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ｕ
独
占
資
本
と
旨
由

人
民
の
生
活
と
人
民
の
権
利

　
　
　
　
　
　
　
１
独
占
資
本
と
自
由

　
封
建
制
の
杜
会
が
崩
壊
し
た
あ
と
を
う
け
て
で
き
た
資
本
主
義
の
杜
会
は
、
そ
の
実
質
的
な
土
台
と
な
つ
た
資
本
制
生
産
様
式
に

照
応
し
た
Ｌ
部
構
造
と
し
て
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
、
経
済
の
諾
制
度
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諾
形
態
と
を
も
つ
て
い
る
の
が
一
般
的

定
型
で
あ
ゑ
こ
の
杜
会
で
は
・
す
べ
て
の
人
が
封
建
の
身
分
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
誰
も
特
権
を
も
た
イ
、
し
た
が
つ
て
、
自
由
な
、

平
等
な
・
権
利
義
務
を
も
つ
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
憲
法
や
そ
の
他
の
法
律
が
、
い
わ
ゆ
る
基
本
的
人
権
や
人

氏
の
参
政
権
に
つ
い
て
・
そ
れ
を
各
条
文
に
明
記
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
保
証
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
資
本
制
生
産
に
適
応
し
た
近

代
市
民
杜
会
の
態
様
が
と
と
の
え
完
た
こ
と
集
一
た
の
で
あ
る
。
封
藷
諾
拘
束
、
こ
と
担
襲
的
琴
の
上
下
に
よ
る
、
王
従

関
係
か
ら
個
人
を
白
Ｈ
由
に
し
た
点
に
お
い
て
、
資
本
主
義
杜
会
は
歴
史
を
著
し
く
前
方
へ
推
進
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
資
本
主
義
的

自
由
は
・
一
定
の
発
展
段
階
に
お
け
る
歴
史
的
現
実
が
生
み
だ
し
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
や
は
り
歴
史
に
よ
つ
て
与

え
ら
れ
た
も
の
．
資
本
の
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
・
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
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潤
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三
二
一
五
番
一

　
　
　
自
由
の
進
歩
的
役
割
の
歴
史
的
意
義
・
歴
史
的
制
約
が
あ
る
。

　
　
　
　
資
本
主
義
的
自
由
は
、
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
独
占
資
本
の
段
階
に
ふ
み
こ
む
と
と
も
に
、
そ
の
歴
史
的
使
命
を
お
え
た
彩
骸
だ

　
　
　
け
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
形
骸
だ
け
の
自
由
が
ひ
き
つ
ず
い
て
な
お
独
占
資
本
に
愛
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
言
葉
の
内
容
が

　
　
　
そ
の
反
対
物
．
独
裁
に
転
化
し
て
も
、
そ
の
一
一
一
口
葉
の
響
だ
け
は
や
は
り
人
氏
の
あ
く
が
れ
を
伝
統
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
・
独
占
資

　
　
　
本
は
人
の
耳
に
快
よ
く
響
く
一
一
、
口
葉
だ
け
の
自
由
を
反
対
の
目
的
に
逆
用
す
る
．
す
な
わ
ち
自
由
の
名
に
よ
っ
て
・
人
氏
に
錯
覚
を
お

　
　
　
こ
さ
せ
、
人
氏
を
歎
嚥
し
弾
圧
し
て
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
独
裁
を
維
持
し
て
い
る
。
反
動
化
し
た
権
力
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
お
く
れ
に
な
っ
た

　
　
　
も
の
を
復
活
さ
せ
て
反
動
支
配
の
た
め
に
利
用
す
る
が
、
な
お
、
本
質
上
進
歩
的
な
も
の
さ
え
も
反
動
の
手
に
か
か
る
と
逆
転
し
て

　
　
　
反
動
的
役
割
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
自
由
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
自
由
の
歴
史
的
、
具
体
的
意
義
を
は
つ
き
り
理
解
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
こ
の
自
由
を
人
異
の
福
祉
を
一
層
す

　
　
　
す
め
る
た
め
の
有
効
な
条
件
と
し
て
生
か
す
た
め
に
も
、
根
本
的
に
必
要
な
こ
と
は
、
吾
六
が
働
く
人
民
の
側
に
立
っ
て
考
え
・
巨

　
　
　
常
生
活
の
実
践
を
通
じ
て
自
由
の
発
展
的
諾
条
件
を
学
び
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
を
進
歩
の
軌
道
の
う
え
に
も
ど
し
て
前

　
　
　
進
さ
せ
う
る
も
の
は
働
く
人
民
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
資
本
主
義
社
会
は
本
来
、
一
般
勤
労
人
民
の
資
本
に
た
い
す
る
隷
属
と
、
隷
属
を
通
じ
て
収
取
さ
れ
る
不
払
労
働
の
上
に
成
立
っ

　
　
　
て
い
る
杜
会
だ
か
ら
ど
ん
た
場
合
に
で
も
、
勤
労
人
氏
を
こ
の
隷
属
か
ら
解
放
し
て
白
由
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
、
そ
れ
で
人

　
　
　
類
の
白
由
．
平
等
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
・
・
こ
と
こ
ろ
の
自
由
・
平
等
の
資
本
主
義
的
な
、
具
体
的
な
内
容
は
・
資
本
が
勤
労
人
民
を
隷

　
　
　
属
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
す
る
隈
ら
れ
た
範
囲
で
の
自
由
・
平
等
で
あ
り
、
勤
労
人
氏
の
側
に
は
多
く
の
場
合
・
そ
○
反
対
物

　
　
　
強
制
．
不
平
等
　
　
と
し
て
現
れ
る
。
生
産
・
生
活
手
段
か
ら
自
由
に
さ
れ
た
勤
労
人
民
は
、
餓
死
に
強
制
さ
れ
て
労
働
力
を
売
る



こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
自
由
な
労
働
は
賃
銀
制
度
○
も
と
で
は
収
隷
労
働
に
転
化
す
る
。
　
「
彼
等
の
独
立
と
い
う
仮
象
は
、
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

人
的
賃
雇
主
の
た
え
ざ
る
変
動
と
、
契
約
と
い
う
法
的
擬
制
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
商
品
化
さ
れ
た
労
働
力
の
価
値
は
、
一
般
商
品
の
価
値
法
財
に
規
定
さ
れ
て
、
一
巨
の
労
働
に
よ
っ
て
消
耗
さ
れ
た
体
力
を
補
う

に
過
ぎ
な
い
金
額
に
固
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
労
働
者
の
生
活
は
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
一
巨
働
い
て
一
巨
食
え
る
と
い
う
手
か

ら
ロ
ヘ
の
そ
の
巨
暮
し
の
状
態
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
者
を
無
一
文
の
状
態
で
永
久
に
維

持
す
る
こ
と
が
、
資
本
蓄
積
の
・
資
本
制
生
産
様
式
の
・
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
主
義
の
杜
会
機
構
は
労
働
者

階
級
を
、
階
級
と
し
て
も
れ
な
く
飢
餓
の
脅
威
に
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
に
隷
属
さ
せ
、
強
制
労
働
に
服
さ
せ
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
杜
会
で
は
法
制
に
よ
っ
て
何
人
に
も
労
働
を
強
制
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
資
本
主
義
的
な
労
働
の
自
由
と
は
、
労
働
を
人
民

に
義
務
ず
け
た
り
強
制
し
た
り
す
る
法
律
の
条
文
が
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
浄
掛
い
い
か
か
跡
以
弥
朴
は
あ
ま
り

に
多
く
の
骨
お
り
や
暴
力
や
物
議
を
伴
う
が
、
飢
餓
は
、
平
和
で
静
か
で
絶
え
ま
な
い
圧
追
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
勤
勉
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

労
働
の
最
も
自
然
的
な
動
機
と
し
て
、
力
い
っ
ぱ
い
の
努
力
を
生
ぜ
し
め
る
。
」

　
資
本
に
よ
る
労
働
の
搾
取
は
労
働
力
の
売
買
を
通
じ
、
平
和
で
静
か
な
経
済
的
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
、
労
働
者
階
級
の
資
本
に
た

い
す
る
隷
属
も
、
資
本
制
生
産
様
式
ユ
、
の
も
の
が
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
貧
困
の
蓄
積
と
飢
餓
の
圧
迫
に
よ
る
も
の
で
あ
り
・
そ
こ
に

は
目
に
見
え
る
准
済
外
的
な
暴
力
は
介
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
、
一
方
の
階
級
に
よ
る
他
方
の
階

級
の
労
働
の
タ
ダ
取
り
は
、
究
局
に
お
い
て
一
方
の
階
級
の
暴
力
に
よ
る
他
方
の
階
級
の
制
圧
が
な
け
れ
ば
、
維
持
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
。
ユ
、
れ
で
、
経
済
的
条
件
を
も
っ
て
す
る
搾
取
・
隷
属
関
係
に
照
応
す
る
政
治
的
・
法
制
的
支
配
関
係
が
、
資
本
に
よ

る
労
働
者
階
級
の
搾
取
と
隷
属
を
最
後
に
決
定
的
に
保
証
し
て
い
る
。
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車
命
館
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済
学
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二
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）
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労
働
者
階
級
は
そ
の
階
級
的
本
能
に
よ
っ
て
、
賃
銀
労
働
の
う
ち
に
敵
対
的
な
も
の
を
臭
ぎ
つ
け
、
階
級
と
し
て
の
誕
生
と
同
時

に
資
本
に
た
い
し
そ
の
搾
取
に
反
抗
す
る
闘
争
を
は
じ
め
た
。
賃
銀
制
度
の
も
と
に
お
け
る
労
働
者
は
、
闘
争
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
か
か
も
人
間
だ
・
と
い
う
誇
り
を
維
持
で
き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
非
人
間
的
な
、
み
じ
め
な
、
反
抗
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ

う
な
生
活
に
お
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
長
時
間
労
働
、
低
賃
銀
、
失
業
の
不
安
、
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
を
「
人
間
と
し
て
考
え
ら
れ
る

か
ぎ
り
の
、
も
っ
と
も
腹
だ
た
し
い
、
も
っ
と
も
非
人
間
的
な
状
態
」
に
お
い
こ
ん
だ
。
こ
の
状
態
に
対
処
す
る
方
法
は
、
労
働
者

に
と
っ
て
二
つ
し
か
な
い
。
「
つ
ま
り
、
自
分
の
運
命
に
服
従
し
て
”
よ
い
労
働
者
〃
と
な
り
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
利
益
を
”
誠
実
に
〃

ま
も
る
か
　
　
そ
の
と
き
に
は
彼
は
動
物
化
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
　
　
、
そ
れ
と
も
反
抗
し
て
、
自
分
の
人
間
性
を
ま
も
る

た
め
で
き
る
だ
け
た
た
か
う
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
ほ
う
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
と
の
闘
争
の
う
ち
で
の
み
な
し
う
る
こ

　
　
　
＠

と
で
あ
る
仁
」

　
こ
れ
は
今
か
ら
百
余
年
前
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
の
状
態
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
調
査
し
て
え
た
と
こ
ろ
の
エ
ン
ゲ
ル
’
ス
の
報

告
の
総
括
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
、
世
界
で
最
も
進
ん
で
い
た
と
は
い
え
、
ま
だ
科
学
的
杜
会
主
義

の
理
論
を
知
つ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
そ
の
醐
争
も
偶
発
的
で
あ
り
、
多
分
に
白
然
発
生
的
な
性
質
の
低
抗
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
闘
争
の
た
め
の
理
論
的
武
器
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
斗
争
せ
ざ
る
を
え
な

い
義
憤
に
焼
え
て
闘
っ
た
の
で
あ
り
、
闘
い
を
通
じ
て
自
分
の
人
間
性
を
ま
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
を
究
局
の
堕
落
か
ら
救
っ

た
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
国
際
的
に
同
じ
経
済
的
土
台
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、
ど
こ
で
で
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
同
じ
よ
う

な
杜
会
的
生
活
条
件
の
も
と
に
お
か
れ
る
一
そ
し
て
、
杜
会
生
活
に
お
け
る
同
じ
よ
う
な
物
質
的
条
件
か
ら
は
同
じ
よ
う
な
杜
会
的

意
識
が
発
生
す
る
、
そ
れ
だ
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
も
斗
争
が
労
働
者
を
、
最
も
お
く
れ
た
封
建
的
農
村
出
身
の
無
組
織
労
働
者
を
、



い
っ
ぺ
ん
に
人
間
に
し
“
／
こ
か
ら
と
い
っ
て
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。

　
「
藁
納
崖
に
何
年
と
寝
て
い
た
父
の
顔
、
笑
っ
た
こ
と
の
な
い
綴
く
ち
ゃ
の
小
作
人
の
兄
の
顔
　
虎
公
は
三
男
だ
っ
た
、
北
越
の

雪
に
と
ざ
さ
れ
た
白
い
仮
を
食
っ
た
こ
と
の
な
い
農
民
の
子
だ
っ
た
。
こ
ら
え
る
こ
と
を
堪
え
忍
ぶ
こ
と
を
、
生
れ
落
ち
る
か
ら
馴

ら
さ
れ
て
来
て
い
た
の
だ
」
こ
の
貧
農
出
の
労
働
者
は
資
本
家
と
斗
い
テ
ロ
に
あ
う
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
、
働
く
も
の
の
体
の
う
ち

に
眠
っ
て
い
た
人
間
性
を
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
。
　
「
自
分
の
腹
の
底
に
、
た
た
か
れ
ば
な
お
か
た
く
な
り
、
押
え
つ
け
ら
れ
れ
ば
よ
り

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

強
く
な
る
あ
る
も
の
が
、
あ
の
暴
力
団
に
拷
間
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
ひ
よ
こ
り
と
生
れ
た
の
だ
。
い
や
、
あ
の
拷
問
に
よ
っ
て
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

分
で
気
付
か
ず
に
い
た
も
の
を
掘
り
出
さ
れ
た
の
だ
。
：
…
・
で
は
、
あ
る
も
の
と
は
何
だ
？

　
そ
れ
は
－
：
・
そ
う
だ
「
労
働
者
の
正
義
」
だ
！
　
ン
、
い
つ
が
俺
を
頑
張
ら
せ
た
。
腕
を
捻
じ
ら
れ
れ
ば
「
畜
生
」
と
思
い
、
咽
喉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
し
め
ら
れ
れ
ば
「
覚
え
て
ろ
」
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
あ
る
も
の
は
自
分
達
仲
間
は
、
皆
持
っ
て
る
ん
だ
。
長
い
何
千
年
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

押
え
つ
け
ら
れ
て
来
た
俺
達
貧
乏
人
は
皆
持
っ
て
い
る
、
」

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
が
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
前
に
敵
対
階
級
と
し
て
現
れ
、
斗
争
を
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
白
由

と
民
主
主
義
は
ン
、
の
人
氏
的
意
義
を
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
に
当
面
す
る
。
階
級
閉
争
が
資
本
の
切
実
な
利
益
を
脅
か
す
ほ
ど
に
強

力
に
な
り
漱
烈
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
国
家
権
力
が
労
働
者
の
隷
従
を
強
制
す
る
た
め
に
、
直
接
勤
労
者
の
身
体
の
上
に
赤
裸
六

な
力
と
し
て
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
人
氏
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
生
活
を
さ
せ
ろ
と
要
求
し
、
そ
の
人
間
性
を
護
っ
て
立
ち
あ
が

る
丁
度
ン
、
Ｏ
時
に
、
白
由
に
し
て
独
立
の
人
格
を
保
証
す
ろ
と
う
た
わ
れ
た
基
本
的
人
権
が
無
に
さ
れ
ろ
、
資
木
と
Ｏ
対
決
に
お
て

は
、
人
民
は
人
閉
ら
し
く
納
得
ず
く
の
解
決
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
望
め
な
い
、
資
本
は
動
物
を
強
制
す
る
と
同
じ
や
り
方
で
、

つ
ま
り
、
力
で
、
人
民
を
強
制
す
る
、
人
氏
の
自
由
と
権
利
と
は
、
そ
れ
が
人
氏
に
と
っ
て
最
も
役
立
つ
べ
き
か
ん
じ
ん
な
瞬
聞
に

　
　
利
潤
と
人
民
の
生
活
と
の
対
抗
関
係
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
（
五
五
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
五
五
八
）

消
え
失
せ
て
し
も
う
。
人
民
に
と
っ
て
の
自
由
は
、
動
物
と
し
て
、
て
は
な
く
、
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
の
権
利
を
ま
も
る
に
必
要

な
条
件
と
し
て
の
自
由
，
て
あ
る
筈
な
の
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
資
本
に
と
っ
て
の
か
か
は
、
独
占
資
本
の
段
階
で
は
、
独
占
資
本
の
独
裁
－
人
民
の
側
か
ら
の
如
何
な
る
拘
東
か
ら
も
自
由
な
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

裁
－
以
外
の
も
の
、
て
は
な
い
。
独
占
資
本
は
最
大
隈
の
利
潤
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
手
段
で
も
と
る
自
由
を
も
た
ね
ば
な

ら
な
い
。
独
占
資
本
が
最
大
隈
の
利
潤
を
獲
得
す
る
方
法
は
、
搾
取
の
強
化
、
戦
争
、
掠
奪
で
あ
り
、
ン
、
の
結
果
人
氏
は
い
よ
い
よ

窮
乏
化
し
、
堕
落
し
、
人
間
性
を
喪
失
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
人
類
的
惨
害
か
ら
ま
ぬ
か
れ
て
、
豊
か
で
明
る
く
平
和
に
暮
ら
そ

う
と
ね
が
う
人
氏
側
か
ら
の
一
切
の
要
求
と
行
動
は
、
拒
ま
れ
た
り
強
圧
さ
れ
た
り
す
る
。
人
民
は
生
活
．
生
命
を
ま
も
る
た
め
に
、

な
ん
の
自
由
も
権
利
も
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
独
占
資
本
の
性
格
に
つ
い
て
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
規
定
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
明

瞭
に
諒
解
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
「
現
代
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
の
主
要
特
徴
と
要
求
は
、
だ
い
た
い
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

国
の
大
多
数
の
住
氏
を
搾
取
し
、
零
落
さ
せ
、
貧
困
に
し
、
次
に
他
の
国
六
、
と
く
に
後
進
国
諾
民
族
を
隷
属
さ
せ
系
統
的
に
掠
奪

し
、
さ
い
ご
に
最
高
の
利
潤
を
あ
げ
る
た
め
戦
争
と
国
艮
経
済
の
軍
事
化
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
最
大
隈
の
資
本
家
的
利
潤
を
保
証

　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
こ
と
ノ
し
あ
る
。
」

　
「
謹
」

　
１
、
長
谷
部
丈
雄
訳
「
資
本
論
」
青
木
書
店
版
・
第
一
部
下
・
八
九
六
頁

　
２
、
同
一
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
九
頁

　
３
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
態
」
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
・
補
巻
２
．
一
八
四
頁

　
４
、
徳
永
直
著
「
戦
列
へ
の
道
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
－
九
一
頁



　
か
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
や
っ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
農
村
に
直
結
し
た
、
決
し
て
進
ん
だ
方
で
は
な
い
、
紡
績
業
の
婦
人
労
働
者
が
一
九
五
一
年

末
に
１
は
じ
め
て
紡
績
資
本
あ
い
て
の
闘
争
に
１
立
ち
あ
が
っ
た
。
そ
の
闘
争
の
経
験
は
、
彼
女
ら
に
．
人
間
を
自
覚
さ
せ
、
人
間
と
し
て
生
き
る
よ
ろ
こ

ぴ
を
与
え
た
。

　
「
Ｎ
紡
績
工
場
の
女
性
た
ち
は
、
工
場
生
活
を
ふ
リ
か
え
っ
て
『
賃
上
げ
要
求
で
た
た
か
っ
た
と
き
が
一
番
た
の
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
』
と
い

っ
て
い
る
。
実
際
、
彼
女
た
ち
が
工
場
生
活
の
申
で
最
も
印
象
深
く
は
れ
ば
れ
と
思
い
串
さ
れ
る
の
は
、
や
は
リ
目
ご
ろ
の
圧
追
に
．
反
抗
し
、
生
活

を
改
善
す
る
た
め
に
１
抵
抗
し
た
こ
と
で
あ
る
。
中
で
も
低
賃
金
に
．
抗
ら
い
、
低
生
活
水
準
を
ひ
き
上
げ
る
た
め
の
た
た
か
い
は
も
っ
と
も
印
象
的
な

は
ず
で
あ
る
、
」
「
女
子
労
働
者
」
岩
波
新
書
二
二
七
頁
・
）

５
、

ス
タ
ー
リ
ン
・
巨
ソ
親
善
協
会
訳
、
　
「
ソ
同
盟
に
。
拍
け
る
杜
会
主
義
の
経
済
的
諾
間
題
」

五
三
頁

皿
　
人
民
の
生
活
と
人
民
の
権
利

　
明
治
維
新
を
一
つ
の
劃
期
と
し
て
、
日
木
は
封
建
杜
会
か
ら
資
本
主
義
へ
の
転
換
を
は
じ
め
た
、
ン
、
の
た
め
に
、
資
本
制
生
産
様

式
に
対
応
す
る
政
治
、
法
制
的
体
制
も
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
ン
、
れ
で
徳
川
幕
藩
の
封
建
専
制
に
か
わ
る
明
治
憲
法

が
制
定
さ
れ
、
人
氏
の
た
め
に
参
政
の
道
も
ひ
ら
か
れ
、
国
の
主
権
は
徳
川
将
軍
の
手
か
ら
天
皇
へ
う
つ
さ
れ
た
、
日
本
資
本
主
義

成
立
の
歴
史
的
な
特
殊
事
情
は
、
絶
対
主
義
の
止
揚
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
・
デ
モ
ク
ラ
ツ
ー
の
確
立
と
い
う
世
異
史
的
過
程
を
踏
襲

す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
逆
に
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
天
皇
制
絶
対
主
義
の
碓
立
を
粉
飾
し
援
護
す
る
名
目
的
・
つ
い
た
て

的
・
役
割
を
演
ず
る
だ
け
○
必
要
の
限
度
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
に
す
ざ
な
い
コ
日
本
資
本
主
義
は
、
プ
ロ
レ
ク
リ
ァ
ー
ト
、
農
民

に
直
接
対
応
す
る
面
に
お
い
て
は
、
徳
川
幕
潜
の
封
建
的
専
制
支
配
階
級
の
暴
力
と
全
く
異
る
と
こ
ろ
の
な
い
天
皇
制
絶
対
主
義
の

　
　
　
利
潤
と
人
民
の
生
活
と
の
対
抗
関
係
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
五
五
九
）



、
．
“
ぷ
烹
、
”
、
、
一
り
一
、
、
寸
、
、
ヨ
篶
董
、
・
、
、
メ
革
義
パ
，
ヨ
、
珊
、
一
讐
パ
、
涛
り
一
、
、
．
∴
，
、
、
，
帥
、
ト
一
、
，
、
、
坤
、
，
、
ぷ
ハ
戸
貞
．
藏
缶
ぺ
、
、
、
一
、
．
、
、
、
∴
い
、
、
，
、
、
ゴ
、
一
ｉ
、
、
、
、
，
、
　
．
　
一
、
．
、
、
．
ド
、
。
、
，
弓
、
、
、
一
、
、
－

　
　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
五
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
（
五
六
〇
）

　
野
蟹
な
暴
力
を
ま
る
だ
し
に
し
た
の
で
あ
る
。
憲
法
や
ン
、
の
他
の
法
令
に
よ
る
人
民
の
自
由
や
基
本
的
人
権
の
保
証
は
、
そ
れ
が
最

　
も
必
要
と
さ
れ
る
場
合
・
入
民
の
生
活
を
ま
も
ろ
闘
争
の
場
合
に
無
効
に
さ
れ
た
一
明
治
以
来
現
在
に
い
た
ろ
ま
、
て
ス
ト
ラ
イ
キ
や

　
農
民
蘭
争
が
、
か
っ
て
警
察
ヤ
軍
隊
○
共
力
Ｏ
干
渉
、
強
圧
な
し
に
闘
わ
れ
た
こ
と
が
あ
ろ
か
、
ま
た
、
巨
木
の
勤
労
者
階
級
が
、

　
か
っ
て
「
人
た
る
に
値
す
る
」
生
活
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
否
か
っ
て
な
か
っ
た
、
こ
の
事
実
こ
＞
、
、
日
↓
・
卜
人
氏
は
、
支
配
者
．

　
搾
取
者
に
と
っ
て
は
徳
川
治
世
以
来
の
相
変
ら
ず
○
、
踏
み
つ
け
る
ま
ま
の
、
「
民
草
」
で
あ
り
、
搾
取
○
対
象
。
生
き
た
道
具
で

　
あ
っ
て
、
か
っ
て
人
開
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
現
実
の
証
拠
で
あ
る
。

　
　
人
間
は
そ
の
日
Ｏ
食
う
こ
と
に
も
、
こ
と
欠
く
よ
う
な
窮
乏
の
状
態
に
お
か
れ
る
と
、
そ
の
日
が
食
え
さ
い
す
れ
ば
ン
、
れ
で
い
い

　
の
で
、
食
う
こ
と
以
外
は
す
べ
て
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。
一
切
が
食
う
た
め
で
あ
る
。
考
え
な
い
で
食
う
と
い
う
の
は
、
人
間
的
と

　
い
う
よ
り
動
物
的
た
生
活
で
あ
る
。
人
氏
の
大
多
数
を
そ
の
よ
う
な
生
活
状
態
に
お
い
て
、
ン
、
の
日
暮
し
で
、
明
冨
の
生
活
の
不
安

　
に
さ
ら
し
て
お
い
て
、
憲
法
の
条
文
で

　
　
「
国
氏
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で

　
き
な
い
永
久
の
権
利
ピ
し
て
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
国
氏
に
与
え
ら
れ
る
、
」
・
（
第
十
一
条
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
人
民
は
果
し
て

　
基
本
的
人
権
を
有
効
に
行
使
で
き
よ
う
か
。
腹
の
空
い
て
い
る
人
民
に
は
選
挙
権
が
い
く
ら
に
買
わ
れ
る
か
が
問
題
で
、
選
出
さ
れ

　
る
代
表
の
所
属
改
党
な
ど
は
お
よ
そ
、
そ
の
関
心
に
は
い
っ
て
く
る
篠
地
は
な
い
、
政
治
資
金
の
最
も
豊
富
な
政
党
が
最
多
数
の
菓

　
を
買
い
あ
っ
め
て
政
権
を
掌
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
制
の
絶
対
専
制
と
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
最
大
限
の
利
潤
の
搾
取
と
の
、

　
利
得
の
一
致
を
み
ろ
萄
合
点
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
は
、
天
皇
制
絶
対
キ
義
ｏ
権
力
を
か
り
て
人
民
を
無
権
利
、
無
低
抗
の
状

　
態
に
圧
下
し
、
こ
Ｏ
状
態
の
も
と
で
人
氏
の
貧
困
と
無
知
と
を
永
久
に
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大
限
の
利
潤
を
資
本
に
確
保



■

し
て
き
た
○
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
戦
後
憲
法
が
掲
げ
だ
し
だ
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
隈
度
の
生
活
を
営
む
権
利

を
有
す
る
、
」
　
（
第
二
十
五
条
）
の
条
文
た
ど
は
、
現
に
食
え
な
い
よ
う
な
国
民
生
活
の
状
態
に
照
し
て
、
明
六
白
六
の
嘘
偽
な
の
で

あ
る
。
凡
そ
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
は
、
そ
れ
を
裏
ず
け
生
か
す
と
こ
ろ
の
経
済
的
条
件
な
し
に
は
、
全
く
の
空
文
句
で
あ
る
。

　
国
氏
の
権
利
や
自
由
は
、
憲
法
や
法
律
の
条
文
に
明
記
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
国
民
の
、
巳
常
生
活
の
上
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
事
実
は
逆
で
あ
る
。
そ
の
国
の
入
民
の
権
利
が
、
自
由
が
、
ど
の
程
度
に
認
め
ら
れ
て
い
る
か
を
正
直
に
示
す
も
の
は
、
国
氏

生
活
の
実
状
が
「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
」
で
あ
る
か
、
な
い
か
、
で
あ
る
。
巳
本
の
労
働
基
準
法
が
「
労
働
条
件
は
、
労
働
者
が

人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
第
一
条
）
と
規
定
し
よ
う
が
、
し
ま

い
が
、
現
実
の
労
働
者
・
勤
労
者
一
般
の
生
活
は
こ
の
規
定
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
。
一
九
五
一
年
一
〇
月
号
「
前
衛
」
に
よ
る
と
、

日
本
に
お
け
る
都
市
の
失
業
・
半
失
業
者
数
九
〇
〇
万
、
農
村
の
そ
れ
も
九
〇
〇
万
で
あ
る
。
巨
本
人
口
を
ざ
っ
と
八
千
万
人
に
み

つ
も
る
と
そ
の
二
、
二
割
強
が
平
均
の
、
入
民
な
み
の
最
低
生
活
さ
え
し
て
い
な
い
訳
で
あ
る
。
日
本
政
府
の
発
表
し
し
た
コ
一
八

年
度
・
経
済
白
書
」
に
よ
る
と
、
被
救
池
的
窮
民
１
こ
れ
は
現
実
に
救
価
を
必
要
と
す
る
入
民
数
の
う
ち
か
ら
種
六
な
条
伴
を
つ
け

て
救
伽
か
ら
除
外
し
た
形
式
的
な
、
救
櫛
該
当
者
を
で
き
る
だ
け
少
く
す
る
よ
う
な
算
定
法
に
よ
る
被
救
仙
数
ノ
、
あ
る
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
ー
が
国
艮
総
数
に
た
い
し
て
四
〇
人
に
一
入
の
割
合
に
な
っ
て
い
る
。
国
民
の
窮
乏
は
独
占
資
木
収
奪
の
限
界
に
ま

で
追
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
危
機
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

　
「
昭
和
二
七
年
に
お
い
て
国
艮
約
四
〇
人
に
一
人
が
保
護
を
受
け
て
お
り
、
ン
、
の
金
額
は
被
保
護
世
帯
一
世
帯
当
り
月
平
均
約
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｑ

千
円
に
な
り
、
当
該
世
帯
実
収
人
の
約
五
割
に
当
っ
て
い
る
。
」

　
そ
れ
は
と
も
か
く
巨
本
勤
労
者
階
級
の
冒
常
生
活
Ｏ
状
態
は
、
ン
、
Ｏ
前
時
期
－
慾
川
專
制
期
に
く
ら
べ
て
質
的
な
向
上
を
示
し
た

　
　
利
潤
と
人
民
の
生
活
と
の
対
抗
関
係
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
（
五
六
一
）
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四
〇
（
五
六
二
）

だ
ろ
う
か
。
幕
藩
政
権
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
百
姓
を
「
生
か
さ
ず
死
な
さ
ず
」
の
生
活
に
釘
付
け
し
て
「
お
ご
り
増
長
」
さ
せ
な
い

よ
う
に
、
政
治
す
る
の
が
百
姓
へ
の
慈
悲
だ
と
宣
言
し
た
。
極
度
の
搾
取
Ｈ
慈
悲
の
結
果
・
百
姓
は
生
涯
米
が
食
え
な
い
だ
け
で
は

な
い
、
そ
の
末
路
は
一
家
離
散
、
の
た
れ
死
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
貸
借
段
Ａ
に
重
り
、
後
に
は
如
何
に
も
可
仕
様
無
之
少
分
の

田
畑
を
少
し
つ
つ
売
渡
し
、
杖
柱
と
頼
申
候
子
弟
を
四
方
に
売
り
散
ら
し
夫
婦
両
人
に
罷
成
り
、
五
六
十
の
老
衰
に
及
ぶ
迄
隆
寒
大
暑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
嫌
な
く
働
き
申
侯
て
少
し
の
休
息
不
罷
成
遂
に
は
夫
婦
別
離
し
て
人
の
奴
紳
と
な
り
、
愁
え
悲
み
一
生
を
終
り
申
様
に
罷
成
候
。
」

と
い
う
の
が
徳
川
未
期
の
貧
農
の
生
涯
の
定
型
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
百
年
あ
ま
り
、
昭
和
四
、
五
年
の
農
氏
生
活
は
ど
う

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
「
自
分
の
飯
米
に
す
る
分
ま
で
売
り
飛
ば
す
と
い
う
段
階
か
ら
更
に
一
段
と
進
ん
だ
者
は
、
娘
を
売
る
か
、
青
田

を
売
る
。
彼
等
は
、
青
田
の
う
ち
か
ら
ン
、
の
収
獲
物
を
も
う
人
手
に
渡
し
て
し
ま
ふ
の
だ
、
今
年
は
黒
田
を
売
っ
た
者
が
あ
っ
た
そ

う
だ
が
と
新
潟
で
た
づ
ね
る
と
、
黒
田
ど
ろ
る
か
白
田
も
売
っ
た
、
と
い
う
返
答
だ
っ
た
。
田
の
上
に
雪
の
あ
る
う
ち
か
ら
売
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
だ
。
青
田
売
り
や
黒
田
売
り
は
、
山
彩
、
秋
田
、
宮
城
、
福
あ
な
ど
に
も
あ
る
し
、
ま
た
鳥
取
、
島
根
方
面
に
も
あ
る
。
」
い
ず

れ
に
し
て
も
、
農
氏
の
生
活
の
窮
乏
に
は
大
差
は
な
い
で
は
な
い
か
、
徳
川
専
制
下
の
隷
農
・
百
姓
も
、
天
皇
制
絶
対
主
義
下
の
個

人
と
し
て
自
由
に
解
放
さ
れ
と
称
さ
れ
る
農
氏
も
。
い
ず
れ
の
場
含
も
、
借
金
の
緒
果
田
畑
、
収
獲
、
娘
を
売
っ
て
い
る
。
売
れ
る

も
の
を
売
り
つ
く
し
た
あ
と
は
、
一
家
麟
散
、
ル
ン
ペ
ン
化
で
あ
る
、
国
氏
の
過
半
乃
至
は
半
数
に
近
い
人
口
を
占
め
る
働
く
農
氏

の
窮
乏
・
非
人
間
的
低
生
活
は
、
必
然
に
工
場
労
働
者
の
賃
銀
を
規
定
す
る
有
力
な
条
件
と
な
る
、
明
治
以
降
の
日
本
資
本
主
義
の

異
状
に
急
速
な
発
展
は
、
主
と
し
て
徳
川
専
制
下
の
隷
農
の
貧
困
無
知
、
無
権
利
、
搾
取
条
件
を
ほ
と
ん
ど
ン
、
の
ま
ま
、
明
治
以
来

○
天
皇
制
絶
対
主
義
政
権
ぞ
っ
け
つ
い
だ
と
い
う
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
○
で
あ
る
。

　
資
本
の
利
潤
は
勤
労
者
の
窮
乏
に
比
例
し
て
増
大
す
る
、
だ
か
ら
、
人
氏
の
一
層
の
窮
乏
化
は
資
本
の
本
質
的
要
求
で
あ
る
、
資



本
の
こ
の
要
求
は
、
直
接
に
は
労
働
賃
銀
の
圧
下
に
つ
い
て
の
強
烈
な
欲
望
と
な
っ
て
現
れ
る
。
資
本
は
絶
え
ず
賃
銀
を
無
費
用
－

零
－
に
ま
で
引
下
げ
よ
う
と
す
る
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
最
大
隈
に
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
向
を
内
藏
し
て
い
る
．

こ
の
点
で
資
本
制
生
産
様
式
は
根
本
的
に
、
反
人
氏
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
「
彼
等
の
無
費
用
と
い
う
こ
と
は
、
数
学
的
意
味
で
の
極
隈
で
あ
り
、
た
え
ず
近
づ
き
う
る
が
決
し
て
到
達
さ
れ
え
な
い
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
。
・
彼
等
を
か
か
る
虚
無
的
立
場
に
圧
下
す
る
こ
と
は
資
本
の
不
断
の
傾
向
で
あ
る
。
」

　
現
実
に
お
い
て
、
資
本
家
は
し
ば
し
ば
賃
銀
不
払
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
支
払
っ
て
も
タ
ダ
の
よ
う
に
安
い
労
働
力
の
価
値
を
、
完

全
に
ゼ
ロ
に
し
て
し
も
う
こ
と
さ
え
珍
し
く
は
な
い
。
信
州
の
製
糸
業
者
の
多
く
の
も
の
は
昭
和
初
年
の
恐
慌
に
際
し
て
は
、
女
工

に
工
賃
を
払
わ
な
い
で
絹
糸
を
ア
メ
リ
カ
ヘ
輸
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
住
み
こ
み
の
年
季
契
約
に
よ
る
女
工
は
飯
を
食
べ

さ
せ
て
も
ら
う
だ
け
で
、
一
日
十
二
時
間
労
働
の
搾
取
を
、
が
ま
ん
、
と
い
う
よ
り
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
、
そ
れ
ほ
ど
貧
農
の

生
活
は
ひ
ど
か
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
等
は
三
度
の
飯
が
食
え
な
い
で
、
文
字
通
り
餓
え
て
い
た
の
で
あ
る
る
。
新
潟
の
貧
農
出
の
製

糸
女
工
は
語
る
。

　
「
で
も
、
わ
た
し
食
物
の
こ
と
は
一
度
だ
っ
て
辛
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
私
達
が
う
ち
で
た
べ
て
い
る
物

に
く
ら
べ
れ
ば
、
ま
だ
し
も
こ
こ
の
食
物
の
ほ
う
が
ず
っ
と
良
い
ん
で
す
。
形
ば
か
り
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
一
日
に
一
度
か

二
巨
に
一
度
か
は
お
菜
の
な
か
に
お
魚
の
き
れ
が
は
い
り
ま
す
し
、
一
週
間
に
一
度
は
肉
の
も
は
い
り
ま
す
。
う
ち
で
生
の
お
魚
を

買
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
一
年
に
何
度
あ
る
で
し
よ
う
。
一
年
に
一
度
も
な
い
年
だ
っ
て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

　
そ
れ
よ
り
何
よ
り
嬉
し
い
の
は
、
三
度
三
度
な
に
不
自
由
な
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
事
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
だ
け
で
も
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
よ
り
有
難
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
」

　
　
利
潤
と
人
民
の
生
活
と
の
対
抗
関
係
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
（
五
六
三
）



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
二
巻
・
第
五
号
）
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四
二
（
五
六
四
）

　
三
度
の
食
事
が
与
え
ら
れ
る
、
そ
れ
だ
け
で
な
に
よ
り
有
難
い
と
い
う
ほ
ど
、
も
と
の
農
村
で
の
生
活
は
苦
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
盆
暮
半
期
払
い
の
約
東
の
賃
銀
の
支
払
い
を
半
期
六
と
の
ば
さ
れ
て
、
あ
げ
く
の
は
て
は
不
払
い
に
さ
れ
て
も
、

彼
女
ら
は
た
だ
「
不
自
由
な
く
」
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
諦
め
る
の
で
あ
る
。
低
賃
銀
の
一
般
的
土
台
と
な
っ
て

い
る
農
民
の
労
働
Ｈ
生
活
を
「
土
」
の
作
者
は
次
の
よ
う
に
描
き
だ
し
た
。

　
「
彼
等
は
労
働
か
ら
来
る
空
腹
を
意
識
す
る
時
は
一
寸
も
動
く
こ
と
の
出
来
な
い
程
俄
に
疲
労
を
感
ず
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
ど
ん

な
粗
末
な
物
で
も
彼
等
の
口
に
は
問
題
で
は
な
い
。
彼
等
は
味
う
の
で
は
な
く
て
要
す
る
に
咽
暇
の
孔
を
埋
め
る
の
で
あ
る
。
倫
水

を
注
い
で
そ
の
ぽ
ろ
ぼ
ろ
な
麦
蚊
を
か
き
込
む
時
彼
等
の
一
人
で
も
咀
曝
す
る
も
の
は
な
い
。
彼
等
は
只
多
量
に
嚥
下
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
糖
力
を
族
復
し
満
足
す
る
の
，
で
あ
る
。

　
牛
や
馬
で
も
地
上
に
軟
か
な
草
の
繁
茂
す
る
季
節
が
来
れ
ば
自
然
に
乾
草
や
藁
を
厭
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
貧
し
い
生
活
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

人
の
み
は
か
う
し
て
甘
ん
じ
て
居
る
こ
と
を
誰
儀
な
く
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
」

　
勤
労
者
の
こ
の
よ
う
な
、
牛
や
馬
よ
り
も
、
み
じ
め
な
状
態
と
、
そ
こ
か
ら
生
れ
る
資
本
の
繁
栄
と
を
資
本
家
は
公
然
と
肯
定
し

て
い
る
。
「
今
日
ま
で
我
国
の
諾
工
業
の
お
こ
っ
た
・
王
た
る
理
由
は
労
働
賃
金
が
廉
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
我
工
業
に
お
け
る

殆
ん
ど
唯
一
の
強
味
で
あ
っ
た
こ
と
は
争
う
べ
く
も
な
い
。
も
と
よ
り
態
率
に
お
い
て
劣
る
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
て
も
我
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

労
働
賃
金
の
安
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
」

　
賃
銀
労
働
者
の
賃
金
水
準
を
低
仇
に
圧
し
さ
げ
て
い
る
原
因
の
主
な
も
Ｏ
の
一
つ
は
、
　
「
遁
剰
労
働
と
過
少
消
費
」
を
原
則
と
す

る
と
こ
ろ
〇
一
般
農
民
の
非
文
化
的
低
生
活
水
準
で
あ
る
。
自
作
農
と
称
す
る
小
所
有
者
的
農
業
労
働
者
が
白
ら
満
足
し
て
、
自
身

に
受
取
る
賃
銀
は
、
一
般
に
農
業
賃
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
銀
よ
り
も
低
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
ン
、
れ
は
西
欧
で
も
兄
本
で
も
か



わ
り
な
い
。
　
「
農
氏
を
鞭
っ
て
無
所
有
の
賃
銀
労
働
者
以
上
に
自
ら
を
虚
使
せ
し
め
て
い
る
所
有
は
、
彼
を
駆
っ
て
、
彼
の
生
存
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

要
求
を
ば
な
お
賃
金
労
働
者
の
要
求
水
準
以
下
の
最
低
隈
に
も
縮
少
せ
し
め
る
。
」
　
一
八
九
七
年
英
国
に
お
け
る
農
業
調
査
報
も
、

こ
の
事
実
を
認
め
て
い
る
。
　
「
小
農
畏
に
と
っ
て
白
ら
を
主
張
す
る
唯
一
の
道
は
、
二
人
の
旦
雇
人
の
如
く
働
い
て
、
一
人
の
旦
雇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
以
上
に
は
支
出
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
　
巳
本
農
氏
の
堅
中
ど
こ
ろ
、
独
立
の
健
全
な
農
業
経
営
を
維
持
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る
標
準
型
自
作
農
の
場
合
で
さ
え
、
戦
後
に
お
い
て
も
そ
の
生
活
水
準
は
雇
傭
農
以
上
で
は
な
い
の
で
る
。
　
「
東
北
型
農
村
の

一
典
型
と
し
て
、
山
形
県
大
泉
村
は
水
田
単
作
・
調
査
農
家
の
七
割
以
上
が
一
町
歩
以
上
の
大
き
い
耕
地
を
経
営
し
て
い
る
。
こ
こ

の
農
家
の
大
人
一
人
当
り
年
収
は
、
昭
和
二
十
三
年
税
務
署
の
更
正
決
定
に
よ
れ
ば
、
二
、
三
万
乃
至
四
万
円
で
あ
る
。
こ
の
年
収

に
対
し
て
、
常
雇
○
年
賃
銀
は
食
事
付
三
万
円
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
大
経
営
の
場
合
で
も
『
労
働
の
生
産
性
が
常
雇
の
労
賃
を
辛
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

じ
て
賠
う
程
度
』
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
「
片
足
を
つ
ね
に
被
救
他
的
窮
乏
の
淵
に
差
し
入
れ
て
い
る
」
農
氏
が
、
資
本
主
義
の
機
構
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
絶

え
ず
湧
き
出
し
・
絶
え
ず
増
大
す
る
桐
対
的
過
剰
人
口
と
な
っ
て
、
農
村
に
淋
充
し
て
い
る
。
彼
ら
は
食
え
さ
い
す
れ
ば
と
い
う
だ

け
の
条
件
で
、
ど
ん
な
仕
事
に
で
も
つ
か
み
か
か
ろ
う
と
し
て
待
機
し
て
い
る
。
九
〇
〇
万
と
も
推
定
さ
れ
る
「
か
ら
っ
ぽ
の
胃

の
腋
」
　
　
矢
業
・
半
失
楽
農
民
　
　
そ
れ
が
、
勤
労
者
一
般
の
賃
銀
を
低
水
準
に
お
さ
え
、
彼
ら
の
生
活
を
貧
農
の
生
活
水
準
へ

絶
え
ず
ひ
き
つ
け
る
よ
う
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
小
農
氏
に
と
っ
て
貧
乏
と
過
労
は
切
り
は
な
せ
な
い
閃
果
関
係
で
締
び
つ
い
て
い
る
。

　
公
事
と
睡
眠
の
時
間
　
　
そ
れ
さ
え
も
し
ば
し
ば
満
足
に
は
と
れ
な
い
が
　
　
を
除
く
す
べ
て
の
時
間
が
労
働
時
間
で
あ
る
よ
う

な
生
活
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
失
っ
た
奴
隷
の
生
活
と
ン
、
う
か
わ
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
生
活
に
は
文
化
の
は
い
り
こ
む
余
地
が

　
　
利
潤
と
人
民
の
生
清
と
の
対
抗
関
係
（
阿
部
）
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ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
は
無
知
を
因
習
と
迷
信
が
は
び
こ
る
だ
け
で
、
階
級
的
政
治
意
識
な
ど
目
ざ
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
時
間
を
呑
み
つ
く
す
ほ
ど
の
過
剰
労
働
は
、
結
局
、
そ
の
人
次
を
隷
属
、
貧
乏
の
状
態
に
縛
り
つ
け
て
し

も
う
こ
と
に
な
る
。

　
何
時
か
ら
か
巨
本
農
村
で
は
「
五
月
田
植
は
泣
く
児
が
ほ
し
や
、
畦
に
腰
か
け
乳
の
ま
し
よ
」
と
い
う
よ
う
な
唄
が
う
た
い
伝
え

ら
れ
て
き
た
が
、
実
際
は
唄
よ
り
も
ひ
ど
く
、
嫁
の
蟹
乳
時
間
は
切
り
つ
め
ら
れ
乳
児
は
や
せ
る
と
い
う
事
実
が
、
徳
島
県
那
賀
郡

の
農
家
の
進
歩
的
な
一
主
掃
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。

　
コ
一
分
で
も
三
分
で
も
授
乳
を
早
く
切
り
上
げ
て
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
農
家
の
乳
児
は
、
特
に
農
繁
期
に
は

ど
こ
の
子
供
も
み
な
ヤ
せ
る
。
　
可
愛
い
わ
が
子
に
せ
め
て
授
乳
の
時
間
位
ゆ
っ
く
り
し
た
い
し
、
　
毎
巨
の
新
聞
に
も
目
を
通
し
た

　
＠

い
。
Ｌ

　
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
は
電
化
さ
れ
た
家
庭
の
「
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式
」
を
誇
示
す
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
も
決
し
て
勤
労

人
氏
一
般
の
生
活
ス
タ
ィ
ル
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
も
資
本
は
農
業
地
方
を
文
化
の
圏
外
に
遠
ざ
け
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
小

農
長
に
過
労
さ
せ
読
書
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
潤
を
吸
い
あ
げ
て
い
る
の
だ
、
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
農
艮
も
、
徳
島
県
の

農
婦
と
同
様
に
、
白
由
な
時
間
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
、
こ
ん
な
点
に
い
わ
ゆ
る
白
由
な
諾
国
は
共
通
な
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

　
二
九
二
一
年
、
一
人
の
家
事
使
用
人
を
雇
っ
て
い
る
農
場
は
十
六
農
場
の
う
ち
一
つ
し
か
な
く
、
さ
ら
に
二
人
の
家
事
佼
用
人

を
雇
っ
て
い
る
農
場
は
六
十
の
農
場
の
う
ち
一
つ
し
か
な
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
、
北
部
中
央
部
お
よ
び
ロ
ツ
キ
ー
山
地
の

諾
州
に
お
い
て
は
、
旦
催
で
あ
れ
迦
雇
で
あ
れ
、
い
か
な
る
種
類
の
家
事
使
用
人
も
雇
わ
れ
て
い
な
い
、
さ
よ
う
に
家
庭
内
で
助
け

ら
れ
な
い
か
ら
し
て
、
母
親
は
ン
、
Ｏ
巨
〆
、
Ｏ
胃
の
仕
事
を
終
る
と
疲
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
、
有
効
に
読
書
し
た
り
友
人
や
子
供
た
ち



と
話
し
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
農
業
者
は
ま
た
労
働
者
を
雇
っ
て
助
け
と
す
る
こ
と
は
少
な
い
二
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
、
冬
季
以
外
は
、
巨
友
の
仕
事
に
疲
れ
て
し
ま
っ
て
、
新
聞
よ
り
む
ず
か
し
い
も
の
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

　
労
働
時
間
が
全
生
活
時
間
だ
と
な
れ
ば
「
農
場
生
活
」
は
決
し
て
豊
か
で
、
快
適
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
　
「
醜
悪
」
で
あ
る

よ
り
ほ
か
な
く
て
、
農
民
は
悲
し
い
こ
と
に
は
、
そ
れ
に
「
満
足
し
て
い
る
」
よ
う
に
さ
え
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
農
場
生
活
に
関
す
る
す
べ
て
の
欠
陥
の
な
か
で
の
最
大
の
欠
陥
の
一
つ
は
、
た
し
か
に
そ
れ
が
醜
悪
な
こ
と
に
あ
る
。
ク
ロ
ー

ズ
ァ
ッ
プ
さ
れ
て
目
に
う
つ
っ
て
く
る
も
の
の
な
か
で
、
い
や
な
気
を
起
さ
せ
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
も
も
っ
と
悪
い

こ
と
に
は
、
農
業
者
は
こ
の
見
苦
し
い
こ
と
に
此
上
も
な
く
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
場
の
様
子
や
農
業
者
個
人
の
眼
装
に
つ

い
て
美
し
さ
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
見
込
み
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
全
体
と
し

　
　
　
　
＠

て
妥
当
す
る
。
」

　
農
氏
の
生
活
を
引
き
あ
げ
、
文
化
人
と
し
て
彼
ら
を
開
明
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
農
業
の
「
無

条
件
的
失
敗
」
だ
と
こ
の
著
者
は
書
い
て
い
る
が
、
資
本
に
た
い
し
て
、
勤
労
者
の
た
め
に
そ
う
し
た
人
情
的
配
慮
を
期
待
す
る
こ

と
が
、
む
し
ろ
、
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
ア
メ
リ
ヵ
農
業
は
、
よ
り
高
い
し
と
が
ら
、
す
な
わ
ち
文
化
的
な
面
に
お
い
て
は
失
敗
し
て
き
た
。
し
か
も
、
ほ
と
ん
ど
無
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

件
的
に
失
敗
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
」

　
農
村
ぱ
か
り
で
は
な
い
、
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
も
、
資
本
は
貧
困
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
氏
を
隷
属
さ
せ
支
配
す
る
。

「
ア
メ
リ
カ
の
全
世
帯
の
七
三
％
の
所
得
は
、
ヘ
ラ
ー
委
員
会
が
算
出
し
た
半
飢
蛾
的
な
最
低
生
活
費
（
一
九
五
一
年
一
月
で
約
四
、

三
三
〇
ド
ル
一
萎
し
く
下
廻
っ
て
い
も
一
に
嘉
ら
ず
人
癸
衆
は
生
き
て
２
。
し
か
も
、
人
間
性
美
わ
ず
に
。
人
間
の
生
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、
　
　
、

活
は
ど
の
よ
う
に
で
も
し
て
切
り
さ
げ
ら
れ
る
、
人
間
ほ
ど
雑
食
が
で
き
、
ど
ん
な
え
さ
で
で
も
飼
え
る
動
物
は
な
い
、
と
い
わ
れ

る
。
食
種
の
多
様
化
は
文
化
の
産
物
だ
が
、
多
様
化
を
品
質
の
粗
悪
化
の
線
へ
赴
か
せ
た
の
は
、
杜
会
に
お
け
る
階
級
支
配
で
あ
る
。

支
配
階
級
は
勤
労
者
階
級
の
つ
く
り
だ
し
た
文
化
を
独
占
し
、
勤
労
者
階
級
へ
は
文
化
を
そ
の
反
対
物
・
野
蛮
と
し
て
与
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
階
級
支
配
を
強
化
す
る
。
農
村
と
農
民
を
永
久
に
文
化
か
ら
閉
め
だ
し
、
野
蛮
蒙
昧
の
状
態
に
お
き
、
都
会
と
対
立
さ
せ
、

農
民
を
都
市
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
敵
対
さ
せ
、
労
農
統
一
戦
線
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
け
る
支
配
階
級
の
共
通

の
政
■
策
で
あ
る
。

　
働
く
人
氏
に
文
化
を
も
た
せ
な
い
こ
と
、
彼
ら
に
人
間
ら
し
い
生
活
を
拒
否
す
る
こ
と
、
彼
ら
を
貧
困
と
無
知
に
、
し
た
が
っ
て

政
治
的
無
権
利
の
状
態
に
事
実
上
維
持
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
資
本
は
人
氏
を
隷
属
さ
せ
搾
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
ゼ

　
こ
の
よ
う
な
杜
会
機
構
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
働
く
人
氏
は
決
し
て
自
ら
の
う
ち
の
人
間
性
を
失
っ
て
動
物
化
す
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
、
動
物
的
に
堕
落
す
る
傾
向
に
た
い
し
て
絶
え
ず
闘
っ
て
い
る
。
闘
っ
て
人
間
性
を
維
持
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
よ
り
完

全
な
も
の
に
鍛
い
あ
げ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
生
産
様
式
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
敵
対
性
は
、
矛
盾
は
、
直
接
的
生
産
者
を
強
健
な
人
間
に
、

闘
い
の
勝
利
者
に
、
鍛
い
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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