
ま
双
に
双* 

て
得
る
倩
勢
が
ら
政
策
を
た
.
て
る
の
で
あ
っ
て
科
学
的
に
決
足
さ
れ
る
政
策
が
：
 

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
.段
階
論
で
政
策
を
扱
う
の
は
そ
う
い
う
政 

策
学
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
資
本
主
義
の
歴
史
的
発
展
段
階
の
僻
質
の
規
定
と 

い
う
角
度
か
ら
さ
れ
る
も•の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
政
策
学
と
し
て
は
経
済 

学
が
成
立
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
資
本3£
義
の
歴
史
的
限
界
も
あ
る
わ
け
で
あ 

.
，る
。.

こ
の
点
と
共
.に
資
本
主
義
社
会
の
崩f

指
余
す
る' 
一
般
的
危
機
も
ま
た 

理
論
的
論
証_
は.
で
き
な
い。
' だ
が
ら
資
本
主
義
社
会
の
発
生
、
発
展
、
寄
生
化

• 
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ま
で
は
段
階
論
の
で
あ
る
が
、

i

の
消
滅
の
問
題
は
よ
り
具
体
的
な
革. 

命
の
必
然
性
の.
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の 

、王
体
的
行
動
が
童
要
と
な
っ
て
く
る
め
で
あ
る
。こ
の
行
動
は
現
状
分
析
と
そ 

こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
情
況
判
断
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
こ 

そ
理
論
が
実
践
に
役
立
つ
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
0
も
ち
ろ
ん
経
済
学
の
最
後 

の
分
野
で
あ
る
現
状
分
析
は
、
そ
.の
実
践
と
そ
の
た
め
の
見
通
し
と

一应
区
別 

さ

れ
-#
え
ら
れ
た
社
会
の
囊
的
分
析
を
目
的
と
す
る
。
.

例
え
ば
日
本
資
本
主
義
の
分
析
で
あ
る
。
そ
こ.
で
は
、
资
本
主
義
の
基
本
的 

原
理
や
世
界
史
的
発
展.
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
出
来
る
だ
け
具
；

に
日
本
経
済 

の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
分
析
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
'0

著
者
は
こ
の
よ
う
な
分
析
こ
そ
経
済
学
者
の
実
践
の
窮
極
のs

標
で
あ
り
、
 

原
现
論
も
政
策
論
も
す
ベ
て
そ
の
た
め
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
点
で
は
い
.わ 

ゆ
る
労
農
派
に
も
講
座
派
に
も
夫
々
に
欠
if
f
が
指
摘
さ
れ
る
。
^
員
派
に
つ
い 

て
い
え
ば「

単
に
原
理
的
に
論
証
さ
れ
た
法
則
が
、
現
実
の
過
程
の
内
に
も
確 

認
せ
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、

分
析
し
た
：と
は
い
え
な
い
。」

そ
れ
で
は
個 

々
の
特
殊
な
性
質
は
明
ら
か.
に
な
ら
ず
、
そ
れ
で
は
一
般
的
法
則
の
理
解
を
.も 

不
十
分
に
す
る
。
労
農
派
の
分
析
は
そ
の
点
で
十
分
で
は
な
い
。.
し
か
し
資
本 

論
で
示
さ
れ
た
原
理
的
法
則
を
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
、内
に
認
め
る
こ
と 

は
、
極
め
て
重
要
な
社
事
で
、
講
座
派
の
欠
龆
は
こ
の
点
で
経
済
学
的
分
析
を 

と
も
す
れ
ば
怠
っ
て
、
何
で
も
^

で
も
政
^

^
#

ぽ
性
で
^
#
け
る
と
こ
ろ
に 

あ
る
。
レ
I

ニ
ン
の「

ロ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
達」

は
こ
の
点
一
般 

的
法
則
の
確
認
に
留
り
、

ロ
シ
ア
資
本
主
義
の
®

性
を
明
ら
か
に
し
て
い
な

七
ニ 

(
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い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。

さ_
て
こ
の
現|

分
析
は
経
済
学
者
.の
独
自
の
研
究
実
践
の
成
果
で
あ
る
と
共 

に
前.
に
の
ベ•
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
の
的
#
通
し
に
役
立
ち
う
る 

し
、
役
立
つ
ベ
き
も.の
：で
あ
る
。.
し

か

し

こ

.
の
二
一

 

つ
も
ま
た
区
別
す
る
こ
と
が 

大
切
で
あ
る
。
政
党
の
戦
略
、

>

戦
術
を
直
接
決
定
す
る

「

客
観
情
勢
の
見
通
し

」 

に
は
そ
の
政
党
の
組
織
的
実
践
活
動
自
身
が
要
因
と
し
て
入
り
こ
む
か
ら
で
あ 

る
。
そ
し
て
経
済
学
者
の
分
析
は
そ
の
よ
う
な
政
治
的
立
場
に
立
た
な
く
て
も 

十
分
や
り
う
る
こ
と
な
の
.
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は
そ
の
政
治
的
立
場
に
と
っ
て 

も
役
立
つ
も
の
に
な
り5

る
と
い
ろ
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
他
帝
国
主
義
論
、 

社
会
主
義
社
会
の
法
則
論
に
つ
い
て
の
論
文
が
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
省
略 

す
る
。

以
上
紹
介
し
た
宇
野
氏
の
極
め
て
広
範
な
経
済
学
に
関
す
る
主
張
の
内
、
最 

も
基
本
的
と
思
わ
れ
る
点
で
幾
つ
か
問
題
を
指
摘
し
よ
う
。

第
一
の
問
題
点
は
理
論
と
実
践
に
つ
.い
て
で
あ
る
。
彼
が
規
定
し
た
の
は
マ 

ル
ク
ス
主
義
経
洛
学
者
の
理
論
活
動
と
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
の
実
践
活
動
の
特 

殊
な
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
麻
あ
り
う
る
養
勢
で
あ
り
、
安
易
に
理
論
と
実 

践
の
統
一
を

と
な
え
政
治
的
実
践
に
没
入
し
無
理
論
に
墮
し
て
し
ま
う若
の
多 

か
っ
た
日
本
で
は
正̂

い
警
告
さ
え
も
含
ん
で
い
る
。
し
か
しさ
ら
に
考
え
る 

と
そ
れ
は
理
論
と
実
践
の
統
一
で
扱
う
べ
き
問
題
の
極
く
特
殊
な

一
双
^
に
過 

ぎ
ず
、
こ
の
不
十
分
さ
か
ら
彼
の
論
理
的
に
明
確
な
整
理
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼 

の
主
張
は
真
に
創
造
的
な
も
の
にな
り
き
っ
て
い
な
い
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義 

経
済
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
の
外
侧
に
あ
り
理
論
活
動
を

通
じ
て
の
み
実
践
と
つ
な
が
り
を
持
つ
自
己
の
位
置
を
議
論
の
出
発
点
と
し
て 

い
る
。
そ
の
た
め
幾
つ
か
の
問
題
点
が
彼
の
一
風
明
確
な
論
理
の
中
に
し
の
び 

こ
む
。
そ
の
一
ば
マ
.ル
ク
ス
主
義
の
観
点
に
立
つ
理
論
活
動
は
政
治
的
実
践
か 

ら
直
ち
に
積
極
的
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
、
政
治
的
実 

践
は
现
論
創
造
に
と
り
消
極
的
意
義
し
か
も
た
な
い
と
い
う
ネ
ー
張
が
正
自
ル
さ 

れ
る
。
だ
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
場
合
も
政
治
的
実
践
が
科
学
的
な
眼
を
開
い
た
こ 

と
を
実
践
の
消
極
的
な
役
割
と
表
現
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
消
極
的
と 

表
現
す
ベ
き
で
は
な
く
、

マ
ル
ク
ス
の
場
合
は
政
治
的
実
践
こ
そ
が
科
学
的
経 

済
学
へ
の
情
熱
を
か
き
た
て
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
積
極
的
な
も
の
で
あ 

っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
若
は
政
党
に
.入
る
以
外
に
道 

は
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、

し
か
し
マ
ル
ク
ス
の
よ
。
な
政
治
的
実
践
と
理 

論
活
動
の
統
一(

そ
こ
で
は
明
ら
か
に
実
践
は
彼
の
科
学
創
造
の
第
—
の
支
柱 

で
あ•
っ
た)

を
想
う
と
き
、
政
党
の
内
外
を
と
わ
ず
経
済
学
者
に
と
っ
て
も

正 

し
い
政
治
的
実
践
は
芷
し
い
理
論
活
動
の
推
進
力
と
な
る
こ
と
を
^
え
ざ
る
を 

え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
政
治
的
実
践
即
理
論
活
動
で
枕
な
い
。
宇
滕
氏
は
旧
来
の 

マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
に
あ
.
る
卑
俗
な
実
践
主
義
を
認
め
、
こ
の
実
践
主
義
の
克 

服
を
考
え
ず
、
実
践
か
ら
理
論
べ
の
道
は
な
い
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

一.
方 

で
実
践
に
役
立
つ
理
論
活
動
や
実
践
活
動
の
科
学
的精
i

成
へ
の
双
胃
を
と 

く
だ
け
に
こ
の|?
ー
目
は
奇
妙4

な
る
。
そ
の
一
一
.の
問
題
は
こ
れ
と
関
係
し
科
学 

と
し
て
の
経
済
学
は
何
人
に
も
正
し
い
と
認
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う 

生
張
が
あ
る
。
し
か
も
一
方
で
経
済
学
研
究
に
と
り
研
究
者
の
階
級
的
立
場
と 

そ
の
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
童
要
な^is

を
認
め
る
。
問
題
は
そ
の
矹
を
か
ら
う
ま

.
書

評

及

.び

紹
.

介

. 

.-

れ
る
成
果
は
決
し
て
或
る
階
級
に
だ
け
受
け
.い
れ
ら
れ
他
の
階
級
に
受
け
い
れ 

ら
れ
ぬ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
に
あ
る
。
こ
の
場
合も
宇
野
氏
の 

考
え
が
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
従
来
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
間 

に
安
易
な
態
度
が.
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
罾
済
学
の
科
学
性
を
強
調
す 

る
ど
と
は意
味
が
あ
る
。'し
か
し
科
学
性
の
強
調
は
宇
野
氏
の
方
法
で
は
果
し 

え
な
い
。
そ
こ
で
強
調
ず
べ
き
論
点
は
科
学
的
成
果
が
琪
実
の
内
部
に
あ
る
真 

理
を
表
わ
す
も
の
だ

と

い

う

こ

と

、

こ

.
の
真
理
を
探
求
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
.
 

一
定
の
㈱

趴
的
立
場
と.
そ
の
悤
想
に
甚
礎
を
お
く
^
罾
が
あ
る
こ
と
、
従
っ
て 

.
そ

こ

か

ら

诚

果

が

う

ま

れ

.で

る

ま

で

に
は
多
く
の
科
学
的
操
作
が
必
要
な
の
だ 

が
、
そ
の
た
め
に
も
階
級
的
立
場
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
だ
か
ら 

■
そ
の
真
理
性
の
論
証
は
何
人
に
も
受
け
い
れ
ら
れ
る
と
い
う
点
に
お
く
べ
き
で 

な
ぐ
、
ま
ず
、
経
済
学
が
事
実
の
内
的
な
関
連=

本
質
を
と
ら
え.
る
も
の
で
、

-

決
し
て
主
観
的
創

造(

そ
の
衷
返
し
は
つ
ま
ら
'ぬ
客
観
主
義
：と
な
る)

に
满
足 

'

す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
前
面
に
打
ち
出
す
ベ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
そ
の
よ
う 

.

な
官
1

性
が
各
人
に
と
り
ど
の

よ
う
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
か
と
問
題
を
展
開
す. 

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
い
ろ
い
ろ
の
階
級
的
立
場
：に
立
つ
人 

...々
に
も
影
#

を
与
え
ず
.̂
は
お
か
ず
、
真
理
を
求
；め
る
人
々
は
そ
の
真
理
性
を 

認
め
ざ
る.
を
え
.な
い
こ.
と.
す
ら
否
定.
す
る
必
要
も
な
い
。
し
か
し
こ
：
れ
を
全
く 

.
手
放
し
で
い
え
杖
正
確
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
宇
野
氏
自
身
認
め
る
よ
う
に
•一
 

定.
の
思
想
的
立
場
に
よ
り
科
学
的
な
眼
は
晴
れ
た
り
®

っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ 

る
。
科
学
的
な
眼
が
暴
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
私
け
真
理
性
の
認
識
も
鈍
く
な
る
。

.
従

ゲ

て

従

来

の

人

間

せ
#
を
対
象
と
す
る
れ
#

#

^

に
お
い
て
は
ど
う
し
て
も

. 
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そ
の
科
学
性
は
階
級
性
を
も
た
.
ざ
る
を
え.
な
：い
：の
で
あ
る
。
従
来
余
り
に
も
こ 

の
思
想
的
立
場
と
そ
科
学
創
造
の
推
進
力
だ
と
す
る
見
解
が
安
易
に
横
行
し
て 

い
た
の
に

対

し

宇ヾ
#
氏
が
そ
の
科
学
性
を
強
調
し
た
と
と
に
は
意
味
が
あ 

る
。
だ
が
そ
れ
は
普®

的
科
学
性
だ
け
の
.一
面
的
主
張
と
と
ら
れ
る
仕
方
で
な 

さ
れ
る
限
り
決
し
て
論
理
的
で
は
な
い
。
問
題
は
い
か
に
し
て
思
想
的
立
場
と

. 

#

学
性
が
統
ー
さ
れ
る
か
と
い
ぅ
こ
と
であ
り

.、
い'
か
に
じ
て
^
^
^
の
科 

学
的
方
法
を
そ
の
思
想
的
立
場
.
が.
ら.
ひ
き
だ
しT

く.
る

か.
と
い
ぅ.
こ
と
で
.あ 

る
。
か
く
し
て
と
の
問
_

の
^
心
で
あ
る
三
つ
因
の
問
題
点
に
入
ら
ざ
る
を
え 

な
い
。
そ
れ
は
理
論
と
実
践
の
統
一
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宇
野
氏
は
政
治
的
実
： 

践
と
31
1
-
論
活
II
の
^

一
 

と
し
て
こ
れ
ら
を
と
ら
え
た
。
,

ぞ
れ
は
た
し
か'̂
こ「

の 

点
で
も
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

•

し
か
し
こ
の.
面
で
も
宇
野
氏
の
主
張
.
が
決. 

し
て
論
理
的
に
筋
を
通
し
て1;
な
い
こ
と
は
既
に.
み
た
。
こ
の
よ
う
な
.
夂
|§
は 

理
論
と
実
践
の
問
題
を
も
っと
深
い
認
識
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
い
铍
の
思 

想
そ
の
も
の
か
ら
き
て
い
る
。
そ
し
て
経
済
学
の
科
学
浊
の
認
識
の
問
題
に
も 

当
然
こ
の
欠
略
が
反
映
し
、
主
襯
的
な
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
主
張
は 

正
し
く
な
い
結
論
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
点
を
鋭
く
つ
い
て
い
る
の

. 

は
経
済
®

I

三
四
年
四
月
号
の
宮
崎
庫
一
氏
の

「

理
論
経
済
学
の
方
法
と
歴
史 

記
述
の
方
法‘」

で
あ
る
。
理
論
と
実
践
の
統
一
は
ま
ず
人
間
、の
認
識
の
問
題
と 

し
て
提
起
さ
れ
な
く
て
は
だ
ら
な
い
。
何
故
か
、
人
間
の
認
識
こ
そ
あ
ら
ゆ
る 

理
r

ra
f

と
あ
ら
ゆ
る̂

践
活
靡
を
貧
い
，て
そ
の
基
礎
，を
な
す
も
の
だ
か
ら
で 

あ
る
。
宇
野
氏
は「

入
間
の
思
惟
に
真11
性
を
保
証
す
る
も
の
は
、
人
間
の
実
'
 

践
で
あ
る」

と
い
う
喻
物
論
の
認
識
論
を
全
く
正
し
い
と
い
う
。
し
'か
し
彼
は

_ 

'
 

.
七
四

(

五
'五
六)

こ
こ.

ら
論̂

^
移
し
>'
:
社
会
科
学
の
理
論
'と
実
践
の
問
題
で
は
そ
う 

簡
举
に.
行
か
ぬ
：ど̂

i

す

:^
。
で
は
認
識
論
と
彼
の
い
う
社
会
科
学
の
理
論
と 

実
践
の
：関
係
と
は
；ど
の
よ
う
な
関
係
；に
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
彼
は
.社
会
科
学
に 

お
い
て
は
実
践
は
そ
：の
：ま
ま
理
論
活
動
に
役
立
た
ぬ
と
い
う
い
い
方
で
、
こ
：の 

.

問
題
の
徹
底
的
追
求
を
さ'け
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
認1

に
お
け
る11
論
と 

.
実
俄.
の
統
一.
に
つ
い̂

の.
彼
の.
理
解
も
果
し
て
，正
し
い
.
か
ど
う
か
を
考
え
さ
せ.
 

、
て
し
ま
う0

確
か
.に
経
済
学
の
場
合
個
人
の
日
常
的
実
践
や
政
治
的
実
践
が
そ 

の.
ま.
咬
理
論
創
造
に
役
立
つ
と
い
う
関
^

で
は
な
い
0
で
は
全
く
無
関
係
な
の 

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
一
切
.の
人
間
の
実
践
行
為
は
人
間
の
認
識
過
程
の
第 

|
歩
を
形
成
す
る±

に
こ
の
上
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
歩
と
は 

人
間
の
感
性
的
認
識.で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
！
！！！

こ
そ
は
人
間
の
実
践
行0J
と 

不
可
分
に
結
び
つ
い
たも
.

の
な
の
で
あ
る
。
.
こ
の
感
性
的
認
識
を
抜
き
に
し
て 

■

一'
足
と
び
に
経
済
学
の
理
論
創
造
活
動
を
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ 

か
ら
経
済
学
の
理
論
的
認
識
の
背
後
に
も
必
ず
感
浊
的
認
識
が
あ
る
。
そ
れ
は 

宇
野
氏
の
い
わ
れ
る

「

商
品
経
済
社
会
に
お
け
る
個
人
的
実
践
が
社
^

的
^
実 

と
し
て
実
現
す
る
も
の

」

に
つ
い
て
の
認
識
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
.
 

経
済
の
：諸
現
象
、
馨
実
は
ま
ず
素
材
と
.
し
て
，あ
ら
わ
れ
、
そ
の
限
り
で
そ
の 

認
識
は
ま
ず
感
性
的
認
識
の
段
階
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
研
究
者
の
：

II

常 

的
或
い.
は
政
治
的
実
践.
は
こ
の.
感
性
的
認
識
を
豊
富
に
さ
せ
鋭
く
さ
せ
る
。
夫 

々
の
階
級
的
立
場
に
ょ
り
科
学
的
に
眼
が
開
け
る
と
か
開
け
な
い
と
い
う
場 

合
、
そ
れ
は
ま
ず
感
性
的
認
識
の
段
階
で
い
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
常 

的
、
政
治
的
実
践
は
正
し
い
感
性
的
認
識
を
育
て
る
の
に
役
立
つ
。
正
し
‘い
感

性
的
認
識
と
は
芷
し
い
理
性
的
認
識
へ
と
人
問
を
進
ま
し
め
る
原
動
力
で
あ 

る
。
i

主
義
や
主
観
、

H
i

義
の
欠
邮
は
歪
め
ら
れ
た
感
性
的
認
識
の
上
に
構
築 

さ
れ
た
た
め
に
起
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
実
の
経
済
の
素
材
か
ら
芷
し
い
感 

性
的
認
識
を
う
る
こ
と
は
理
論
活
動
の
第
一
：步
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、 

こ
の
点
で
日
常
的
政
治
的
実
践
と
深
く
結
び
づ
い
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
も
ち 

ろ
ん
、
ス
ミ
ス
、
リ
ヵI
ド
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
に
到
る
ま
で
の
経
済
学
者
は
そ
の 

良
き
例
で
あ
る
。
但
し
こ
の
段
階
は
あ
く
ま
で
第
一
歩
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
理 

蚀
的
認
識
の
段
階
へ
と
入
る
。
こ
こ
で
は
感
性
的
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
物
事

_ 

の
本
質
、
内
的
な
法
則
が
人
間
の
理
性
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
.場
合
の
理 

性
的
認
識
と
は.
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？

社
会
科
学
の
場
合
そ
れ
は
現
実
を
よ

. 

り
よ
く
理
解
す
る
た
め
の
意
識
的
な
思
考
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
柚
象
化
の
能
力 

や
論
理
方
式
や
人
間
の
認
識
に
つ
い
て
の
®
^

や
ら
が
う
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ 

の
方
向
が
正
し
い
感
性
的
認
識

—

>
正
し
い.
理
性
的
認
識
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
そ 

こ
か
ら
さ
ら.
に
高
次
の
感
性
的
認
識
べ
と
員
り
、
さ
ら
に
理
M-
:
的

認

識

へ

高

ま
 

っ
て
行
く
こ
と
に■な
る
？
通.
性
的
認
識
そ
の
も
の
のi l
練
は
も
ち
ろ
ん
^
要
で 

あ
り
、
そ
の
正
し
い
は
あ
く
こ
そ
感
性
的
認
識
の
狭
さ
を
の
り
こ
え
て
事
物
の 

本
質
の
認
識
を
可
能
な
ら
し
.
め
る
。
し
か
し
感
性
的
認
識
は
理
性
的
認
識
の
方 

向
づ.
け
を
行
な
う
も
の
で
あ
り
そ
れ
と
共
に
科
学
活
動
に
と
り
不
可
欠
の
'要
素 

で
あ
る
。
か
く
し
て
認i

で
の
i

と
実
践
の
統
一
は
せ
♦
お
学
の
力
ぬ
を 

も
^

^

な
仕
方
で
貧
い
て
い
る
と
い'.え
よ
う
。.
こ
..の
よう

に
宇
滕.
氏.
ガ
認
識
論. 

に
つ
い
て
不
明
確
な
理
解
を
も
っ
て
い
る
の
は
ど
こ
に
最
大
の
原
因
が
あ
る 

か
。
そ
れ
は
今
不
十
分
な
が
y

指
摘
し
た
真
に
唯
物
的
な
認
識
の
不
徹
底
な
こ

書
評
取
び
鉑
介

 

、

.

と
に
あ
：る
が
、
他
方
主
観
的
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
不
徹
底
を
助
け
た
の 

は
彼
の
弁
証
法
に
つ
い
て
の
無
理
解
か
ら
く
る
。
彼
は
自
ら
こ
の
点
が
よ

く

理 

解
さ
れ
な
い
と
の
ベ.
て
い
る
。
周
知
のi

う
に
弁
証
法
は
辦
物
の
発
展
、
運
動 

.

に
つ
•い
て
の
法
則
と
そ
の
発
展
が
い
が
に
し
て
諸
要
素
の
相
互
関
係
か
ら
お
こ 

る
か
に
：：つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
観
察
方
法
で
あ
る
。
彼
の
主
張
を
み
る
と
種
々
の 

要
素
を
区
別
し
規
定
す
る
点
が
前
面
に
でて、
そ
の
相
互
の
関
連
が
極
めて

機 

械
的
に
な
り
や
す
い
こ
と
に気
づ
く
。
そ
の
上
に
各
々
の
個
別
面
で
の
因
果
関 

連
が
追
求
さ
れ
、
そ
の
面
で
は
す
ぐ
れ
た
論
理
力
を
発
扼
さ
れ
、
そ
れ
は
さ
ら 

に
対
比
の
論
理
に
ま
で
発
展
す
る
。
た
だ
事
実
の
内
的
関
連
を
正
確
に
と
ら
え 

る
弁
証
法
の
理
解
が
不
十
分
な
た
め

(

こ
れ
は

ff
i

申
の

こ
れ
ま
た
を
^

な
弁
証 

法
理
解
へ
の
反
対
か
ら
う
ま
れ
た
と
も
思
え
る

)

理
論
と
実
践
に
つ
い
て
み
た 

よ
う
に
一
見
明
確
な
論
理
が
、
実
は
機
械
的
な
関
連
に
お
い
て

の
み
つ

か
ま 

れ
、
活
き
活
き
と
し
た
観
念
に
よ
る
事
実
法
則
の
再
現
の
理
論
体
系
に
な
っ
て 

ぃ
な
ぃ
。

.
彼
の
い
わ
ゆ
る
経
済
学
体
系
の
三
分
野
説
は
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
る
。 

こ
こ
で
も
従
来̂

畠
に
一
つ
か
み
に
考
え
ら
れ
て
い
た
罾
罾
^

の
双
_

双
_
を 

整
理
し
区
別
し
た
意
義
は
大
き
い
。
に
も
か
が
わ
ら
ず
原
理
論

4

段
階
論
4

現 

状
分
析
の
区
別
の
論
理
が
納
得
的
で
な
い
の
は
何
故
か
？

こ
こ
で
問
題
は

一
一
 

つ
に
分
か
れ
る
。
そ
の
，
一
は
こ
の
区
分
を
正
し
い
と
し
た
場
合
の
こ
れ
ら
彐
分 

野
0 .

相
互
関
連
の
問
題>
 

そ
の
二
は
こ
の
区
分
が
果
し
て
経
済
学
の
理
論
活
動 

を
.

正
：確
に
整
理
し.

て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
、、
で
あ
ろ
5

。
第
一
の
問
題
に
つ 

い
て
は
：

「

経
済
学
批
判i

i

に
粆
る
方
法
論
に
従
え
ば
ま
ず
1

実
か
ら
の

'

•

.

七

五

(

五
五
七)



下
昀
に
始
ま
り「

完
全
な
表
象
が
蒸
発
さ
せ
ら
れ
て
柚
象
的
規
定」

が
う
み
だ 

さ
れ
、
次
に
そ
の「

抽
象
的
證
定
が
思
惟
の
道
を
と
お
っ
て
具
体
的
な
も
の 

のM
：

生
塵
に
到
達
す
る
0」

こ
の
下
向
法
扒
上
向
法
の
適
用
と
し
て
マ
ル
ク
ス 

に
お
い
て
はr

経
済
学
批
判
体
系」

.

の
プ
ラ
ン
が
作
ら
れ
て
行
く
。
し
か
も
こ 

の
方
法
の
適
用
は
決
し
て
一
回
的
な
も
の
で
な
く
た
え
ざ
る
繰
り
返
し
の
中
で 

杣
象
化
が
：辦
実
と
つ
き
あ
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
高
次
の
理
性
的
認
識
と
し
.て
結
晶 

し
、
そ
れ
が
ま
た
具
体
的
靡
実
の
よ
り
正
確
な
把
握
を
う
み
だ
す
。
.そ
こ
で
は 

感
俛
的
認
識—

理
性
的
認
識(

諸
概
念
規
定
と
諸
概
念
相
互
の
関
連
と
運
動
に 

よ
る
形
式
論
理
を
含
む
弁
証
法
的
な
論
理
構
成)

—
よ
り
高
次
の
感
他
的
認
識 

—

よ
り
高
次
の
理
性
的
認
識
と
い
う
思
惟
の
運
動
が
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
 

宇
野
氏
の
三
段
階
論
に
は
か
か
る
思
惟
の
運
動
ば
み
ら
れ
ず
む
し
ろ
原
哩
|
段 

階
丨> 
分
析
と.
い
う
一
方
的
関
係
が
強
調
さ
れ
る
。.
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
に
お
.い 

て
も
そ
う
し
た
認
_
運
動
の
成
果
と
し
て
の
経
済
学
の
体
系
で
は
ま
ず
最
も
抽 

象
的
な
資
本
一
般
の
埋
論
か
ら
始
ま
り
世
界
市
場
、
恐
慌
ま
で
の
具
体
的
事
実 

へ
の
上
向
の
過
程
に
終
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
底
に
は
独
自
の
認
議
動
が 

働
い
て
い
る
。
宇
姆
氏
の
場
合
に
は
そ
の
認
P

3 1
動
は
極
め
て
不
明
確
で
あ
り 

寧
ら
独
特
の
機
械
的
な
上
向
法
の
適
用
に
よ
る
一
方
的
交
'通
が
前
面
に
で
て
い 

る
。
素
材
よ
り
の
妯
象
化
が
な
い
わ
げ
で
は
な
い
が
、
帝
国
主
義
時
代
の
素
材 

は
原
理
の
体
系
化
に
は
む
し
ろ
不
都
合
で
あ
る
と
判
断
し
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
り 

与
え
ら
れ
た
精
破
な
概
念
規
矩
を
利
用
し
、
そ
の
た
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
専
ら
論. 

理
カ
に
た
よ
る
方
向
で
原
理
論
の
純
粹
化
を
図
る
と
い
う
。
だ
か
ら
段
階論

-
, 

現
状
分
析
の
よ
り
高
次
の
感
性
的
認
識
が
原
理
論
に
と
っ
て
は
全
く
結
果
と
し

•
.
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て
の
み
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
高
次
の
原
理
論
を
う
み
だ
す
素
材
と
し
て 

は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
こ
こ
に
宇
野
氏
の
非
弁
証
法
的
非
唯
潔
な
認
議
動
が 

存
莅
す
る
。：
だ
：か
ら
段
階
論
は
原
理
論
を
基
準
と
す
る
分
析
に
す
ぎ
な
く
な 

り
、
法
則
の
具
体
的
現
実
.6

D
中
で
の
貫
徹
と
い
う
上
向
法
の
視
点
す
ら
見
失
わ 

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
で
は
正
し
い
認
識
運
動
の
成
果
と
し
て
の
経
済
学
の 

体
系
は
果
し
て
宇
野
氏
の
''区
分
で
正
確
に
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
私 

に
は
そ
う
思
わ
れ
ぬ
。
何
故
か
？

私
は
プ
ラ
ン
の
体
系
の
資
本
一
般
を
資
本 

論
が
実
現
し
、
残
り
が
今
後
完
成
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
資
ネ
論
は 

あ
の
プ
ラ
ン
の
資
本
一
般
そ
の
ま
ま
の
実
現
で
は
な
い
。
特
に
第
三
巻
で
は
資 

本
の
競
争
、
信
用
、
土
地
所
有
、
市
場
価
格
、
諸
®

級
等
の
展
開
が
さ
れ
て
お 

り
、
こ
の
発
展
こ
そ
必
要
な
の
で
あ
る
。
' こ
こ
に
つ
づ
く
発
展
の
過
程
に
帝
国 

主
義
論
も
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
資
本
の
一
般
的
運
動
法
則
の
一
つ
の 

資
本
主
義
社
会
内
部
で
の
究
明
が
そ
の
主
眼
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は 

プ
ラ
ゾ

の
資
本
一
般
だ
け
が
資
本
論
の
#
•

で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
資
本
論 

•
は

「

資
本
制
的
生
産
様
式
の
内
的
構
罾
の
み
を
、
い
わ
ば
そ
の
観
念
的
平
均
に 

お
い
て
叙
述」

し
た
に
す
ぎ
な
い
。
宇
野
氏
は
こ
れ
を
原
理
論
と
し
て
つ
.
か 

み
、
経
済
学
の
理
論
は
こ
れ
で
十
分
だ
と
さ
れ
る
。
成
程
資
本
論
に
展
開
さ
れ 

る
資
本
のI

般
理
論
は
科
学
的
経
済
学
の
甚
礎
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
野
氏 

の
い
わ
れ
る
よ
う
に
資
本
の
支
配
の
賞
徹
し
た
純
粋
の
資
本
主
義
社
会
を
想
定 

し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
限
り.
で
宇
®

氏
の
よ
う
に
こ
.れ
を
原
理
論
と
な
づ
け 

て
も
誤
り
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
従
来
の
安
易
な
資
本
論
観(

理
論
と
歴 

史
の
統j

と
し
て
み
る
.>
.
に
対
し
て
は
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
は
一
定
の
意
味

さ
え
も
？.
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
分
野
で
も
今
後
追
求
さ
る
ベ
き
点
が
な
お
多 

く
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
宇
姆
氏
が
さ
ら
に
進
ん
て
原
1
論
に
対
し
、
特
定 

の
^
M

Ĵ
階
の
特
殊
性
を
規
矩
す
る
段
階
論
を
経
済
学
の
第
二
の
分
野
と
し
て 

も
ち
だ
す
と
き
、
宇
野
氏
の
非
弁
释
法
的
な
論
理
が
露
呈
す
る
。
資
本
一
般
の. 

理
論
で
す
で
に
始
め
ら
れ
て
い
る
上
向
の
過
程
を
資
本
一
般
の
領
域
を
こ
えV

 

i

展
さ
せ
る
に
は
、
こ
の
段
階
論
は
佘
り
に
も
一
面
的
規
定
に
す
ぎ
な
い
。
そ 

れ
で
は
マ
ル
ク
ス
が
念
願
し
た「

実
夜
的
で
具
体
的
な
も
の」

の
理
論
的
再
也 

産
の
豊
か
な
内
容
が
歴
史
的
段
階
の
特
殊
性
の
規
定
に
解
消
さ
れ
、
矮
少
化
さ 

れ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
資
本
一
般
の
.理
論
は
科
学
的
経
済
学
の
寒
礎
理
論
で 

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
甚
き
展
開
さ
れ
る
ベ
き
経
済
学
の
第
一
一
の
'̂
af
は
^
pt 

論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
資
本
の
一
般
理
論
に
対
し
、
現
実
の
資
本
主
義
経
済
の 

よ
り
具
体
的
な
分
野
を
包
栢
す
る
特
殊
理
論
と
で
も
い
う

べ

き

も
の
で
あ
る
。.

.
そ
こ
に
は
当
然
歴
史
的
な
段
階
規
定
も
入
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
で 

は
な
い
し
、
も
っ
と

も

っ
と
豊
か
な
内
容
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。_
そ
れ 

は
資
本
の
一
般
的
M
®J
法

則

の

よ

り具
体
的
な
展
開
を
理
論
的
に
行
な
う
こ
と. 

を
口

的

と
す
る
0
そ
の
モ
デ
ル
は
す
で
に
マ
ル
ク
ス
に
よ

り
か
のプ
ラ
ン
に
与 

.
え
ら
れ
て
“
る
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な.
い
。

.
我
々
に
は
あ
く
ま
で
現
段
階.
の
豊
か
な
経
済
的
な
諸
辦
実
を
み
つ
つ
、

マ
ル
ク 

ス
の
思
惟
を
追
い
つ
つ
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
経
済
学
の
成
果
に
学
び
つ
つ
、
こ 

れ
を
さ
ら
に
正
確
な
体
系
と
し
て
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

資
本
一
般
の
理
論
に
直
接
続
く
分
野
は
資
本
の
特
殊
理
論
で
あ
る
こ
と
は
プ 

ラ
ン
に
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
現
在
資
本
論
の
具
体
化
と
し
て
研
究
の
必
要
を 

書評双び紹介

 

1
.

.

唱
え
ら
れ
て
い
る
の
も
こ
の
分
•野
で
あ
る
。

マ
ル
'.ク
ス
は

書
簡
で
は
競
争
、
信 

用
、
株
式
資
本
の
兰
分
滕
を
提
開
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
他
の 

ノ
ー
卜
を
み
れ
ば
、
蓄
積
、
競
争
、
' 集
積
、
信
用
、
株
式
、
金
融
等
の
項
W

が 

出
て
い
る
。
<
の
他
宇
野
氏
が
原
理
論
に
と
じ
こ
め
よ
う
と
す
る
恐
慌
論
も
産 

業
循
環
論
の
：一
分
野
と
む
て
、
ま
た
宇
野
氏
が
分
析
に
追
い
や
る
独
占
理
論
も 

'こ
の
分
野
で
研
究
さ
れ
る
'べ
き
も
9.
で
あ
ろ
う
。
レ
ー
-一
ン
の
帝
国
主
義
論
は 

特
殊
理
論
全
体
に
か
か
わ
る
罌
的
I

作
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
は
矢
張
り
こ 

.

の
资
本
の
特
殊
理
論
に
あ
る
：と
み
て
よ
い
で
あ
•ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
資
本
の
特
殊
理
論
に
は
土
地
所
有
、
賃
労
働
、
国
家
、
 

外
国
貿
易
、
世
界
市
場(

こ
こ
に
恐
慌
を
い
れ
て
い
る
と
き
も
あ
る)

の
諸
理 

論
が
続
く
予
萣
で
あ
っ
た
。
今
こ
こ
で
そ
の
詳
細
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い 

が
、
こ
れ
ら
の
分
野
や
そ
の
序
列
に
つ
い
て
は
現
実
分
析
、

マ
ル
ク
ス
の
論
理 

の
検
討
、
近
代
経
済
学
の
成
果
の
摂
取
に
よ
り
、
よ
り
具
体
的
な
現
実
の
理
論 

的
再
生
産
に
ふ
さ
わ
し
い
体
系
の
一
環
と
し
て
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ

う

し

て

資

本

1

般
の
理
論

と
そ
れ.
に
基
く
各
特
殊
理
論
全
体
が「

政
治
経 

済
学」

の
理
論
体
系
>/
な
る
。
、
こ
れ
に
対
し
理
論
の
素
材
で
も
あ
り
、
理
論
で 

展
開
さ
れ
る
諸
概
念
の
歴
史
的
運
動
の
分
析
で
も
あ
る
の
が
、
現
状
分
析
を
含 

む
経
済
史
の
分
野
で
あ
る
。
理
論
が
あ
く
ま
で
現
実
の
理
論
的
再
生
産
を
因
的 

と

す

る
の
に
.対
し
、
経
済
史
的
分
析
は
そ
の
理
論
に
畠
く
双
^
の
分
析
に
留
ま 

る
。
宇
野
氏.
忙
あ
っ
て
こ
の
分
析
と
段
階
論
が
混
同
さ
れ
易
い
の
は
、
段
階
論 

規
萣
の
破
産
を
物
語
っ
て
い
る
。

•

.
こ
の
他
プ
■ラ

ン
に
は
経
済
学
と
社
会
主
義
と
の
批

判

の-^
-
史

が

者

え

ら

れ

て

七

七(

五

五

九

)



.

い
る
が
、.
現
莅
の.
学
問
の
分
野
で
い
え
ば
、

：

経
済
学
史
及
び
社
会
思
想
史
と
い 

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
じ
て
経
済
学
の
理
論
と
経
済
史

(

分

析)

、
.
そ

し

て

第
 

三
の
経
i

史
、
せ
1

1 |
殳
を
も

：っ
て
広
大
な
経
済
学
者
の
研
究i

が
確 

矩
す
る
と
み
て
よ
い
で
.
あ
ろ
う
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
宇
，野
氏
は
そ
の
豸
一
と 

第
一
一
の
分
野
に
つ
い
て
独
特
の
三
分
野
規
定
を
設
け
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
相 

互
関
連
は
極
め
て
機
械
的
で
あ
っ
て
、
主
観
的
意
図
は
と
も
か
く
創
造
的
研
究 

に
と
り
決
し
て
プ
ラ
ス
に
な
.
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
簡
単
な
が
ら
み
た
。

」

我 

々
が
す
べ
き
こ
と
は
、
資

本

1

般
の
理
論
の
発
展
と
共
に
、
資
本
の
特
殊
理
論 

を
含
む
政
，治
経
済
学
の
特
殊
理
論
の
進
展
で
あ
る
。
こ
の
セ
め
の
現
実
か
.ら
の 

が
近
代
経
済
学
か
ら.の
擦
取
と
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
成
果
と
共
に
現
段 

階
で
も
重
要
に
なっ
て
く
る
。
そ
し
て
.こ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
共
同
の
研
冼
の 

中
で
、
宇
野

氏

の

さ

れ
た
問
題
の
正
し
い
解
決
が
必
ず
な
さ
れ
る
で
.ぢ
ろ 

5
0 

(

岩
波
臀
店
ニ

西
八
十B

z
) 

CQ-
尾

：誠
}

文

部

■

省 

.

「

社
会
的
要
請
に
基
く

.
教
育
計
画
立
案
の
た
め
の
調
査

」

「

学
校
教
育
に
対
す
る
産
業
社
会
の
要
請
を
科
学
的
に
測
淀
、
は
あ
く
し
、そ 

れ

'̂
合
a ，
的
な
教
^

策
の

^
礎
資
料

と

し.
.て
役
ゼ
て

よ

ぅ

と

するE

的
を 

も
っ
て

」
c

大
学
と
就
職
一
貢

)

、
昭
初
一
八
年
度
に
は
じ
ま
る
三
年
f t
画

で
、 

文

部

省

調

査

局

調

査

課

•の

手

に

よ

っ
て
、

「

? t

^
ri
<

j

i
n n
に

甚

く 

画
立

七
：八

(

五.
六
0.)

案
©
た
め
の
調
査」

が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
の
成
果
ぼ
.

「

職
場
に
お
け
る 

学
歴
構
成」

(

昭
和
ニ
九
年
三
月
刊
行
-
ー
 

五
七
貢〕

、「

職
種
と
学
歴」

S

和 

三
0
年
九
月
刊
行
；'-
二.
六
：五
頁)

'
及

び「

•
大

学

と

就

職
,-(

昭

和

三

ニ

年

三

月

刊
 

行

，
ニ-1-.-
四

頁)

；
で

あ

る。

•■
:

;

*

;'
■

旧
制
高
専
-*
新
制
短
大
以
上
の
高
等
教
育
、，
旧
制
中
等
学
校
.
新
制
高
校
の 

中
等
教
育
、
旧
制
高
小•.
新
制
中
学
校
の
初
等
教
育
の
三
つ
に
、
学
歴
は
ぼ
ハ

/; 

.
さ
れ
る
。
至
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
.
は

高

等

教

育

^

^

者

で

あ
り

、
特
に
大 

学
卒
業
者
に
つ
い
て■
は
、
専
攻
学
部•

専
攻
学
科
別
に
、
詳
細
に
ふ
れ
ら
れ
て 

い
る.
。
中

等
•

初
等
教
育
、卒
業
者
は
：つ
い
て
は
、

「

職
場
に
お
け
る
学
歴
構
成

」 

に
お
い
て
僅
か
に.
、
，「

職
種
ど
学
歴」

に
お
い
て
幾
分
扱
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ 

な
い
。「

大
学
と
就
職」

で
ほ
、
ぞ
の
表
題
の.如
く
、

専
ら
高
卒
者
に
、

問
題 

.

が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

n

査
に
よ

っ
'

て
立
案
し
よ

う

と

す

る
教
^

^
画 

は
、
主
に
高
等
教
育
を
中
心
と
す
る
も
の

.
で
あ
る
と
い
え
る
。

す
べ
て
の
報
告
書
に
お
いて
、高
$

の
専
攻
学
科
別
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
か
：ら
し
て
、
高i

の
量
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
質
的
側
面
、
.つ
ま 

.
り
、
専
攻
学
科
別
構
成
が
、
立
案
さ
る
べ
き
教
育
針
睛
の
中
心
に
な
る
と
い
う 

事
情
が
う
か
が
え
：る
。

「

職
場
に
お
け
る
学
歴
構
成
：

j

で
は
、

産
業
別
•
規
模 

別
'
の
学
歴
構
成
が
、「

職
種
と
学
歴.」

で
は
、

こ
れ
ら
に
加
え
る
に
、
.
職
種
別 

の
そ
れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
終
報
告
書
た
る

「

大
学
と
就
職j

に
お 

い
て
は
、
問
題
を
産
業
別
に
し
ぼ
っ
て
、
調
査
の
総
括
が
な
さ
：れ
て

.
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
をも
つ
調
査.の

：：： I

的
は
、「

具
体
的
に
は」

、
次
の
よ
う
に 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。「

産
業
社
会
の
要
求
する
人
材
の
質
：と
量
、

学
校
教
育
機

関
が
送
り
出
す
人
材
の
質
と
量
の
実
態
を
調
査
し
、
こ
の
一
一
者
の
間
の
！

g

給
関 

.

係
の
実
態
を
測
定
し
、
こ
の
甚
礎
の
上
に
将
来
の
経
済
♦
労
働
状
況
の
見
透
し 

に
立
つ
合
理
的
な
需
給
関
係
を
準
足
し
、
特
に
高
等
教
育
を
中
心
と
す
る
が
、 

学
校
教
育
全
般
にa

っ
て
養
成
人
員
、
教
科
内
容、
' 進
学
関
®

に
つ
い
て
総
，
 

<
rj
的
、
合
理
的
な
教
を
立
案
す
る
際
の
基
礎
資
料
を
提
供
し
よ
う
と
す

. 

る
も
の
で
あ
る
。

」
(

大
学•
と
就
職.
ニ
〇
一
頁)

「

産
業
社
会
の
要
請」

は
学
校
教
育
卒
業
者
に
対
す
る
需
要
と
な
っ
て
現
わ
れ 

る
。
こ
れ
は
量
と
質
と
の
ニ
面
か
ら
な
る
。
教
衣
是
策
は
こ
の
要
請
を
正
確
に 

受
け
取
っ
て
、
供
給
を
需
要
に
合
致
せ
し
め
な
く
て
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

. 

方
が
成
り
立
つ
。
学
校
教
育
は■「

産
業
社
会
の
要
請」

に
痧
ず
る
と
い
う
こ
と 

よ
り
も
、
本
質
的
に
は
、
よ
り
高
度
の
課
題
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
：.現 

実
的
に
は
、
こ
の
要
請
を
無
视
す
る
の
は
困

_

で
あ
，る
.°
戦
時
教
育
体
制
と
.戦 

後
民
主
化
を
背
景
と
し
て
、
高
卒
渚
の
供
給
は
激
増
し
て
い
る
。
吧
自
一
四
年 

以
前
の
一
四■年
間
の
高
卒
者
のi

母
年
平
均
は
四
万
五
千
で
あ
っ
た
の
に
、
昭
和 

三
ー
年
三
月
卒
業
の
高
卒
者
は
そ
の
三
倍
に
達
し
て
い
る
。

:

そ
の
上
に
、
理
工\ 

科
系
に
対
し
て
、
.
文
科
系
の
比
重
が
高
い
と
い
う
襄
情
が
存
在
す
る
。

「

高
等
教
育
機
関
卒
業
者
数
は
将
来
増
加
の
一
路
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
が
、
逆 

に
採
用
数
の
方
は.現
在
の
経
済
活
動
に
急
激
な
変
動
が
な
い
か
ぎ
り
増
加
，の
度 

合

は

卒

證

に

比

べ

て

緩

慢

で
'あ
ろ
う
と
推
察
す
る
こ
：と

.が
で
き
る。j 

(

職
場 

に
お
け
る
学
歴
樹
成
七
五
頁

)

.
こ
，の.よ
う
な
結
論
が
出
る
^
#
.
に
お
い
.て
は
、 

社
会
的
要
請
を
考
慮
し
て
の
教
！

a
*

画
の
立
案
は
畠̂
で
あ
る
。「

社
会
的
要 

.
請
に
裳
く
教

W
5

画
立
案
の
た
め
の
調
査

」

は
、

こ
の'要

望

に

こ

.た
え
る
も
の

書

評

及

，
び

紹

介

 

■

で
あ
る
。r

こ
の
種
の
調
査
が
外
国
に
も
ほ
と
ん
ど
.
，類
例
の
な
い
こ
と
、

わ
が 

国
と
し
て
も
未
踏
の
分
野
で
あ
る
こ
と

」
(

大
学
と
就
職
序
文

)

の
故
に
も
、

こ
の
調̂

は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
一
年
度
の
成
果
で
あ
る

「

職
場
に
お
け
る
学
歴
構
成

」

は
、「
高
等
教
育 

に
重
点
を
お
ぎ
、
：
産
業
社
会
に
沖
す
る
需
要
i

の
た
め
の
調
査
と
高
等
教
育 

機
関
に
対
す
る
供
給
測
定
の
た
め
の
..調
査
と
ニ
本
建

」
(

職
種
と
学
歴
一
頁)

で
実
施
さ
れ
た
。
一
一
通
り
の
調
査
票
が
用
い
ら
れ
、

一
つ
•は
民
間
企
業
と
官
公 

庁
•

公
社
に
、
他

の一

つ
は
大
学
に
宛
て
ら
れ
た
。
後
卷
に
対
し
て
は
、
昭
和 

ニ t

年
以
降
の
専
攻
学
科
別
卒
業
者
数
が
，尋
ね
ら
れ
る
。
前
者
で
の
調
査
項
ほ 

は
、
学
歴
別
の
従
業
者
数
、
専
攻
学
科
別
.

ギ,

年
次
別
の
高
申#

業
^

双
、 

過
去
五
年
間
の
高
卒
の
専
攻
学
科
別
採
用
者
数
及
び
専
攻
学
科
と
現
職
と
の
関 

係
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る。

.

■

こ
れ
ら
の
調
杳
項EI

の
う
ち
、
特
に
注
因
す
べ
き
は
、
専
攻
学
科
と
現
職
と 

の
関
係
に
つ
い.
て
の
も
の
で
あ
る
。，
そ
こ
.
で
は
、
專
攻
学
科
を
現
職
で
生
か
し 

て
い
な
い
も
の
が
問
題
と
さ
れ
る
。

「

専
攻
学
科
を
生
か
し
て
い
る

」

と
み
な 

さ
れ
る
も
の.
は、⑷
会社
，

^

業
体
を
主
宰.

経
営
す
る
も
の
、
的
専
攻 

学
科
に
関
係
あ
る
專
門
的
ま
た
は
技
術
的
職
務
に
從
辦
す
る
も
の
、

H

会 

社.
.
秦
業
体
に'
お
い
て
、
将
来
そ
の
幹
部
と
.
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
実
習
•見 

，習
中
の.
も
の
'
、
㈡

，
文
科
系
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
、
.
一
般
_
務
に
従
事
す
る 

も
の
の
う
ち
、̂

自
性
と
責
任
と
を
有
し
、
ま
た
多
く
の
場
合
に
お
い
で
、
相 

当
数
の
人
員
の
指
揮

•

監
督
に
あ
だっ

て
：い
る
も
の
で
あ
る
。(

職
場
に
お
け 

る
学
歴
榴
成一

.
五
四
頁)

「

専
攻
学
科
を
生
か
し
て
い
な
.い
も
の
の
現
莅
在
職

.

•

.
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