
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）

一
八
六
　
（
一
八
六
）

へ
－
ゲ
ル
市
民
社
会
論
と
マ
ル
ク
ス

細
　
　
見

英

　
マ
ル
ク
ス
が
一
八
四
三
年
末
な
い
し
四
四
年
初
め
ご
ろ
に
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
ウ
、
セ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
英
仏
の
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

国
民
経
済
学
者
の
諸
著
作
の
研
究
に
着
手
し
た
の
は
、
四
三
年
春
に
始
め
ら
れ
た
か
れ
の
へ
－
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
を
遂
行
す
る
過
程

に
お
げ
る
、
必
然
的
な
成
り
ゆ
ぎ
で
あ
っ
た
。

　
マ
ル
ク
ス
は
か
れ
の
最
初
の
本
格
的
な
『
法
哲
学
」
批
判
で
あ
る
一
、
へ
ー
ゲ
ル
国
法
諭
批
判
』
の
な
か
で
、
ひ
き
っ
づ
き
『
法
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

学
』
「
市
民
杜
会
」
論
の
検
討
を
お
こ
な
う
意
図
を
表
明
し
て
い
た
Ｃ
こ
の
仕
事
は
、
　
へ
ー
ゲ
ル
国
家
論
批
判
の
よ
う
な
直
接
的
な

『
法
哲
学
』
批
判
と
し
て
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
り
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
一
、
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
」
一
な
ら

び
に
経
済
学
批
判
の
草
稿
（
マ
ル
評
注
』
『
経
哲
手
稿
』
）
　
を
も
っ
ビ
、
そ
し
て
こ
の
後
老
と
り
わ
げ
一
．
経
哲
手
稿
』
に
含
ま
れ
る
諸
草

稿
が
、
『
序
説
』
で
予
告
さ
れ
た
へ
－
ゲ
ル
法
祈
学
批
判
の
一
．
環
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
白
身
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

表
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
　
『
国
法
論
批
判
』
で
表
明
さ
れ
た
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
批
判
の
意
図
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
経
済
学
批
判
と
し
て
実
行
さ
れ
た
の
だ
と
推
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。



　
こ
の
推
定
が
不
当
で
な
い
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
を
一
見
す
る
だ
げ
で
明
ら
か
で
あ
る
。
げ
だ
し
、
そ
の
第
一
節
「
欲

望
の
体
系
」
の
冒
頭
で
、
へ
－
ゲ
ル
自
身
「
国
家
経
済
学
」
○
○
訂
斗
乙
・
－
○
具
◎
９
邑
０
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
言
及
し
、
か
れ
の
市
民
杜
会
論

が
経
済
学
の
成
果
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
「
因
家
経
済
学
は
こ
の

よ
う
な
見
地
〔
主
観
的
欲
望
と
そ
の
充
足
と
い
う
見
地
－
－
－
引
用
者
〕
　
か
ら
出
発
し
、
つ
づ
い
て
集
団
の
関
係
と
運
動
を
質
的
．
量
的
規

定
性
と
交
錯
と
に
お
い
て
叙
述
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
学
間
で
あ
る
。
　
　
こ
れ
は
近
代
を
地
盤
と
し
て
成
立
し
た
学
間
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
学
間
の
発
展
は
、
思
想
が
（
ス
ミ
ス
、
セ
ィ
、
リ
ヵ
ー
ド
ゥ
を
見
よ
）
い
か
に
し
て
、
ま
ず
眼
前
に
横
た
わ
る
無
数
の
個
別
性
か
ら
、

事
象
の
単
純
な
諸
原
理
、
す
な
わ
ち
事
象
の
う
ち
に
働
き
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
悟
性
を
発
見
す
る
か
と
い
う
、
與
味
あ
る
過
程
を

示
し
て
い
る
一
一
蔓
と
羊
一
一
の
・
経
済
学
が
「
発
見
一
し
た
悟
性
を
ぱ
、
理
性
の
毒
か
ら
包
摂
し
て
、
こ
れ
婁
哲
学

体
系
の
一
環
に
組
み
い
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
主
題
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ぱ
、
へ
－
ゲ
ル
の
理
性

の
立
場
の
神
秘
化
的
思
弁
性
を
批
判
し
て
そ
こ
に
含
ま
れ
る
合
理
的
内
実
を
摘
出
し
、
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
的
検
討
を
み
ず
か
ら

の
本
来
の
課
題
と
し
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
合
理
的
内
実
は
、
実
は
近
代
の
経
済
学
者
の
諸
著
作
の
う

ち
に
ナ
マ
の
形
で
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
げ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
は
、
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
批
判
の
展

開
一
深
化
を
意
味
す
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
諭
の
検
討
に
よ
っ
て
摘
出
し
た
間
題

の
批
判
的
究
明
を
果
た
す
べ
く
、
い
わ
ぱ
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
原
典
と
も
、
い
う
べ
き
近
代
の
経
済
学
の
研
究
に
と
り
か
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
の
法
哲
学
批
判
と
経
済
学
研
究
と
の
関
連
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
経
済
学
の
研
究
に
着
手

す
る
に
さ
い
し
て
の
マ
ル
ク
ス
の
間
題
意
識
と
研
究
視
角
は
、
お
の
ず
か
ら
、
へ
－
ゲ
ル
の
市
民
杜
会
論
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
一

　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
　
（
一
八
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
仔
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
（
一
八
八
）

面
を
も
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
経
済
学
研
究
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
究
明
し
よ
う
と
し
た
間
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
市
民
杜

会
の
概
念
的
把
握
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
課
題
に
マ
ル
ク
ス
が
、
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
検
討
を
通
じ
て
と
り
く
ん
だ
の
で
あ

る
以
上
、
か
れ
の
問
題
意
識
と
批
判
の
視
角
は
、
ヨ
リ
規
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
を

読
み
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
み
ず
か
ら
の
批
判
的
研
究
の
課
題
と
し
た
の
は
、
そ
し
て
そ
れ
を
究
明
す
ぺ
く
か
れ

を
経
済
学
研
究
に
駆
り
た
て
た
の
は
、
い
か
な
る
間
題
で
あ
っ
た
か
？
　
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
断

片
的
な
経
済
学
批
判
の
草
稿
を
検
討
し
評
価
す
る
基
準
を
え
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
右
の
間
い
に
た
い
す
る
解
答
を
、
『
独
仏

年
誌
」
の
二
論
文
、
と
り
わ
げ
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
』
の
思
愁
に
も
と
づ
い
て
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
引
ぎ
出
そ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。

　
　
（
！
）
　
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
研
先
着
手
の
時
期
に
っ
い
て
は
、
た
来
二
つ
の
詳
が
あ
る
一
、
一
つ
は
、
「
四
四
年
初
め
（
三
月
頃
）
」
説
（
岡
崎
・
渡

　
　
辺
氏
六
『
マ
ル
ク
ス
年
諦
』
二
九
へ
ー
ジ
参
い
一
）
、
　
他
は
一
、
四
三
年
末
」
訣
（
竃
買
×
＼
■
長
０
７
オ
Ｏ
鼻
Ｏ
ピ
Ｏ
・
．
竃
Ｏ
参
照
）
で
あ
る
。
お
も

　
　
う
に
市
一
考
は
、
四
四
年
二
月
禾
『
独
仏
年
芯
』
に
の
せ
ら
れ
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
『
■
民
維
済
学
批
判
大
綱
』
が
、
マ
ル
ク
ス
が
経
済
学
研
究
に

　
　
前
手
す
ろ
決
定
的
な
動
院
を
与
え
た
－
、
し
み
る
述
説
に
い
っ
て
｝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
し
か
し
わ
た
し
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済

　
　
学
研
究
は
、
へ
ー
ゲ
ル
法
打
学
批
判
の
ド
一
閉
沫
化
と
し
て
、
か
れ
〔
身
の
＾
來
辿
杵
に
お
い
て
内
的
必
然
性
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
と
考

　
　
え
ろ
こ
－
、
し
す
わ
ば
マ
ル
ク
ス
が
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
○
ｉ
大
納
』
先
六
以
～
の
四
三
年
末
吹
に
、
す
で
に
維
済
学
研
先
に
着
手
し
て
い
た
と
し
て
も

　
　
け
っ
し
て
不
忠
訣
ノ
、
、
は
な
い
、
．
ち
た
み
に
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
　
『
穴
不
ム
洲
』
第
二
谷
へ
の
序
交
で
、
　
「
マ
ル
ク
ス
は
締
済
学
研
究
を
、
　
一
八
四
三

　
　
年
に
ハ
リ
で
姶
め
た
」
と
云
っ
て
い
る
し

　
（
２
）
　
く
竃
之
向
焉
¢
７
宍
ｏ
ユ
お
－
一
乙
。
』
ｃ
ｃ
以
宗
己
・
』
○
。
¢
．
拙
礼
一
．
。
映
外
山
、
」
れ
人
」
労
侃
、
の
桃
念
（
二
）
」
、
↓
！
介
鮎
糾
済
学
、
節
九
巻
節
二
号
、

　
　
　
二
二
九
べ
－
ジ
参
舳
一
、
一

　
　
　
な
お
木
稿
は
、
内
谷
的
に
は
打
の
州
柵
の
続
納
を
た
す
二
わ
た
し
の
ね
ら
い
は
、
　
「
維
哲
千
帥
』
に
お
け
る
ハ
昧
外
さ
れ
た
労
働
〉
の
概
念

　
　
の
内
外
と
な
羨
を
、
そ
の
形
吠
篶
ザ
を
あ
－
一
し
っ
け
ろ
こ
と
に
よ
一
て
閉
ら
か
に
す
ろ
こ
と
に
あ
る
、
木
椛
に
お
い
て
は
、
　
『
へ
－
ゲ
ル
困
法
論



　
批
判
』
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
前
稿
の
あ
と
を
受
け
て
、
　
『
猿
仏
年
誌
』
の
二
論
文
を
念
頭
に
お
き
、
こ
の
二
論
文
が
マ
ル
ク
ス
の
へ
ー
ゲ
ル

市
民
隻
論
批
判
の
一
端
を
示
し
、
そ
の
属
深
化
と
し
て
の
舞
凸
一
纂
の
問
題
点
と
祭
の
設
定
を
お
こ
な
一
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
て
、

　
こ
の
見
地
か
ら
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
を
松
討
す
る
、

（
３
）
婁
具
貫
身
○
馨
暮
ご
己
。
菖
９
邑
二
麦
；
。
・
；
｛
二
。
。
奉
大
月
版
マ
ル
一
ソ
選
集
、
補
巻
四
、
二
二
七
べ
↓
ｃ
前

　
掲
拙
稿
、
　
一
〇
一
－
ニ
ベ
ー
ジ
参
照
、

（
４
）
丸
ガ
ッ
一
内
は
、
一
ム
ル
『
法
哲
学
』
の
節
を
示
す
、
一
法
哲
学
一
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
に
お
い
て
も
こ
れ
に
準
ず
る
。
套
声
目
昌
．

　
は
「
注
釈
」
を
、
Ｎ
毒
．
は
一
、
補
遺
」
を
示
す
、
、

二

　
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
批
判
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
基
本
視
角
と
壬
要
な
課
題
は
、
へ
－
ゲ
ル
が
「
個
別
化
さ
れ
制
限
さ
れ
た
特

殊
的
労
働
に
結
び
つ
い
た
階
級
」
な
ら
び
に
「
賎
民
」
雲
訂
Ｈ
と
し
て
描
い
た
と
こ
ろ
の
無
産
階
級
Ｈ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
ぱ
、

国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
な
ら
び
に
そ
の
根
拠
た
る
近
代
市
民
杜
会
そ
の
も
の
を
止
揚
し
「
人
問
的
解
放
」
を
実
現
す
る
実
践
的

主
体
と
し
て
直
観
し
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
定
有
の
秘
密
」
を
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
は
、
マ

ル
ク
ス
に
お
い
て
、
　
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
し
一
で
明
確
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
論

稿
が
『
へ
ー
ゲ
ル
於
牟
牛
批
判
、
か
沁
』
と
マ
ル
ク
ス
白
身
に
よ
っ
て
名
づ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
を
人
間

的
僻
放
の
担
い
手
と
す
る
祝
角
か
ら
そ
の
定
有
の
論
理
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
、
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
に
た
い
す
る
、

さ
ら
に
ま
た
「
法
哲
学
」
全
体
に
た
い
す
る
根
底
的
批
判
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
が
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
へ
－
ゲ
ル
市
民
社
会
諭
と
マ
ル
ク
ス
（
約
兄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
　
（
一
八
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
（
一
九
〇
）

　
へ
－
ゲ
ル
が
、
イ
ギ
リ
ス
杜
会
の
現
状
を
表
象
に
浮
か
ぺ
つ
つ
、
　
「
特
殊
的
労
働
に
結
び
つ
い
た
階
級
」
、
「
賎
民
」
に
論
及
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

い
る
の
は
、
　
「
市
民
杜
会
」
論
Ｃ
の
同
「
警
察
」
の
項
に
お
い
て
で
あ
る
。
ン
」
こ
で
へ
－
ゲ
ル
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
二
四
三
節
　
　
　
「
市
民
杜
会
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
活
動
を
続
げ
て
お
れ
ば
、
市
民
杜
会
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
人
口
と
産
業

　
の
増
進
過
程
に
あ
る
。
　
　
欲
望
に
よ
る
人
問
の
連
関
の
普
遍
化
と
、
欲
望
に
た
い
す
る
手
要
を
進
備
し
調
達
す
る
方
法
の
普
遍

　
化
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
富
の
蓄
積
が
増
大
す
る
、
け
だ
し
こ
の
二
重
の
普
遍
性
か
ら
最
大
の
利
得
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
他
方
で
は
、
特
殊
的
労
働
の
個
別
化
と
制
限
性
お
よ
び
こ
の
労
働
と
結
び
っ
い
た
階
級
の
依
存
性
と
困
窮
と
が
増
大
す

　
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
、
市
民
杜
会
の
広
汎
な
諸
権
益
、
と
り
わ
げ
清
神
的
便
益
を
感
知
し
享
受
し
え
な
い
こ
と
が
結
び
つ
い
て

　
い
る
」
。

　
二
四
四
節
　
　
　
「
大
衆
が
、
杜
会
の
成
員
に
必
要
な
も
の
と
目
ず
か
ら
規
定
さ
れ
た
一
定
の
生
計
様
式
の
規
準
以
下
に
堕
す
れ
ば

　
　
　
そ
し
て
こ
う
な
れ
ぱ
、
白
分
の
活
動
と
労
働
に
よ
っ
て
生
存
す
る
と
い
う
、
法
、
正
義
な
ら
び
に
名
誉
の
感
情
が
喪
失
す
る

　
が
　
　
、
こ
こ
に
賎
民
が
発
生
す
る
。
同
時
に
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
逆
に
、
少
数
者
の
手
中
に
莫
大
な
富
が
い
っ
そ
う
容
易
に
集

　
中
さ
れ
る
」
。

　
こ
れ
ら
の
節
は
、
　
「
現
実
主
義
者
」
へ
ー
ゲ
ル
の
「
巨
大
な
歴
史
感
覚
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、
し
ぱ
し
ぱ
引
用
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
述
が
マ
ル
ク
ス
に
た
い
し
て
も
、
近
代
市
民
杜
会
の
間
題
性
の
赤
裸
々
な
描
写
と
し
て
、
大
ぎ
な
感
銘

と
示
唆
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
へ
－
ゲ
ル
の
市
民
杜
会
論
が
近
代
国
家
の
先
端
に
位
置
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
、
市

民
杜
会
に
お
げ
る
最
先
端
の
間
題
性
　
　
貧
富
の
分
極
的
累
積
と
、
こ
れ
に
と
も
な
う
賎
民
の
発
生
　
　
へ
の
論
及
を
含
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
一
一
法
哲
学
』
を
「
公
式
の
現
代
と
比
肩
し
う
る
唯
一
の
ド
イ
ツ
史
」
と
し
て
高
く
評
価
し
た
理



由
の
一
つ
を
な
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
へ
－
ゲ
ル
の
卓
絶
し
た
歴
史
感
覚
を
示
す
右
の
論
述
は
、
同
時
に
か
れ
の
消
極
面
を
、
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
批

判
的
に
検
討
さ
る
ぺ
き
重
要
な
問
題
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
Ｃ
そ
の
一
っ
は
、
右
の
論
述
が
イ
ギ
リ
ス
杜
会
に
お
け
る
現
象
的
事

態
の
実
証
主
義
的
描
写
に
と
ど
ま
っ
て
、
こ
の
現
象
的
事
態
が
市
民
杜
会
に
内
在
す
る
「
本
質
的
な
矛
盾
」
の
必
然
的
な
現
象
形
態

と
し
て
、
真
の
意
味
で
「
概
念
的
に
把
握
」
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
事
態
は
理
念
の
定
有
と

し
て
の
本
来
の
市
民
杜
会
に
と
っ
て
は
外
的
か
つ
偶
然
的
な
、
し
た
が
っ
て
「
公
共
力
」
た
る
「
警
察
」
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
べ

き
、
た
ん
な
る
現
象
と
し
て
の
意
義
づ
げ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
っ
い
て
若
干
た
ち
い
っ
た
考
察
を
く

わ
え
、
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
批
判
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
問
題
点
を
ヨ
リ
規
定
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
点
に
っ
い
て
。
一
般
に
、
　
『
法
哲
学
』
に
お
げ
る
へ
－
ゲ
ル
の
主
題
は
、
国
家
、
杜
会
の
諸
事
象
の
概
念
的
把
握
に

あ
っ
た
。
だ
が
か
れ
に
お
い
て
は
事
象
の
概
念
的
把
握
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
げ
る
よ
う
に
、
　
「
固
有
の
対
象
の
固
有
の
論
理
を
把
握

　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
…

す
る
」
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
諸
事
象
の
「
概
念
」
は
論
理
的
概
念
と
し
て
、
諸
事
象
の
運
動
の
論
理
は
論
理
学
に

お
げ
る
概
念
の
自
己
運
動
の
系
列
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
へ
－
ゲ
ル
に
お
げ
る
「
概
念
的
把
握
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
は
、
実
在
的
諸
対
象
を
現
象
す
る
が
ま
ま
に
と
り
あ
げ
て
、
こ
れ
ら
を
論
理
的
概
念
の
諸
契
機
と
そ
れ
ら
の
相
互
的
媒
介
運
動
と

し
て
の
概
念
の
自
己
展
開
の
系
列
に
対
応
さ
せ
て
編
成
叙
述
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
一
．
法
哲
学
』
の
論
述
は
、
実

在
的
諸
事
象
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
現
象
的
事
態
の
実
証
主
義
的
描
写
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
先
に
あ
げ
た
第
一

の
間
題
点
は
、
た
ん
に
「
警
察
」
の
項
の
論
述
に
だ
げ
で
な
く
、
　
冒
、
法
哲
学
』
全
体
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
、
へ
－
ゲ
ル
が
実
証
主
義
的
描
写
の
対
象
を
ド
イ
ツ
的
現
実
に
限
ら
な
い
で
、
英
仏
の
国
家
・
杜
会
に
お
げ
る
諸
現
象
と

　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
社
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
　
（
一
九
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
　
（
一
九
二
）

そ
こ
に
お
け
る
現
象
的
矛
盾
を
も
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
高
く
評
価
し
て
、
こ
の
現
象
的
事
態
．
現
象
的
矛
盾
の
分
析

を
つ
う
じ
て
そ
れ
ら
の
実
在
的
な
論
理
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
右
に
の
ぺ
た
よ
う
に
、
へ
－
ゲ
ル
に
よ
っ
て
理
念
の
実
在
的
定
有
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
事
態
は
、
近
代
国
家
．
杜
会
の
玩
象
的

事
実
の
実
証
主
義
的
反
映
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
、
法
哲
学
』
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
現
象
的
事
実
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
定
の
哲
学
的
意
義
づ
げ
を
与
え
ら
れ
、
体
系
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
現
象
的
事
実
の
体
系
的
な
編
成
を
支
え
る
基
本
的
な
原
理

は
、
さ
ぎ
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
実
在
的
な
対
象
以
前
に
論
理
学
に
お
い
て
完
結
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
　
　
こ
れ
を
へ
ー
ゲ
ル
は

「
対
象
に
内
在
す
る
理
性
」
と
傍
称
す
る
の
で
あ
る
が
　
　
抽
象
的
な
「
概
念
」
で
あ
る
Ｃ
だ
が
実
在
的
な
現
象
的
諸
事
実
と
あ
ら

か
じ
め
前
提
さ
れ
た
抽
象
的
な
論
理
的
概
念
と
は
、
内
的
必
然
的
な
関
係
を
も
た
な
い
。
一
定
の
抽
象
的
な
概
念
規
定
に
た
い
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

は
、
複
数
の
実
在
的
現
象
を
類
推
的
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
Ｃ
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
複
雑
多
様
な
実
在

的
諸
現
象
を
論
理
的
概
念
の
自
己
展
開
の
系
列
に
沿
っ
て
体
系
的
に
編
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
定
の
政
治
的
．
歴
史
的
意
識
な

い
し
は
「
あ
る
ぺ
き
国
家
」
に
っ
い
て
の
一
定
の
表
象
が
媒
介
を
な
し
て
い
る
こ
と
　
　
へ
－
ヶ
ル
自
身
は
こ
の
こ
と
を
否
定
し
て

い
る
が
　
　
を
看
過
す
る
こ
と
は
て
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
へ
ー
ヶ
ル
は
、
あ
る
へ
ぎ
国
家
．
杜
会
に
っ
い
て
の
一
定
の
表
象
に
も
と

づ
い
て
多
様
な
実
在
的
諸
事
象
に
一
定
の
伽
値
判
断
を
く
わ
え
、
こ
れ
を
概
念
展
開
の
系
列
に
沿
っ
て
編
成
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
お
な
じ
く
実
証
主
義
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
個
々
の
現
象
的
諸
事
象
に
し
て
も
、
あ
る
事
象
は
概
念
の
ま
っ
た

き
定
有
と
し
て
肯
定
的
な
意
義
を
付
与
さ
れ
、
他
の
事
象
は
概
念
に
外
的
な
定
有
と
し
て
の
、
し
た
が
っ
て
体
系
的
に
は
止
揚
さ
る

ぺ
き
偶
然
的
な
定
有
と
し
て
の
意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
、
市
民
杜
会
に
お
げ
る
貧
富
の
両
枢
分
解
と
賎
民
の
発
生
に
っ
い
て
の
へ

ー
ゲ
ル
の
論
述
に
か
ん
し
て
、
さ
き
に
指
摘
し
た
第
二
の
間
題
点
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

て
、
概
念
の
定
有
と
し
て
理
性
的
な
、
い
わ
ぱ
本
来
の
市
民
杜
会
は
、
「
身
分
」
Ｃ
っ
轟
己
Ｏ
の
区
別
に
お
い
て
有
機
的
な
体
系
的
全
体

　
　
　
　
　
・
　
・
（
５
）

で
あ
り
、
　
「
階
級
」
ヨ
鍔
。
。
０
分
裂
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
貧
困
の
間
題
は
、
本
来
の
市
民
杜
会
の
「
内
部
に
残
存
す
る
偶
然
性
」
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
「
公
共
力
」
た
る
「
警
察
」
に
よ
っ
て
「
事
前
に
配
慮
」
さ
れ
管
理
さ
れ
る
べ
き
対
象
な
の
で
あ
る
（
竈
・
。
・
。
）
。

　
な
る
ほ
ど
貧
富
の
両
極
分
解
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
階
級
分
裂
と
賎
民
の
発
生
は
、
「
現
代
杜
会
を
動
か
し
悩
ま
し
つ
つ
あ
る
間
題
」

（
鴛
奉
Ｎ
易
．
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
　
「
市
民
杜
会
は
富
が
過
剰
に
あ
り
な
が
ら
十
分
に
は
豊
か
で
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
、
貧

困
の
過
剰
と
賎
民
の
発
生
と
を
防
止
す
る
に
足
る
固
有
の
財
産
を
持
っ
て
い
な
い
」
（
鴛
畠
）
と
い
う
矛
盾
が
前
面
に
現
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
べ
く
市
民
杜
会
は
、
　
「
特
定
杜
会
と
し
て
の
自
己
を
の
”
こ
え
て
」
　
（
鴛
畠
）
他
国
と
通
商
貿
易
関
係

を
と
り
結
び
、
さ
ら
に
「
植
民
地
の
建
設
」
（
鮒
違
・
。
）
に
進
む
。
こ
の
よ
う
な
、
　
「
杜
会
を
越
え
る
利
害
」
を
「
上
か
ら
措
導
し
配

慮
す
る
」
（
鴛
お
）
こ
と
も
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ぱ
「
警
察
」
の
一
任
務
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
外
国
貿
易
や
植
民
は
、
市

民
杜
会
の
は
ら
む
矛
盾
を
真
に
解
決
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
こ
の
矛
盾
を
悟
性
的
無
限
に
導
く
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
市
民
杜
会
の
運
動
を
上
か
ら
指
導
し
監
督
す
る
警
察
の
機
能
は
、
あ
く
ま
で
も
「
外
的
秩
序
」
を
維
持
し
、
市
民
杜

会
に
お
げ
る
主
観
的
特
殊
性
と
即
自
有
的
普
遍
性
と
の
「
相
対
的
合
一
」
を
実
現
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
富
の
過
剰
と
貧
困
の
過

剰
と
い
う
市
民
杜
会
の
矛
肝
を
真
に
解
決
　
　
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
あ
ら
か
じ
め
防
止
す
る
も
の
は
、
へ
－
ヶ
ル
に
お
い
て
は

「
国
家
」
で
あ
り
、
市
民
杜
会
に
お
げ
る
国
家
的
Ｈ
倫
理
的
心
情
で
あ
る
じ
市
民
杜
会
と
い
う
特
殊
仕
の
領
域
に
あ
り
な
が
ら
そ
の

な
か
で
禺
家
的
心
情
を
、
す
な
わ
ち
普
遍
性
と
特
殊
仕
と
の
実
体
的
統
一
を
具
現
し
て
い
る
定
有
こ
み
、
、
　
「
身
分
」
な
ら
び
に
「
職

業
細
合
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
国
家
の
箪
一
の
土
台
は
家
族
で
あ
り
、
身
分
が
箪
二
の
上
台
、
一
、
あ
る
」
（
鰍
８
ピ
Ｎ
亘
己
。
・
）
。
ま
た
、

「
家
族
に
く
わ
え
て
職
業
組
合
が
、
第
二
の
、
市
民
杜
会
に
根
ざ
す
国
家
の
倫
理
的
某
礎
を
な
す
」
（
驚
蟹
）
。
し
た
が
っ
て
、
へ
－

　
　
　
へ
！
ゲ
ル
市
民
社
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
　
（
一
九
三
）



　
　
　
立
命
嬉
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
（
一
九
四
）

ゲ
ル
に
よ
れ
ぱ
、
　
「
身
分
」
　
「
職
業
組
合
」
こ
そ
、
国
家
の
概
念
す
な
わ
ち
倫
理
的
概
念
の
ま
っ
た
ぎ
白
己
実
現
と
し
て
、
理
性
的

な
、
本
来
の
市
民
杜
会
を
構
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
出
発
、
凧
は
、
倫
理
的
実
体
と
し
て
の
「
家
族
」
の
分
裂
で
あ
っ
た
。
市
民
杜
会
は
、
家
族
に
お
い
て
実

体
的
統
一
に
お
い
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
特
殊
性
と
普
遍
性
の
両
契
機
が
分
裂
し
、
そ
れ
ぞ
れ
士
上
観
的
特
殊
性
と
形
式
的
普
遍
性
と
し

て
自
立
的
な
実
存
を
え
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
へ
ー
ヶ
ル
は
、
市
民
杜
会
を
「
差
別
の
凄
階
」
、
「
本
来

的
倫
理
の
喪
失
」
の
段
階
と
特
徴
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
へ
－
ゲ
ル
が
近
代
『
ぺ
〔
家
、
近
代
杜
会
に
お
げ
る
私
的
利
益
と

普
遍
的
利
益
と
の
、
市
民
と
公
民
と
の
、
市
民
杜
会
と
政
治
的
国
家
と
の
分
裂
を
知
っ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
市
民
杜
会
論
展
開
の

諭
理
的
出
発
点
に
据
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
市
民
杜
会
が
「
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
」
活
動
を
続
げ
れ

ぱ
、
貧
富
の
分
極
的
累
積
、
宮
裕
階
級
と
労
働
階
級
・
賎
民
と
の
階
級
分
裂
を
招
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
も
知
っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
へ
－
ゲ
ル
は
、
　
　
そ
の
哲
学
的
原
理
な
ら
び
に
政
治
的
立
場
か
ら
し
て
　
　
市
民
杜
会
と
国
家
と
の
、
ま
た
富
裕
階

級
と
貧
困
階
級
と
の
、
分
裂
を
欲
し
な
い
。
か
れ
は
市
民
杜
会
の
内
部
で
特
殊
性
と
普
遍
性
が
実
体
的
に
統
一
せ
ら
れ
、
市
民
杜
会

が
因
家
の
有
機
的
契
機
た
る
こ
と
が
実
現
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
は
、
分
裂
の
確
証
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

「
定
立
さ
れ
た
矛
府
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
惚
、
一
察
」
に
、
特
殊
性
と
普
遍
性
を
「
相
対
的
に
令
一
」
す
る
媒
介
的
契
機
た
る
意
義
を

与
え
る
と
と
も
に
、
ヨ
リ
根
底
的
に
両
者
の
「
内
的
合
一
」
に
お
げ
る
「
具
体
的
統
体
」
と
し
て
の
音
心
義
を
も
っ
実
在
的
定
有
を
、

「
身
分
」
と
「
職
薬
組
合
」
　
　
こ
の
中
世
的
な
る
も
の
　
　
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
祉

会
の
現
象
的
請
矛
肝
を
知
り
か
っ
描
ぎ
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
「
現
象
の
矛
肝
を
ぱ
、
本
質
に
お
げ
る
、
す
な
わ
ち
理
念
に
お
げ
る

　
　
　
　
　
（
７
）

統
一
と
と
ら
え
」
、
そ
し
て
理
念
に
お
け
る
統
一
を
体
現
し
て
い
る
実
在
的
定
有
を
、
中
世
的
な
　
　
そ
こ
で
は
一
市
民
杜
会
は
直
接



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

的
に
政
治
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
」
、
　
す
な
わ
ち
市
民
杜
会
と
政
治
的
因
家
と
は
直
接
的
に
同
一
で
あ
っ
た
　
　
諸
事
象
に
も
と
め

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
市
民
杜
会
の
自
己
矛
盾
を
市
民
杜
会
そ
れ
白
体
の
内
部
に
お
い
て
止
揚
せ
し
め
、
か
く
し
て
市
民
杜
会
を
、

国
家
の
土
台
で
あ
り
一
分
肢
で
あ
る
倫
理
的
有
機
体
と
し
て
構
成
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の
秘
密
で
あ
っ
た
。

　
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
こ
の
秘
密
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
す
で
に
『
へ
－
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』
で
解
明
・
批
判
ず
み
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
論
稿
で
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
－
ゲ
ル
が
市
民
杜
会
と
政
治
的
国
家
と
の
分
裂
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
を
理
念
の
必
然
的
な

契
機
と
し
て
展
開
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
こ
の
分
裂
を
「
欲
せ
ず
」
、
　
両
者
の
統
一
が
国
家
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
欲

す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
へ
－
ケ
ル
は
、
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
「
定
立
さ
れ
た
矛
盾
」
を
表
示
し
て
い
る
実
在
的
諸
対
象
　
　
「

君
主
」
　
「
官
僚
制
」
「
禺
会
」
　
　
に
、
「
理
念
に
お
げ
る
統
一
」
の
体
現
と
し
て
の
意
義
つ
げ
を
与
え
、
し
か
も
、
と
り
わ
げ
「
国

会
」
Ｃ
○
轟
邑
Ｏ
に
関
連
し
て
、
か
か
る
論
理
的
意
義
の
定
有
的
実
現
を
、
中
世
的
な
身
分
制
議
会
の
規
定
に
よ
っ
て
「
論
証
」
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

い
る
こ
と
、
こ
の
意
味
で
「
へ
ー
ゲ
ル
の
同
一
性
の
最
高
峰
は
中
世
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
、
鋭
く
解
明
し
批
判
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、

経
験
的
実
在
を
抽
象
的
な
論
理
的
規
定
と
す
り
か
え
、
近
代
的
諸
事
象
を
中
世
的
規
定
性
に
お
げ
る
諸
事
象
と
す
り
か
え
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

よ
っ
て
、
国
家
を
概
念
の
ま
っ
た
ぎ
現
実
態
と
し
て
構
成
し
て
い
る
へ
－
ゲ
ル
の
秘
密
を
、
　
「
諭
班
的
汎
神
諭
的
神
秘
主
義
」
、
「
最

　
　
　
　
　
（
ー
ユ
）

悪
の
浪
令
上
義
」
と
特
徴
づ
げ
て
い
る
し
そ
し
て
『
国
法
論
批
判
』
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
十
工
魍
は
、
へ
－
ゲ
ル
因
家
論
の
論
述
を
、

「
論
那
的
汎
神
論
的
神
秘
上
義
」
　
「
混
令
十
義
」
か
ら
と
き
ほ
ぐ
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
「
令
理
的
な
」
内
実
を
柚
出
す
る
こ

と
、
そ
し
て
か
く
し
て
拙
出
さ
れ
た
合
那
的
内
実
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
へ
ー
ケ
ル
圃
家
諭
　
　
お
よ
ひ
法
哲
学

一
般
　
　
に
含
ま
れ
、
一
、
い
る
合
理
的
な
内
実
と
は
、
哲
学
的
意
義
っ
げ
と
体
系
的
編
成
を
こ
う
む
る
以
前
の
、
へ
－
ヶ
ル
に
よ
っ
て

直
観
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
近
代
国
家
・
祉
会
の
状
況
と
そ
の
閉
魎
性
、
実
証
乍
義
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
近
代
的
諾
現

　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
礼
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
納
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
　
（
一
九
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
口
ヶ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
　
（
一
九
六
）

象
と
そ
＞
」
に
お
け
る
矛
盾
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
は
、
　
”
近
代
に
お
げ
る
政
治
的
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
〃
と

し
て
抽
出
し
、
こ
の
分
裂
を
止
揚
し
て
人
間
存
在
の
現
実
的
な
類
的
普
遍
性
（
↓
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
ー
」
）
を
実
現
せ
ん
と
す
る
実
践
的
な

視
角
か
ら
、
分
裂
の
事
態
そ
の
も
の
の
概
念
的
把
握
を
志
向
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
右
の
よ
う
な
一
て
へ
－
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』
の
視
角
と
方
法
は
、
マ
ル
ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル
「
市
民
杜
会
」
論
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ

て
も
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
　
「
身
分
」
　
「
職
業
組
合
」
を
媒
介
的
契
機
と
し
て
市
民
杜
会
を

倫
理
的
有
機
体
に
構
成
す
る
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
「
論
理
的
汎
神
論
的
神
秘
主
義
」
　
「
最
悪
の
混
合
主
義
」
の
帰
結
で
あ
り
表
現

で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
ず
、
も
は
や
あ
ら
た
め
て
批
判
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
む
し
ろ
か
れ
に
と
っ
て
の
間
題
は
、

哲
学
的
に
体
系
化
さ
れ
た
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
基
礎
を
な
し
素
材
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
合
理
的
な
内
実
、
す
な
わ
ち
へ
－

ゲ
ル
の
ナ
マ
の
市
民
杜
会
認
識
を
抽
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
へ
－
ゲ
ル
の
ナ
マ
の
市
民
杜
会
認
識
の
抽
出
は
、
す
な

わ
ち
近
代
市
民
杜
会
の
現
象
的
事
態
と
そ
の
間
題
仕
の
把
握
と
い
う
意
味
を
も
っ
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
近
代
市
民
杜
会
の
問
題

性
を
、
否
、
近
代
市
民
杜
会
そ
の
も
の
を
変
革
し
止
揚
し
よ
う
と
す
る
実
践
約
な
見
地
す
な
わ
ち
「
人
間
的
解
放
」
の
立
場
か
ら
、

へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
合
理
的
な
内
実
を
批
判
的
に
分
析
し
概
念
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
マ
ル
ク
ス

は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
本
来
の
市
民
杜
会
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
要
素
と
さ
れ
な
が
ら
も
現
象
す
る
が
ま
ま
に
描
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
彼
窮
し
た
労
働
階
級
と
賎
民
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
を
ぱ
、
近
代
市
民
杜
会
を
止
揚
し
人
間
的
解
放
を
実
現
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

担
い
手
と
直
観
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
が
実
践
的
見
地
に
た
っ
て
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
合
理
的
内
実
の
慨
念
的
把
握

を
企
図
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
か
れ
は
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
批
判
的
分
析
を
媒
介
と
し
て
、
人
間
的
解
放

と
そ
の
担
い
手
に
つ
い
て
の
白
分
の
「
直
観
を
概
念
に
加
工
」
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
怠
味
し
て
い
る
．
い
い
か
え



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
２
）

れ
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
定
有
を
「
そ
の
発
生
と
必
然
性
に
お
い
て
概
念
的
に
把
握
」
し
て
、
そ
の
歴
史
的
か
つ
論
理
的
な
使

命
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
の
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
批
判
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
径
済
学
の
批
判
的
研
究
の
究
極
の

課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
究
極
の
課
題
を
果
た
す
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
へ
－
ゲ
ル
が
身
分
の
区
別
に
お
い
て
理
性
的
な
有
機
体
と
し
て
構
成
し

た
市
民
杜
会
の
、
合
理
的
な
内
実
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
解
明
さ
れ
な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
げ
だ
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ

ー
ト
の
存
在
は
、
へ
ー
ゲ
ル
も
云
う
と
お
り
、
市
民
杜
会
の
「
妨
げ
ら
れ
な
い
」
自
己
運
動
が
招
来
し
た
一
帰
結
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
の
「
発
生
と
必
然
性
」
は
、
ま
ず
、
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
合
理
的
内
実
す
な
わ
ち
近
代
市
民
杜
会
の
外
的
運
動
と
そ
の

間
題
仕
を
明
ら
か
に
し
、
っ
い
で
そ
れ
に
た
い
す
る
批
判
的
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
う
る
と
搾
定
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
　
（
１
）
　
参
考
ま
で
に
へ
－
ゲ
ル
ニ
ｍ
民
社
会
」
論
の
区
分
を
示
せ
ぼ
次
の
と
お
り
で
あ
る
．
、

　
　
　
Ａ
．
欲
望
の
体
系

　
　
　
何
欲
望
と
充
足
の
様
式
　
旧
労
働
の
様
、
式
　
｝
灯
輩
く
ｇ
旨
暑
彗

　
　
　
Ｂ
．
司
法
内
害
葦
ｏ
ｏ
耳
Ｈ
ｏ
胴
¢

　
　
　
向
法
律
と
し
て
の
法
　
旧
法
律
の
定
有
　
ｈ
裁
判

　
　
　
Ｃ
．
警
察
と
職
業
組
合

　
　
　
向
警
察
巾
Ｏ
冒
９
旧
職
業
組
合
穴
◎
｛
冒
き
；

　
　
　
な
お
勺
◎
－
Ｎ
９
は
、
　
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
た
ん
に
－
警
察
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
維
済
故
焚
．
杜
会
、
欣
策
を
含
む

　
　
　
上
か
ら
の
配
慮
と
管
理
の
機
能
一
般
を
内
宥
と
し
て
い
る
。
金
子
式
蔵
氏
は
勺
ｏ
－
Ｎ
９
の
意
義
を
険
討
し
て
、
　
「
こ
れ
は
今
□
わ
れ
わ
れ
が
行

　
　
放
と
呼
ぶ
も
の
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
ポ
リ
ッ
ァ
イ
は
政
治
国
家
白
身
に
よ
っ
て
、
吋
按
に
行
な
わ
れ
ろ
も
の
で
は
た
く
、
シ
ュ
タ
イ

　
　
　
ソ
の
改
革
と
軌
を
同
じ
う
し
て
、
そ
の
桁
導
・
監
好
の
も
と
に
市
民
祉
会
の
白
治
一
」
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
で
ち
る
」
と
云
っ
て
お
ら
れ
る

　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
　
（
一
九
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）

一
九
八
　
（
一
九
八
）

　
（
『
へ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
』
四
三
六
べ
ー
ジ
）
。
　
こ
の
よ
う
な
内
容
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
便
宣
上
「
警
察
」
の
訳
語
を
使
っ
て

　
お
く
。

（
２
）
　
『
へ
－
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
』
、
竃
弩
之
向
自
需
７
オ
竃
ぎ
ポ
ｏ
ｏ
．
ｃ
ｏ
ｏ
ｏ
ｃ
。
．

（
３
）
　
『
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
、
Ｐ
Ｐ
○
二
〇
・
．
８
９

（
４
）
　
マ
ル
ク
ス
も
『
国
法
論
枇
判
」
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の
身
分
－
国
会
論
を
検
討
し
て
云
っ
て
い
る
、
「
こ
こ
で
は
同
一
の
〔
夫
在
的
な
〕
主
語
が
、

　
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
し
か
し
そ
の
意
義
は
、
自
己
境
定
で
は
な
く
、
比
験
的
な
、
す
り
か
え
ら
れ
た
規
定
で
あ

　
る
、
同
一
の
意
義
に
他
の
具
体
的
な
主
語
を
あ
て
は
め
る
こ
と
も
、
ま
た
同
一
の
主
語
に
他
の
意
義
を
あ
て
は
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
」

　
（
ｐ
．
ｐ
○
．
一
乙
り
．
轟
べ
）
と
、

（
５
）
　
へ
ー
ゲ
ル
の
身
分
論
に
っ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
は
、
へ
－
ゲ
ル
が
市
民
社
会
論
に
お

　
い
て
「
身
分
」
ｃ
つ
轟
箏
３
と
「
階
級
」
ら
鶉
乙
。
ｏ
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
「
市
民
社
会
」
論
の
　
「
Ａ
、
欲
望
の
体
系
」
の
．
項

　
で
は
も
っ
ぽ
ら
「
身
分
」
区
別
が
間
題
と
せ
ら
れ
、
　
「
Ｃ
、
警
察
と
職
業
組
合
」
の
項
の
さ
き
に
引
用
し
た
二
四
三
節
で
、
は
じ
め
て
「
労
働

　
と
結
び
っ
い
た
階
級
」
と
し
て
５
轟
。
。
¢
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
貧
窮
大
衆
な
い
し
は
賎
民
の
対
極
と
し
て
、
「
富
裕
階
級
」
屋
巨
お
屋

　
５
轟
Ｏ
．
Ｏ
（
脇
違
岬
）
あ
る
い
は
「
実
業
諸
階
級
」
０
ｑ
０
考
胃
９
晶
亭
窒
註
ら
麸
。
っ
Ｏ
目
（
吻
Ｎ
轟
）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
み
る
。
し
た

　
、
か
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
杜
会
の
活
動
が
、
と
り
わ
け
「
営
業
身
分
」
に
に
な
わ
れ
た
「
産
業
の
発
展
」
が
、
　
「
身
分
」
区
別
と
は
異
な
っ

　
た
「
階
級
」
区
別
を
、
　
「
身
分
」
の
解
体
・
「
職
業
組
合
の
廃
止
」
に
よ
っ
て
「
階
級
」
分
裂
を
、
招
来
し
て
い
る
こ
と
を
如
り
か
つ
柑
い
て

　
い
る
わ
け
て
あ
る
Ｃ
　
　
そ
れ
ゆ
え
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
ｃ
っ
轟
目
亭
と
ら
毒
ｏ
っ
ｏ
と
は
明
仰
に
区
別
さ
る
へ
き
て
あ
ろ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い

　
ず
れ
も
「
階
級
」
と
訳
し
て
い
る
岡
田
・
速
水
氏
訳
（
岩
波
へ
ー
ゲ
ル
全
集
）
は
、
厳
密
さ
を
欠
く
ぼ
か
り
で
な
く
へ
ー
ゲ
ル
評
舳
を
誤
ら
せ

　
る
も
の
で
あ
る
一
一
ま
た
、
０
０
轟
箏
亭
を
「
陪
屑
」
と
訳
し
て
い
る
商
峯
氏
訳
（
創
元
文
、
岬
）
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
語
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る

　
内
容
（
そ
れ
は
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
「
身
分
」
と
訳
す
こ
と
を
蠕
路
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
た
内
谷
で
は
あ
る
）
に
沿
っ
た
沢
語
で

　
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
　
へ
－
ゲ
ル
が
「
附
い
」
な
い
し
は
搬
茱
分
化
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
あ
え
て
Ｃ
０
募
づ
ら
Ｏ
の
六
を
与
え
、

　
こ
れ
に
よ
っ
て
市
〕
べ
辻
会
を
理
性
的
有
櫟
体
と
し
で
、
構
成
し
で
．
い
ろ
と
二
ろ
、
ベ
ニ
．
む
閉
邊
化
を
干
池
没
却
し
た
パ
沽
レ
三
わ
ざ
ろ
を
え
た
い
二

　
〇
〇
轟
づ
箒
は
文
字
ど
お
り
「
身
分
」
と
訳
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
へ
－
ゲ
ル
の
微
版
忙
と
閉
題
性
と
、
か
閉
ら
か
に
さ
れ
う
る
と
考
え
る
、

（
６
）
　
『
へ
ー
ゲ
ル
国
法
諭
批
判
』
、
く
～
冥
＼
向
ｂ
ｏ
ｑ
ｇ
ｏ
〇
一
考
艘
．
〆
ｏ
ピ
乙
ｏ
．
ミ
ｏ
．



（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

同
上
、
ド
Ｐ
．
○
二
乙
Ｏ
．
墨
岬
ｉ
¢
．

『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』
、
ｐ

『
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』
、
ｐ
．
ｐ
．

同
上
、
甲
Ｐ
．
○
二
〇
り
．
８
Ｐ

同
上
、
Ｐ
甲
○
二
〇
つ
．
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
．

同
上
、
～
．
ｐ
．
○
二
〇
〇
．
８
ｐ

．
○
二

〇
二
〇
。
．

○
つ
．
ｃ
ｏ
¢
べ
－
；
ｏ
ｏ
．

ミ
ｍ
．

三

　
身
分
の
区
別
に
お
い
て
自
己
同
一
的
な
倫
理
的
有
機
体
と
し
て
の
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
、
合
理
的
内
実
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
。
こ
の
間
い
に
た
い
す
る
答
え
は
、
へ
－
ゲ
ル
「
市
民
杜
会
」
論
の
第
一
節
「
欲
望
の
体
系
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
げ
だ
し
、
こ
の
節
で
へ
ー
ゲ
ル
は
、
主
観
的
特
殊
的
欲
望
の
充
足
を
原
理
と
す
る
市
民
杜
会
に
っ
い

て
論
じ
て
最
後
に
「
身
分
」
論
を
位
置
づ
げ
て
お
り
、
こ
の
節
が
へ
ー
ゲ
ル
の
「
本
来
の
市
民
杜
会
」
論
と
も
い
う
べ
き
内
容
と
意

義
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
欲
望
の
体
系
」
は
、
へ
－
ゲ
ル
に
お
い
て
、
普
遍
的
意
志
と
し
て
の
人
格
の
特
殊
性
の
契
機
た
る
士
上
観
的
欲
望
を
出
発
点
と
し
、

こ
れ
が
「
客
観
性
す
な
わ
ち
満
足
」
を
得
る
媒
介
過
程
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
主
観
的
欲
望
」
を
出
発
点
と
す

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
こ
で
間
題
と
な
る
の
は
「
表
象
の
具
体
物
」
と
し
て
の
人
問
、
す
な
わ
ち
ｎ
然
的
物
質
的
な
欲
望
の
充
足

を
自
己
目
的
と
す
る
人
問
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全
体
の
立
場
が
す
で
に
定
立
さ
れ
て
い
る
「
倫
理
」
の
一
象
面
と
し
て
の
市
民
杜
会

に
お
い
て
は
、
自
然
的
欲
望
を
み
ず
か
ら
占
有
取
得
す
る
外
的
事
物
に
よ
っ
て
充
足
す
る
自
然
的
孤
立
的
人
間
が
間
題
な
の
で
は
な

　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
諭
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
　
（
一
九
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
（
二
〇
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

い
。
こ
こ
で
は
欲
望
充
足
手
段
と
し
て
の
「
外
的
諸
対
象
の
直
接
的
な
占
有
取
得
は
、
も
は
や
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

市
民
杜
会
に
お
げ
る
人
問
は
、
自
由
意
志
の
一
規
定
的
定
有
た
る
所
有
Ｈ
私
的
所
有
に
お
い
て
自
己
を
確
証
す
る
人
格
で
あ
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
も
他
の
諸
人
格
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
実
存
し
う
る
特
殊
的
人
格
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
特
殊
的
人
格
の
主
観
的
欲
望
が
、
欲
望
の
体
系
の
出
発
点
を
な
す
。
主
観
的
欲
望
が
客
観
性
す
な
わ
ち
満
足
を
え
る

の
は
、
　
「
同
外
的
事
物
を
手
段
と
し
て
、
旧
主
観
客
観
の
両
側
面
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
活
動
お
よ
び
労
働
を
通
じ
て
」
　
（
閉

畠
り
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
問
は
、
　
「
区
別
を
と
ら
え
る
悟
性
」
（
竈
貫
Ｎ
易
・
）
の
作
用
に
よ
り
、
欲
望
な
ら
び
に
そ
の
充
足
手

段
を
複
雑
多
面
化
す
る
と
と
も
に
特
殊
化
的
に
分
割
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
充
足
手
段
を
「
準
備
し
獲
得
す
る
媒
介
」
と
し
て
の

「
労
働
」
も
、
　
「
特
殊
化
さ
れ
て
分
業
と
」
な
る
。
こ
の
分
業
に
よ
っ
て
、
　
「
個
人
の
労
働
は
い
っ
そ
う
単
純
と
な
り
、
ま
た
こ
れ

に
よ
っ
て
個
人
の
抽
象
的
労
働
に
お
げ
る
技
能
な
ら
び
に
生
産
量
が
増
大
す
る
」
　
（
竈
Ｏ
・
。
）
と
と
も
に
、
欲
望
お
よ
び
充
足
手
婁
の

複
雑
化
・
特
殊
化
が
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
市
民
杜
会
に
お
い
て
は
「
欲
望
と
手
段
は
、
実
在
的
定
有
と
し
て
は
向

他
有
」
　
（
竈
竃
）
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
欲
望
は
、
　
「
い
ま
や
他
人
の
欲
望
と
意
志
の
所
有
で
あ
り
生
産
物
」
　
（
竈
・
。
Ｏ
）
で

あ
る
と
こ
ろ
の
外
的
事
物
に
た
い
す
る
欲
望
で
あ
り
、
こ
の
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
「
抽
象
的
労
働
」
と
し
て
の

分
業
労
働
に
従
事
し
て
、
白
己
の
所
有
で
あ
り
な
が
ら
も
実
在
的
定
有
と
し
て
は
他
人
の
欲
望
充
足
手
段
で
あ
る
も
の
を
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ち
］
父
換
可
能
な
手
段
」
リ
易
ヨ
易
Ｏ
；
胃
Ｏ
く
葦
巴
を
生
産
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

「
特
殊
的
人
格
」
と
は
、
杜
会
的
分
業
に
も
と
づ
い
て
交
換
可
能
な
他
人
の
欲
望
充
是
手
段
す
な
わ
ち
商
品
を
生
産
し
、
陥
品
交
換

に
よ
っ
て
白
己
の
欲
望
を
充
足
す
る
と
こ
ろ
の
、
白
立
的
｛
品
生
産
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
自
立
的
」
と
い
う
の
は
、
み
ず
か
ら

労
働
し
、
し
か
も
「
人
格
」
と
し
て
白
由
な
私
的
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
「
欲
望
の
体
系
」
は
、
さ
し
あ
た
り
、



自
立
的
商
品
生
産
者
の
体
系
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
右
に
み
た
よ
う
に
欲
望
の
体
系
に
お
い
て
は
、
欲
望
も
、
手
段
も
、
さ
ら
に
労
働
も
、
実
在
的
定
有
と
し
て
は
向
他
有
と
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
印
恥
昨
に
は
、
す
な
わ
ち
欲
望
主
体
・
労
働
主
体
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
は
観
念
的
な
、
抽
象
的
な
欲
望
、
抽

象
的
な
手
凄
、
抽
象
的
な
労
働
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
、
欲
望
、
手
費
お
よ
び
労
働
の
「
質
と
な
る
抽
象
」
こ
そ
、
へ
－
ゲ
ル
に

よ
れ
ぱ
、
主
観
的
欲
望
の
充
足
と
い
う
そ
れ
自
体
と
し
て
は
利
己
的
な
目
的
と
活
動
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
「
杜
会
的
な
も

の
」
と
し
て
媒
介
し
か
っ
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
契
機
な
の
で
あ
る
。
　
「
欲
望
お
よ
び
手
段
の
質
と
な
る
抽
象
が
、
…
個
別
化
と
抽

象
に
ー
お
げ
る
欲
望
、
そ
の
充
足
手
段
お
よ
び
方
法
を
、
杜
会
的
な
も
の
と
し
て
具
体
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
契
機
で
あ
る
」
（
竈
竃
）
。

ま
た
、
「
労
働
に
お
げ
る
普
遍
的
に
し
て
客
観
的
な
も
の
」
た
る
「
抽
象
が
、
そ
の
他
の
〔
白
分
の
生
産
物
で
充
足
し
う
る
以
外
の
－
引
用
者
〕

欲
望
を
充
足
す
る
た
め
の
人
間
相
互
の
依
存
性
お
よ
び
交
互
関
係
を
、
ま
っ
た
ぎ
必
然
性
に
ま
で
完
成
す
る
」
（
吻
お
・
。
）
。
か
く
て
、

「
主
観
的
利
己
心
は
、
転
じ
て
万
人
の
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
の
寄
与
と
な
る
」
（
竈
竃
）
。

　
欲
望
の
体
系
の
出
発
点
は
士
上
観
的
欲
望
で
あ
り
、
主
観
的
特
殊
性
の
充
足
と
い
う
利
己
的
［
日
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル

の
叙
述
の
出
発
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
市
民
杜
会
に
お
げ
る
特
殊
的
人
格
と
し
て
の
諸
個
人
の
意
識
と
活
鋤
の
出
発
点
で
も
あ
る
。

だ
が
こ
の
主
観
的
に
は
特
殊
的
利
己
的
な
目
的
の
実
現
は
、
欲
望
・
手
段
・
労
働
の
「
抽
象
性
」
の
ゆ
え
に
、
客
観
的
必
然
的
に
他

の
特
殊
性
と
の
関
係
の
な
か
に
お
い
て
の
み
、
し
た
が
っ
て
即
自
的
な
杜
会
的
関
係
の
な
か
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
、
欲
望
・
手
段
・
労
働
の
抽
象
性
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
、
そ
れ
ら
が
即
白
的
に
必
然
的
な
杜
会
的
関
係
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
に
ぽ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
、
主
観
的
〔
的
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
活
鋤
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
と
と
も
に
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
支
え
相
互
に
媒
介
す
る
と
こ
ろ
の
内
的
必
然
的
な
杜
会
的
関
係
を
ぱ
へ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
有
限

　
　
　
一
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
（
二
〇
一
）
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的
象
面
に
反
照
す
る
理
性
」
す
な
わ
ち
悟
性
的
普
遍
と
し
て
抽
出
し
、
こ
れ
を
「
普
遍
的
恒
存
的
財
産
」
３
乙
っ
き
。
ｑ
Ｏ
昌
９
罵
巨
９
げ
・

ｇ
宗
く
胃
Ｂ
轟
８
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
　
　
　
「
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
錯
綜
し
て
い
る
万
人
の
依
存
関
係
に
含
ま
れ
る
こ
の
必
然
性
は
、

い
ま
や
各
人
に
と
っ
て
普
遍
的
恒
存
的
財
産
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
各
人
が
白
分
の
生
計
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
の
教
養
と
技
能
と

に
よ
っ
て
こ
れ
に
参
与
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
、
　
　
そ
れ
と
と
も
に
各
人
の
労
働
を
介
し
て
得
ら
れ
る
こ
の
所
得
は
、
普
遍

的
財
産
を
維
持
し
増
大
す
る
」
（
竈
竃
）
。
こ
こ
に
へ
－
ゲ
ル
の
い
う
「
普
遍
的
恒
存
的
財
産
」
は
、
お
そ
ら
く
ス
ミ
ス
が
『
諸
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

の
富
』
の
分
業
論
で
用
い
て
い
る
「
共
同
資
財
」
８
昌
昌
；
。
り
ａ
Ｏ
斤
の
範
晴
を
摂
取
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
普
遍
的
財

産
は
、
欲
望
の
体
系
に
お
い
て
は
、
た
だ
こ
れ
に
反
照
す
る
か
ぎ
り
で
の
理
性
、
し
た
が
っ
て
抽
象
的
悟
性
的
な
普
遍
仕
で
あ
り
、

各
人
に
と
っ
て
は
自
己
の
生
計
を
確
保
す
る
た
め
の
「
可
能
仕
」
と
し
て
の
み
存
在
す
る
Ｃ
こ
れ
が
実
在
的
に
定
有
す
る
の
は
た
だ
、

「
特
殊
的
財
産
」
と
し
て
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
み
各
人
に
と
っ
て
現
実
的
な
生
計
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
こ
の
、
杣
象
的
普
遍
と
し
で
の
普
遍
的
財
産
か
ら
、
そ
の
実
在
的
定
有
と
し
て
の
特
殊
的
財
産
を
〃
推
論
〃
す
る
へ
ー
ゲ

ル
の
展
開
に
は
、
ぎ
わ
め
て
輿
味
汰
い
も
の
が
あ
る
。
げ
だ
し
そ
こ
に
は
へ
ー
ゲ
ル
の
積
極
血
　
　
　
「
無
批
判
的
実
証
主
義
」

と
消
極
面
、
　
『
法
哲
学
Ｌ
一
に
ひ
そ
む
一
．
秘
密
」
と
が
、
集
中
的
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、

　
内
的
抽
象
的
な
普
遍
性
が
実
在
的
定
有
を
得
る
の
は
、
特
殊
仕
を
媒
介
と
し
て
で
あ
る
Ｃ
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
は
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

つ
の
特
殊
性
を
も
ち
だ
し
て
い
る
、
一
っ
は
、
市
民
祉
会
に
お
け
る
実
在
的
な
人
問
の
、
「
白
然
的
、
恋
恵
的
な
特
殊
仕
」
、
偶
然
的

特
殊
性
で
あ
り
、
他
は
、
市
民
祉
会
に
「
内
在
す
る
理
仕
」
と
し
て
の
概
念
の
白
己
肌
定
と
し
て
の
特
殊
性
で
あ
る
。
ま
ず
、
へ
－

ゲ
ル
は
い
う
、
　
「
抑
遍
的
財
産
を
分
有
す
る
可
能
性
、
す
な
わ
ち
特
殊
の
財
康
は
、
一
っ
は
直
接
の
価
人
的
基
礎
（
資
本
）
に
よ
っ

て
、
一
っ
は
ま
た
技
能
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
こ
の
技
能
そ
の
も
の
も
ま
た
資
本
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
偶
然
的
事
情



に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
様
な
偶
然
的
事
情
が
、
す
で
に
そ
れ
白
身
不
平
等
な
白
然
的
肉
体
的
素
質
お
よ
び
精
神

的
素
質
の
発
展
の
う
ち
に
種
々
の
差
異
を
も
た
ら
す
。
　
　
こ
の
差
異
は
、
こ
の
特
殊
性
の
象
面
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に

む
か
っ
て
、
ま
た
す
ぺ
て
の
僕
階
か
ら
現
わ
れ
出
て
、
そ
の
他
の
偶
然
性
や
窓
意
と
と
も
に
諸
個
人
の
財
産
な
ら
び
に
技
能
の
不
平

等
を
必
然
的
に
招
来
す
る
」
　
（
鴛
○
○
）
。
　
こ
こ
で
特
殊
的
財
産
の
「
不
平
等
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
径
験
的
事
実
の
ま
さ
し
く
無
批
判
的
実
証
主
義
的
な
描
写
で
し
か
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
「
財
産
な
ら
び
に
技

能
の
不
平
等
」
を
眼
前
に
み
て
、
こ
れ
の
「
必
然
的
」
な
根
拠
を
「
自
然
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
人
問
の
不
平
等
」
（
竈
０
９
＞
箏
芦
）

に
も
と
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
自
然
的
必
然
性
が
、
多
様
な
「
偶
然
性
や
窓
意
」
に
媒
介
せ
ら
れ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
な
に
ご
と
を
も
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
財
産
の
不
平
等
は
白
然
的
に
必
然
的
で
あ
り
、
杜
会
的
に
は
固
有
の

必
然
的
根
拠
を
も
た
な
い
偶
然
的
な
現
象
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
の
展
開
は
ま
だ
し
も
合
理
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
へ
－
ゲ
ル
は
、
利
己
的
欲
望
に
出
発

し
、
こ
の
充
足
を
目
的
と
す
る
特
殊
的
諸
個
人
の
活
莇
を
い
わ
ぱ
分
析
的
に
抽
象
化
し
、
そ
・
」
に
ひ
阜
、
む
と
こ
ろ
の
「
単
純
な
原
理
、

す
な
わ
ち
事
象
の
う
ち
に
働
ぎ
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
悟
性
」
を
ぱ
、
　
「
普
遍
的
恒
存
的
財
産
」
と
し
て
杣
出
し
た
。
そ
し
て
こ
の

抽
象
的
悟
性
的
な
普
遍
性
が
実
在
的
に
は
、
個
々
人
の
偶
然
的
特
殊
性
に
媒
介
さ
れ
て
、
不
平
等
な
特
殊
的
財
産
と
し
て
実
存
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
「
悟
性
」
で
は
な
く
「
埋
性
」
で
あ
り
、
事
象
に
内
在
す
る
真
の
普
遍
者
は
、
杣
象
的
悟
性
的
普
遍
で

は
な
く
て
具
体
的
理
性
的
普
遍
と
し
て
の
「
概
念
」
で
あ
っ
た
。
普
遍
的
財
産
の
不
平
等
な
特
殊
的
財
産
へ
の
実
在
化
を
媒
介
す
る

偶
然
的
な
特
殊
仕
は
、
白
然
的
必
然
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
概
念
に
固
有
な
特
殊
性
で
は
な
い
。
概
念
に
固
有
な
特
殊
性
と
は
、

　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
　
（
二
〇
三
）
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概
念
自
身
の
自
己
規
定
で
あ
り
そ
の
区
別
の
定
立
と
し
て
の
特
殊
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
具
体
的
普
遍
と
し
て
の
概
念
が
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

杜
会
に
お
い
て
自
己
の
区
別
を
定
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
定
有
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
も
ち
だ
す
の
が
、
身
分
区
別
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、
　
「
人
問
の
欲
望
お
よ
び
運
動
の
体
系
に
内
在
す
る
理
性
が
、
こ
の
体
系
を
諸
区
別
の
有
機
的
全
体
に
組
織

す
る
も
の
で
あ
る
」
（
竈
０
９
声
箏
旨
）
　
と
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
へ
て
い
る
。
　
　
「
無
限
に
多
様
な
手
段
、
な
ら
ひ
に
交
互

的
な
生
産
と
交
易
に
お
げ
る
こ
れ
ら
諸
手
段
の
お
な
じ
く
無
限
に
交
錯
し
た
運
動
は
、
そ
れ
ら
の
内
容
に
内
在
す
る
普
遍
性
に
よ
っ

て
集
合
し
、
そ
し
て
普
遍
的
な
集
団
に
自
己
を
区
別
す
る
。
か
く
し
て
全
関
達
は
、
欲
望
、
そ
の
手
段
と
労
働
、
充
足
の
仕
方
、
お

よ
び
理
論
的
な
ら
び
に
実
践
的
教
養
の
種
類
な
と
の
特
殊
の
諸
体
系
に
　
　
諸
個
人
が
そ
れ
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
諸
体
系
に
　
　
、

身
分
の
区
別
に
形
成
さ
れ
る
」
　
（
鴛
昌
）
。
こ
の
身
分
を
へ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
概
念
に
し
た
が
っ
て
」
、
す
な
わ
ち
個
別
性
、
特
殊
性
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

普
遍
性
の
三
契
機
の
区
別
に
お
い
て
白
己
同
一
な
も
の
と
し
て
の
論
理
的
概
念
に
し
た
が
っ
て
、
「
実
体
的
も
し
く
は
直
接
的
身
分
」

と
し
て
の
農
業
身
分
、
　
「
反
省
的
も
し
く
は
形
式
的
身
分
」
と
し
て
の
営
業
身
分
、
な
ら
び
に
「
普
遍
的
身
分
」
に
区
別
す
る
（
吻

Ｎ
Ｓ
）
。
各
個
人
は
、
み
ず
か
ら
自
己
を
規
定
し
て
特
殊
的
身
分
の
一
員
と
な
り
、
こ
の
特
殊
的
定
有
に
お
い
て
白
覚
的
に
「
他
人
を

顧
慮
し
、
－
…
…
利
己
心
を
普
遍
的
な
も
の
と
結
合
」
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
普
遍
者
に
媒
介
さ
れ
て
白
ら
を
配
慮
し
」

普
遍
的
財
産
の
分
有
に
あ
ず
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
利
己
的
欲
望
と
利
己
的
活
動
と
い
う
「
主
観
的
特
殊
性
」
の
契

機
と
、
こ
れ
を
内
的
に
媒
介
す
る
と
と
も
に
こ
れ
に
よ
っ
て
無
意
識
的
に
促
進
さ
れ
る
普
遍
的
財
産
と
し
て
の
「
客
観
的
普
遍
性
」

の
契
機
と
が
、
身
分
に
お
い
て
自
覚
的
に
統
一
せ
ら
れ
て
和
ら
ぎ
を
得
、
市
民
杜
会
は
身
分
杜
会
と
し
て
倫
班
的
国
家
の
基
礎
た
ら

し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
引
用
し
約
言
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の
「
身
分
論
」
は
、
　
「
普
遍
的
恒
存
的
財
産
」
に
か
ん
す
る
論
述
に
ひ
き
っ
づ
い
て
、
こ
れ
を



「
分
有
す
る
様
式
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
あ
た
か
も
へ
－
ゲ
ル
が
、
利
己
的
主
観
的
な
活
動
に
内
在
す
る
抽
象
的
普
遍

と
し
て
の
普
遍
的
財
産
か
ら
、
そ
の
特
殊
化
的
自
己
規
定
と
し
て
身
分
区
別
を
演
緯
し
て
い
る
か
の
外
見
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
は
（
お
そ
ら
く
意
図
的
に
企
て
ら
れ
た
）
仮
象
に
す
ぎ
な
い
。
右
に
引
用
し
た
論
述
に
み
る
よ
う
に
、
へ
－
ゲ
ル
は
身
分
区
別
を
規

制
す
る
原
理
を
、
欲
望
の
体
系
に
「
内
在
す
る
理
性
」
、
「
内
在
す
る
普
遍
性
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の
内
在
的
な
理
性
的
普

遍
性
は
、
・
」
こ
で
は
た
だ
こ
と
ぱ
と
し
て
も
ち
出
さ
れ
て
い
る
だ
げ
で
、
そ
の
内
容
の
究
明
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
究
明
せ

ら
れ
た
の
は
、
個
別
的
特
殊
的
な
欲
望
と
活
動
に
内
在
す
る
抽
象
的
悟
性
的
な
普
遍
性
に
す
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
に
、
す
な
わ
ち
「
普
遍
的
財
産
」
論
か
ら
「
身
分
区
別
」
論
へ
の
展
開
の
過
程
に
、
突
然
も
ち
・
」
ま
れ
る
「
理
性
的
普
遍
性
」

は
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
自
身
が
説
い
て
い
る
悟
性
的
普
遍
を
こ
え
て
そ
の
底
に
、
あ
る
い
は
そ
の
上
に
、
あ
ら
か
じ
め
前

提
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
論
理
的
概
念
の
普
遍
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
欲
望
の
体
系
に
ま
さ
し
く
内
在
す
る
抽
象
的
普
遍

の
摘
出
へ
と
進
ん
だ
い
わ
ば
地
上
の
論
理
の
展
開
は
、
突
如
と
し
て
自
称
「
内
在
的
」
な
、
だ
が
真
実
に
は
超
越
的
な
天
上
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

に
組
み
い
れ
ら
れ
る
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
一
方
欲
望
の
体
系
に
内
在
す
る
抽
象
的
悟
性
的
普
遍
が
そ
の
真
理
に
お
い
て
は
理
性

的
普
遍
で
あ
る
こ
と
が
「
確
証
」
せ
ら
れ
、
他
方
、
　
「
個
人
の
財
産
の
不
平
等
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
偶
然
的
な
一
契
機
に
お
と
し

め
ら
れ
て
、
市
民
杜
会
は
普
遍
性
に
浸
透
せ
ら
れ
た
特
殊
性
の
象
面
、
「
そ
の
う
ち
で
普
遍
が
曇
り
な
く
自
己
白
身
と
等
し
い
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

を
保
っ
て
い
る
規
定
性
」
と
し
て
の
、
概
念
に
固
有
な
特
殊
仕
の
象
面
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
的
意
義

を
に
な
う
実
在
的
定
有
と
し
て
へ
ー
ゲ
ル
が
「
身
分
」
を
か
か
げ
る
と
ぎ
、
か
れ
の
表
象
の
う
ち
に
あ
る
の
は
、
中
世
的
な
規
定
性

に
お
げ
る
身
分
、
す
な
わ
ち
私
的
特
殊
的
意
義
と
公
的
普
遍
的
意
義
と
の
直
接
的
同
一
性
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
身
分
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
疑
問
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
へ
－
ゲ
ル
は
、
中
世
的
な
規
定
性
に
お
け
る
身
分
を
ぱ
、
　
「
主
観
的
意
見

　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
　
（
二
〇
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六
　
（
二
〇
六
）

お
よ
び
特
殊
的
窓
意
」
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
欲
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
身
分
」
も
、
．
へ
ー
ゲ
ル
白
身
が
描
い
て
い
る
内
容
を
検
討
す
れ
ぱ
、
か
れ
が
付
与
し
た
論
理
的
意
義
を
た

だ
ち
に
裏
切
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
、
　
「
実
体
的
身
分
」
と
し
て
の
農
業
身
分
に
っ
い
て
み
れ
ぱ
、

こ
れ
は
「
排
他
的
に
私
有
す
る
－
－
・
…
土
地
の
白
然
産
物
を
そ
の
財
産
と
し
て
有
し
、
…
…
－
み
ず
か
ら
手
に
入
れ
る
も
の
で
満
足
す
る
」

（
℃
○
・
。
）
。
　
し
た
が
っ
て
こ
の
「
身
分
」
の
内
容
は
、
か
な
ら
ず
し
も
中
世
的
な
農
民
身
分
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
土
地
を
私
卦
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

る
自
立
的
か
っ
自
営
的
な
農
民
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
農
民
層
が
「
現
代
で
は
」
、
　
箪
二
身
分
と
お
な
じ
く
「
反
省
的
様
式
」
に
お

げ
る
経
営
、
す
な
わ
ち
商
品
生
産
を
行
な
い
っ
っ
あ
る
こ
と
を
、
へ
ー
ゲ
ル
は
看
取
し
て
い
る
、
　
　
　
「
現
代
で
は
、
農
業
経
済
は

工
場
と
お
な
じ
く
反
省
的
様
式
に
お
い
て
も
径
営
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
自
然
性
に
反
抗
す
る
箪
二
身
分
の
性
格
を
と
り
い
れ
て
い
る
」

（
心
鼻
Ｎ
易
・
）
。
っ
ぎ
に
、
．
「
反
省
的
身
分
」
と
し
て
の
「
営
業
身
分
」
｛
胃
○
っ
ヨ
邑
ｑ
男
○
Ｏ
オ
胃
プ
窃
。
こ
の
「
身
分
」
は
さ
ら
に
三
っ

に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
¢
個
々
人
の
具
体
的
な
要
望
に
応
じ
た
労
働
、
す
な
わ
ち
顧
客
生
産
を
お
こ
な
う
「
手
工
業
身
分
」
、
　
　
一

般
的
な
要
求
に
応
ず
る
と
こ
ろ
の
ヨ
リ
抽
象
的
な
労
働
に
た
ず
さ
わ
る
「
製
造
業
身
分
」
、
＠
「
商
業
身
分
」
、
こ
れ
は
「
個
別
化
さ

れ
た
手
段
相
互
の
交
換
を
、
主
と
し
て
一
般
的
交
換
手
段
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
柚
象
的
価
値
切
現
実
的
形
態
た
る
貨
幣
で

も
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
を
職
務
と
す
る
」
（
竈
量
）
。
し
た
が
っ
て
「
反
省
的
身
分
」
の
内
容
に
は
、
顧
客
生
産
を
お
こ
な
う
本
来
的

身
分
と
も
い
う
べ
ぎ
「
手
工
業
身
分
」
と
な
ら
ん
で
、
も
っ
ば
ら
崎
品
生
産
・
尚
品
交
換
に
た
ず
さ
わ
る
製
造
業
者
な
ら
び
に
商
人

が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
者
と
な
ら
ぺ
ら
れ
た
手
工
業
身
分
は
、
す
で
に
本
来
的
身
分
の
解
体
過
程
に
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ぱ

な
ら
な
い
。
さ
い
ご
に
「
普
遍
的
身
分
」
。
こ
れ
は
、
「
杜
会
状
態
の
普
遍
的
利
益
を
っ
か
さ
ど
る
」
（
竈
冨
）
。
し
た
が
っ
て
普
遍
的

利
益
と
私
的
利
益
の
分
裂
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
近
代
的
官
吏
を
主
要
な
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。



　
以
上
の
簡
単
な
考
察
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
が
「
身
分
」
と
名
づ
け
て
描
い
て
い
る
も
の
の
内
容
は
、
本
来

的
な
身
分
の
解
体
か
ら
生
じ
た
と
こ
ろ
の
自
立
的
生
産
者
、
し
か
も
も
っ
ぱ
ら
商
品
生
産
・
商
品
交
換
に
従
事
す
る
と
こ
ろ
の
、
も

し
く
は
し
だ
い
に
高
品
関
係
に
包
摂
さ
れ
っ
っ
あ
る
と
こ
ろ
の
、
自
立
的
な
生
産
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
元
来
、
市
民
杜
会
論
の
最

初
か
ら
　
　
さ
ら
に
、
私
有
と
し
て
の
「
所
有
」
に
始
ま
る
『
法
哲
学
』
の
最
初
か
ら
　
　
へ
ー
ゲ
ル
が
「
客
観
精
神
」
の
実
在
的

担
い
手
と
し
て
前
提
し
て
い
た
の
は
、
商
品
流
通
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
商
品
交
換
を
媒
介
と
し
て
相
互
に
結
合
し
て
い
る
自
立
的

生
産
者
、
自
己
の
労
働
に
も
と
づ
く
私
的
所
有
者
、
こ
の
意
味
で
、
本
来
的
「
市
民
」
と
し
て
の
近
代
的
個
人
で
あ
っ
た
と
い
い
う

る
で
あ
ろ
う
。
　
「
抽
象
法
」
に
お
げ
る
「
人
格
」
も
、
　
「
道
徳
」
に
お
げ
る
「
主
観
」
も
、
そ
も
そ
も
「
法
の
地
盤
」
を
な
す
「
自

由
意
志
」
そ
の
も
の
が
、
実
は
か
か
る
近
代
的
個
人
か
ら
の
抽
象
に
ぽ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
『
法
哲
学
』
に
お
い
て
へ
ー

ゲ
ル
が
、
理
念
の
定
有
を
に
な
う
実
在
的
主
体
と
し
て
依
拠
し
た
の
は
、
白
立
的
商
品
生
産
者
と
し
て
の
近
代
的
個
人
で
あ
っ
た
と

い
う
ぺ
き
で
あ
る
。

　
だ
が
同
時
に
へ
－
ゲ
ル
は
、
近
代
的
個
人
と
そ
の
杜
会
が
は
ら
む
間
題
性
を
看
取
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
、
私
的
特

殊
的
利
害
と
公
的
普
遍
的
利
害
と
の
分
裂
で
あ
り
、
さ
ら
に
白
立
的
生
産
者
の
両
極
分
解
を
表
現
す
る
貧
富
の
分
裂
の
間
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
分
裂
・
矛
肝
を
止
揚
す
べ
く
へ
－
ゲ
ル
は
、
近
代
的
個
人
、
し
た
が
っ
て
利
己
的
欲
望
を
原
理
と
す
る
自
立
的
生
産
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

ば
、
近
代
市
民
杜
会
に
お
げ
る
「
唯
一
の
普
遍
的
な
、
表
面
的
な
、
形
式
的
な
区
別
」
と
し
て
の
「
都
市
と
農
村
の
区
別
」
に
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

が
っ
て
区
別
し
て
、
こ
れ
に
「
農
民
身
分
」
　
「
営
業
身
分
」
な
る
名
称
と
意
義
を
、
し
た
が
っ
て
内
容
そ
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
形

式
と
意
義
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
「
普
遍
的
身
分
」
を
加
え
た
三
身
分
を
概
念
の
三
契
機
に
対
応
さ
せ
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
第
一
身
分
を
「
家
族
」
の
契
機
に
、
第
二
身
分
を
市
民
杜
会
の
契
機
に
、
第
三
身
分
を
「
国
家
」
の
契
機
に
対
応
さ
せ

　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
珪
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
　
（
二
〇
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八
　
（
二
〇
八
）

て
、
市
民
杜
会
を
「
倫
理
」
的
概
念
の
一
契
機
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
自
体
全
体
的
な
倫
理
的
概
念
の
定
有
で
あ
る
も
の
と
し
て
構
成

　
　
　
　
（
１
０
）

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
み
ご
と
な
構
成
で
は
あ
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
も
、
　
「
論
理
的
汎
神
論
的
神
秘
主
義
」
と
「
最

悪
の
混
合
主
義
」
に
も
と
づ
く
主
観
的
形
式
的
な
　
　
た
と
え
ド
イ
ツ
的
現
実
の
な
か
に
客
観
性
を
え
て
い
た
と
し
て
も
、
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
ゆ
え
に
な
お
さ
ら
　
　
「
構
成
」
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
合
理
的
な
内

実
は
、
こ
の
よ
う
な
構
成
を
一
」
う
む
る
以
前
の
へ
ー
ゲ
ル
の
市
民
杜
会
認
識
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
、
矛
盾
と
問
題
性
を
は
ら
ん
だ

自
立
的
生
産
者
の
体
系
と
し
て
の
市
民
杜
会
把
握
の
う
ち
に
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
向
富
｝
巨
◎
思
巳
ｏ
｛
胃
亘
己
○
。
っ
○
ロ
ー
ｏ
っ
ｏ
訂
箏
オ
〆
ｏ
．
ｏ
易
９
ｐ
津
ｏ
箏
－
巳
○
；
Ｈ
己
ユ
乙
ｏ
。
。
ｏ
（
Ｈ
ｏ
ｃ
ｃ
ｃ
○
）
一
鰍
Ｓ
卜
４
、
研
た
『
法
哲
学
』
笏
二
一
七
節
注

　
　
釈
を
参
照
、
、

　
　
（
２
）
冒
Ｎ
鳥
一
〇
昆
亭
一
９
彗
ｑ
ｐ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
（
３
）
　
も
っ
と
も
、
へ
－
ゲ
ル
の
分
業
論
は
、
杜
会
的
分
業
だ
け
を
閑
題
に
し
て
い
ろ
も
？
、
し
は
い
え
た
い
一
、
一
八
〇
三
－
四
年
の
『
イ
ェ
ナ
実

　
　
在
哲
学
』
で
へ
－
ゲ
ル
ー
が
、
ス
ミ
ス
の
ピ
ソ
・
マ
ニ
ニ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
の
分
業
誇
を
引
凧
し
て
い
る
こ
・
、
一
（
言
、
５
豪
竃
勾
Ｓ
与
巨
Ｈ
易
Ｏ
Ｏ
プ
ぎ
一

　
　
享
乙
０
０
ｑ
．
く
．
○
．
ｒ
轟
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
。
．
轟
の
）
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
、
　
『
法
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
　
「
生
阯
行
為
の
拙
象
化
は
労
働
を
↓
一
一
す
ま
す
機
械
化

　
　
し
、
っ
い
に
は
人
問
を
労
働
か
ら
排
除
し
て
、
人
閉
の
代
わ
り
に
機
械
を
導
入
す
る
こ
と
を
可
能
た
ら
し
め
る
」
（
伽
お
Ｃ
。
）
・
、
」
い
う
と
き
、
へ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
ー
ゲ
ル
が
作
業
場
内
分
業
を
表
象
に
浮
か
べ
て
い
た
こ
と
は
閉
ら
か
で
あ
り
、
斗
、
一
た
、
欲
望
な
ら
び
に
充
足
手
侵
の
複
雑
化
と
と
も
に
一
て
れ
ら

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
の
特
殊
化
的
分
閉
が
説
か
れ
る
と
き
（
舳
畠
９
讐
胃
）
、
礼
会
的
分
業
と
と
も
に
作
業
場
内
分
災
が
へ
ー
ゲ
ル
の
念
蜘
に
あ
っ
た
こ
と
は
閉
ら

　
　
　
か
で
あ
る
。
し
か
し
へ
－
ゲ
ル
は
礼
会
舳
分
茉
と
作
ｖ
、
人
場
内
分
業
－
一
し
を
Ｋ
別
せ
ず
、
む
し
ろ
沽
那
的
に
は
、
後
考
を
前
米
に
解
沽
し
！
、
い
る
・
ノ
し

　
　
　
い
え
る
、
こ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
が
、
布
ｋ
礼
会
に
お
け
ろ
人
閉
を
、
〔
ｔ
舳
∴
昧
レ
ー
Ｈ
町
有
十
上
し
／
、
の
…
．
■
汽
人
｝
－
・
．
二
…
処
し
、
一
、
い
－
」
二
、
、
」
の

　
　
　
必
然
的
穴
｝
沽
で
あ
る
　
他
｛
、
　
へ
－
ゲ
ル
の
什
・
バ
”
分
芙
把
ぺ
は
、
そ
れ
が
咋
災
篶
内
、
六
、
の
い
火
、
、
丁
つ
・
二
∴
い
一
一
・
二
∴
．
ノ
一
、
４
、
∴
．
い
、
り
一

　
　
庇
が
あ
４
仁
め
∴
、
特
有
い
閉
胆
片
を
∴
ら
ん
イ
．
い
ろ
　
と
い
う
い
に
、
｛
∴
∴
、
い
ノ
．
∴
、
　
、
二
、
一
二
二
、
一
、
一
－
ハ
、
り
｛
パ
人
一
∴
ハ
一
∴
Ｋ
、
、
一
、
閑

　
　
　
小
む
伽
に
媒
介
さ
れ
人
」
閑
保
と
し
て
閉
確
に
泌
か
れ
た
い
イ
．
、
，
、
－
・
　
　
・
労
働
の
二
甘
と
な
ろ
杣
匁
」
な
媒
介
・
、
し
し
一
。
、
た
だ
ち
に
一
社

　
　
会
的
閉
保
」
が
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
十
な
、
へ
ち
へ
！
ゲ
ル
は
、
市
ｋ
れ
へ
∴
の
伐
。
い
を
社
公
的
分
芙
に
人
」
す
さ
わ
一
勺
ｎ
立
的
人
沽
と
し



　
て
前
提
し
な
が
ら
、
こ
の
自
立
的
人
格
相
互
の
関
係
を
作
業
場
内
分
業
（
そ
こ
に
お
い
で
、
は
詰
個
人
問
の
関
係
は
心
按
的
か
つ
有
様
的
で
あ
る
）

　
の
表
象
に
も
と
づ
い
で
．
親
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
人
格
の
拙
象
的
な
特
殊
性
の
背
後
に
あ
、
っ
イ
、
こ
れ
を
媒
介
す
る
即
．
目
的
な
普
迎
性
Ｈ
杜
会

　
的
関
係
を
直
接
的
に
定
一
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
分
業
概
念
の
不
明
確
さ
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
意
義
の
す
り
か
え
、
か
、
　
「
、
欲
望
の
体
系
」
に
お

　
い
て
へ
－
ゲ
ル
が
交
換
関
係
を
そ
れ
白
体
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
の
一
っ
の
原
因
を
な
す
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
　
ス
ミ
ス
は
、
　
「
諸
国
民
の
富
』
箏
一
編
第
二
車
「
分
業
を
ひ
き
お
こ
す
原
理
に
っ
い
て
」
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
云
っ
て
い
る
、
　
「
人
問
の

　
あ
い
だ
で
は
、
も
っ
と
も
異
賃
的
な
天
分
こ
そ
が
た
、
か
い
に
有
用
な
の
で
あ
っ
て
、
工
、
れ
ぞ
れ
の
才
能
の
さ
ま
ざ
ま
の
生
隊
物
は
、
取
引
し
、

　
交
場
し
、
交
換
す
る
と
い
う
一
般
的
性
癖
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
共
同
資
材
８
已
昌
昌
乙
。
８
鼻
の
な
か
に
も
ち
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら

　
ゆ
る
人
は
、
臼
分
が
必
要
と
す
る
他
の
人
々
の
才
能
の
ど
の
よ
う
な
郁
分
を
も
、
そ
こ
か
ら
購
貫
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
。
（
大
内
・

　
松
川
氏
訳
桔
波
文
庫
、
箏
一
分
冊
一
二
三
べ
ー
ジ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

（
５
）
　
『
エ
ソ
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
　
一
六
三
節
で
、
へ
－
ゲ
ル
は
い
う
、
　
「
概
念
そ
の
も
の
は
、
次
の
三
焚
機
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
Ｏ
Ｏ
冊
遍
性
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
れ
は
、
そ
の
悦
定
性
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
も
ｎ
己
〔
身
と
の
Ｈ
山
な
同
作
吐
て
あ
る
。
四
特
殊
性
。
こ
れ
は
、
そ
の
う
ち
で
仰
辿
が
曇
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
な
く
自
己
ｎ
身
と
等
し
い
炎
を
休
っ
で
、
い
る
と
こ
ろ
の
炊
定
什
で
あ
る
。
倒
仰
別
性
。
こ
れ
は
杵
辿
忙
お
よ
び
打
殊
片
と
い
う
視
定
作
の
〔
己

　
内
反
省
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
ｎ
己
と
の
．
朴
定
的
統
一
は
、
岬
〕
・
向
ｎ
舳
に
悦
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
〔
己
ｎ
一
な
も

　
の
す
た
わ
ち
竹
、
遍
米
で
あ
る
」
、
（
松
村
氏
訳
れ
波
文
庫
『
小
淋
坦
学
」
、
下
巻
一
二
七
べ
ー
ジ
。
）

（
６
）
　
『
へ
ー
ゲ
ル
旧
法
諭
批
判
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
、
っ
ぎ
の
詐
．
一
、
Ｈ
を
似
起
す
べ
き
で
あ
る
つ
ー
－
「
法
竹
学
』
一
」
は
］
一
可
の
雌
火
、
エ

　
ゾ
テ
リ
ッ
ッ
ユ
な
雌
火
と
エ
グ
ゾ
テ
リ
ッ
シ
ュ
な
版
火
と
が
存
．
花
す
る
。
内
宥
は
、
　
エ
グ
ゾ
テ
リ
ッ
シ
ュ
た
榔
川
の
う
お
に
あ
る
し
　
エ
ゾ
テ
リ

　
ッ
シ
ュ
な
郁
門
の
閑
心
は
っ
ね
に
、
論
〃
的
槻
念
の
歴
史
を
旧
宗
の
な
か
に
ｗ
売
几
す
ろ
こ
と
に
あ
ち
。
だ
、
か
、
木
米
の
箏
映
が
お
こ
る
の
は
、

　
エ
グ
ゾ
テ
リ
ッ
シ
ュ
斤
側
而
に
お
い
て
、
小
」
あ
ん
Ｌ
、
（
ン
“
『
×
＼
向
ｂ
Ｏ
ｑ
ｇ
Ｏ
Ｃ
、
≠
、
¢
Ｈ
斤
Ｏ
ピ
Ｏ
Ｏ
ｂ
Ｎ
０
０
∴
…
掲
州
、
榊
一
一
八
べ
－
ジ
小
〃
…
…
。
）

（
７
）
注
（
５
）
参
照
。

（
８
）
　
と
こ
ろ
、
か
１
Ｎ
宗
Ｌ
沽
－
－
－
－
ノ
、
の
一
ｔ
｛
脈
」
い
、
～
－
－
－
ｉ
に
篶
い
一
、
け
へ
－
ゲ
ル
け
、
　
、
．
十
、
．
．
｛
い
イ
、
、
一
・
，
勺
１
～
ジ
■
々
け
－
１
。
．
し
．
。
．
よ
り
も
、

　
む
し
ろ
地
上
身
分
と
し
！
、
論
、
じ
て
い
、
　
そ
こ
で
け
か
れ
は
、
　
一
．
｝
、
休
舳
〃
分
－
一
を
「
地
上
叶
．
（
ル
∴
ら
ｐ
．
び
８
只
｝
９
～
「
○
気
ｏ
Ｈ
、
一
Ｕ
鶉
－
訂
睾
と
も

　
呼
び
か
え
て
、
こ
れ
を
「
批
炎
お
、
勺
榊
分
」
と
二
狼
Ｋ
身
分
」
と
に
、
Ｋ
，
分
す
４
、
ン
．
し
で
．
汕
、
汽
寸
斤
ガ
〔
れ
企
あ
，
り
地
上
イ
分
を
も
っ
て
「
旧

　
会
の
怖
〃
一
舳
」
た
ろ
上
院
を
柑
成
せ
し
め
、
こ
加
に
付
主
脈
と
旧
ヘ
ム
と
か
Ｎ
ヘ
ム
の
側
か
ら
炊
介
寸
、
巾
狽
の
契
恢
と
し
！
．
の
諭
〃
的
小
＾
義
を
与

へ
ー
ゲ
ル
巾
火
礼
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）

二
〇
九
　
（
二
〇
九
）



　
　
立
命
館
維
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
（
二
一
〇
）

　
え
て
い
る
。
こ
の
点
味
で
こ
の
身
分
は
、
へ
－
ゲ
ル
一
」
よ
れ
ぼ
、
　
「
王
に
と
礼
会
の
支
柱
」
と
な
る
。
　
へ
ー
ゲ
ル
、
か
教
養
あ
る
地
主
身
分
に
右

　
の
よ
う
な
念
表
を
与
え
ろ
快
兆
は
、
も
っ
ぽ
ら
、
こ
の
身
分
に
お
い
て
は
肘
産
が
、
　
一
．
談
渡
さ
れ
な
い
、
兵
子
刷
続
の
条
件
を
課
せ
ら
れ
た
世

　
襲
肘
」
と
な
り
、
　
「
〔
分
の
窓
怠
に
た
い
し
て
さ
え
も
快
柾
さ
れ
た
…
…
独
立
の
肘
・
帳
」
し
し
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
、
こ
の
た
め
に
、
　
へ
ー

　
ゲ
ル
に
よ
れ
ぼ
、
　
ー
二
の
身
分
は
木
ｎ
的
に
政
治
的
目
的
の
た
め
に
活
動
す
べ
く
さ
し
む
け
ら
れ
、
同
時
に
そ
の
結
果
選
挙
の
偶
然
性
な
し
に

　
山
乍
に
よ
っ
て
一
讐
定
さ
れ
か
つ
資
絡
づ
け
ら
れ
る
」
。
か
く
て
こ
の
身
分
は
、
二
凹
で
「
君
主
帳
の
契
縦
に
似
た
も
の
」
（
１
１
出
生
に
ょ
る
改
治

　
的
地
に
へ
の
送
定
）
を
そ
な
え
る
と
と
も
に
、
他
而
、
市
ｋ
杜
会
の
諦
身
分
と
も
「
他
の
点
で
は
同
じ
欲
卑
と
ｎ
じ
綻
利
を
分
有
」
し
て
い
る

　
が
ゆ
え
に
、
片
主
と
門
会
１
１
諦
身
分
と
を
媒
介
す
る
巾
川
一
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
吻
ｃ
。
良
～
竃
○
べ
）
、
だ
が
、
教
養
あ
る
地
主
身
分
の
１
地

　
盤
」
を
な
す
長
子
刷
続
制
・
阯
襲
肘
は
、
　
へ
ー
ゲ
ル
ｎ
身
が
説
い
て
い
る
市
氏
杜
八
ム
の
原
班
－
－
労
働
を
媒
介
－
一
し
す
る
と
こ
ろ
の
小
計
手
欣
の

　
獲
糾
、
〔
Ｈ
な
所
行
　
　
と
も
、
ま
た
「
塚
統
と
い
う
杣
集
的
な
も
の
」
を
排
除
す
ろ
家
疾
の
灰
ハ
外
（
吻
一
ミ
一
吻
一
〇
。
○
参
照
）
・
、
し
も
矛
爪
す
る

　
も
の
で
あ
る
、
、
　
二
の
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
、
　
へ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い
る
、
　
「
ぺ
く
千
柵
続
制
は
、
　
た
だ
放
治
的
考
喧
か
ら
の
入
岬
、
ま
し
い

　
も
の
で
あ
ろ
■
一
（
吻
Ｃ
Ｏ
０
９
Ｎ
仁
己
Ｏ
．
）
と
、
一
二
れ
は
、
お
な
じ
く
「
火
体
的
身
分
」
と
呼
ぼ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
の
市
尺
吐
八
ム
に
お
け
る
な
漉
．
内

　
谷
と
、
Ｎ
宍
に
お
け
ろ
な
孜
・
内
谷
と
が
災
な
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
脈
”
的
に
対
｛
ー
す
ろ
も
の
で
あ
る
二
と
を
、
　
へ
－
ゲ
ル
み
ず
か
ら
缶
，
ｎ
し

　
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
肚
治
的
考
心
か
ら
の
入
叩
ま
し
い
」
艮
千
柵
続
側
に
依
拠
す
る
地
上
身
分
は
、
　
市
ｋ
糺
会
の
詐
イ
分
と

　
「
向
じ
欲
｝
と
向
じ
脈
利
を
分
布
」
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
こ
れ
に
対
立
す
る
放
治
的
な
身
分
で
あ
る
。
市
Ｋ
糺
会
の
一
吋
分
と
し
て

　
の
「
人
体
舳
・
〃
分
」
は
、
　
へ
ー
ゲ
ル
ｎ
身
「
牧
炎
あ
ろ
郁
分
」
と
Ｋ
別
し
て
い
る
－
、
し
こ
ろ
の
１
災
尺
身
分
」
か
し
主
た
る
内
俗
と
し
イ
、
い
る
と
、
戸
」

　
ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
　
「
へ
！
ゲ
ル
旧
法
篶
批
判
」
、
く
害
．
×
＼
向
コ
犯
２
ｏ
っ
一
タ
、
胃
斤
〇
一
〇
〇
』
○
ｏ
｛
・

（
１
０
）
　
へ
－
ゲ
ル
に
よ
れ
ぼ
、
　
「
．
慨
念
は
体
６
ホ
几
…
企
体
弓
ｏ
８
－
募
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
ソ
…
切
、
機
の
各
々
は
概
念
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
企
体
を
な

　
し
て
お
り
、
概
念
と
の
不
可
分
の
統
一
と
し
て
定
ケ
、
さ
れ
て
い
る
」
、
す
な
わ
も
慨
念
の
．
．
、
促
帷
の
各
々
は
、
「
そ
れ
〔
サ
企
体
的
な
概
念
で
あ

　
る
」
（
向
づ
Ｎ
）
÷
Ｈ
○
易
２
９
吻
ま
○
序
吻
一
轟
）
。
し
た
が
っ
て
、
、
．
．
処
、
機
す
な
わ
も
岬
別
作
（
宋
険
）
・
特
殊
性
（
巾
■
礼
公
）
・
ル
、
刈
作
（
旧
家
）

　
の
統
一
と
し
て
体
系
的
企
咋
で
あ
る
と
こ
ろ
の
倫
刈
舳
概
念
の
特
殊
作
の
促
織
の
大
仔
と
し
て
の
市
火
杜
公
も
、
そ
し
で
、
さ
ら
に
市
Ｋ
礼
会
の

　
一
処
伐
を
た
す
一
．
炊
｝
の
休
系
■
一
も
、
そ
れ
ｎ
体
、
．
．
処
帷
の
統
一
に
お
け
る
企
体
的
概
念
と
し
て
あ
ろ
は
ず
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
、
ご

　
ら
え
ら
れ
！
」
は
じ
め
て
、
　
「
汰
｝
の
ル
ば
糸
」
と
し
て
の
い
…
Ｈ
、
へ
吐
・
、
ム
の
慨
へ
心
的
把
々
、
か
・
二
げ
「
り
れ
た
二
－
一
し
に
な
る
．
　
へ
－
ゲ
ル
の
々
分
論
は
、
ま



さ
に
こ
の
諭
理
的
要
請
に
応
え
る
べ
く
梅
成
さ
れ
て
い
る
こ
す
な
わ
ち
、
　
－
、
夫
休
的
身
分
」
は
、
　
一
、
、
Ｈ
然
的
制
約
の
た
め
に
、
反
省
お
よ
び
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

分
の
意
志
に
ほ
と
ん
ど
媒
介
さ
れ
な
い
生
計
様
式
を
保
持
し
、
そ
し
て
こ
の
点
に
一
般
に
、
家
族
関
係
と
信
概
に
も
と
づ
く
岨
接
的
倫
理
の
実

体
的
心
情
を
も
つ
」
（
閉
８
Ｃ
。
）
、
、
し
た
が
っ
て
こ
の
身
分
は
、
市
民
杜
会
に
お
け
る
宗
旅
の
契
確
を
表
示
す
る
Ｃ
「
帝
遍
的
，
井
分
」
が
市
民
杜
会

に
お
け
る
同
家
の
契
櫟
を
表
示
し
、
さ
ら
に
一
．
反
省
的
身
分
」
が
特
殊
性
を
原
迎
と
す
る
市
Ｋ
社
会
に
特
有
の
身
分
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
た
い
。
か
く
て
、
概
念
の
白
己
連
動
と
し
て
の
価
－
特
－
杵
の
搾
論
は
、
　
丁
．
欲
卑
の
体
系
」
に
お
い
て
は
、
実
休
的
身
分
．
！
反
省
的
身
分
，
１
普

遍
的
身
分
と
し
て
実
仔
し
、
し
か
も
そ
れ
が
家
旋
∴
ｍ
民
杜
会
－
因
家
と
い
う
倫
一
一
以
灼
概
念
の
推
論
の
一
分
肢
を
な
す
と
と
も
に
こ
れ
を
内
在

せ
し
め
て
お
り
、
こ
こ
に
都
分
と
全
体
の
媒
介
的
同
一
性
、
か
定
立
せ
ら
れ
て
十
ｍ
民
礼
会
が
有
櫟
的
全
体
と
し
て
概
念
的
に
把
握
せ
ら
れ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

　
た
お
、
市
ｋ
祉
会
の
三
身
分
の
う
ち
、
第
一
身
分
は
家
炊
に
お
い
て
、
第
三
身
分
は
旧
宗
に
お
い
て
、
　
一
、
〔
ら
、
か
そ
の
う
ち
に
牛
沽
す
る
具

体
的
竹
迦
未
」
を
も
っ
て
い
ろ
。
こ
れ
に
た
い
し
て
篶
二
身
分
す
た
わ
ち
大
災
身
分
は
、
　
一
、
木
賃
的
に
特
殊
な
も
の
に
向
か
」
っ
て
い
る
。
こ

の
木
皿
的
な
特
殊
作
を
杵
遍
米
に
媒
介
す
る
と
こ
ろ
の
∴
作
と
し
て
、
へ
－
ゲ
ル
が
こ
の
身
分
に
あ
て
が
う
の
、
か
、
　
一
、
耽
茱
舳
く
〕
」
に
ほ
か
た

ら
な
い
（
吻
旨
○
）
、
、
本
文
で
は
へ
ー
ゲ
ル
の
秋
業
糺
く
ｎ
論
に
内
谷
的
に
舳
れ
ろ
渋
公
を
も
た
江
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
、
脇
ぶ
、
水
紅
介
に
た
小
す

る
へ
－
ゲ
ル
の
煎
義
づ
け
を
伽
｛
人
に
一
一
小
す
一
女
を
引
川
し
て
、
不
倣
を
柿
っ
て
お
き
た
い
し
１
１
「
近
代
に
い
た
っ
て
脈
業
紅
く
Ｈ
が
、
庵
止
さ
れ

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
個
次
人
が
己
れ
の
た
め
に
舳
晦
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
怠
味
を
も
っ
こ
だ
が
こ
の
こ
と
が
，
水
認
さ
れ
う
る
に
し
て
も
、

燃
業
細
合
に
よ
っ
て
、
〔
分
の
牛
計
を
た
て
る
と
い
う
仙
々
人
の
潅
務
は
疫
、
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
批
代
旧
朱
に
お
い
て
は
、
市
ｋ
は
同
家
の

汁
遍
的
小
茱
に
た
だ
＾
，
舳
灼
に
ち
与
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
愉
刈
舳
た
人
”
に
た
い
し
て
は
、
私
的
Ｈ
舳
以
外
に
杵
．
迦
的
た
沽
動
を
許
す

こ
と
が
必
、
奥
で
あ
る
。
以
代
旧
宋
が
必
ず
し
も
与
え
た
い
こ
の
汁
遍
的
な
も
の
を
、
か
れ
は
燃
茉
紅
介
の
な
か
に
見
｝
す
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
、

仙
人
は
｛
，
ｋ
什
八
一
一
に
お
い
て
〔
分
の
た
め
に
舳
汽
し
，
な
、
か
ら
、
ま
た
他
人
の
た
め
に
も
行
鋤
す
ろ
こ
と
を
．
け
た
、
し
か
し
こ
の
魚
忠
漱
舳
必
然

什
、
｛
」
は
ト
分
で
な
い
、
、
こ
の
柵
な
誠
舳
必
然
什
は
、
蝋
災
糾
介
に
お
い
て
は
じ
め
で
、
〔
悦
的
か
つ
以
作
的
倫
〃
と
な
ゐ
、
、
も
わ
ろ
ん
旧
家
の
＾

次
の
｝
帆
が
燃
茉
組
へ
Ｈ
の
ト
に
な
け
れ
、
ば
な
ら
た
い
、
さ
も
な
け
れ
ぼ
附
災
机
八
〔
は
化
■
化
し
、
｝
冗
、
舵
し
て
水
惨
た
ツ
ソ
フ
ト
例
、
岐
に
咋
．
落
す

る
で
あ
４
う
　
し
か
し
川
〔
・
“
〔
”
に
は
燃
某
糾
介
は
け
っ
し
て
｝
帥
舳
・
｝
ツ
ソ
フ
ト
で
は
穴
く
、
む
し
心
“
別
的
に
存
、
ぺ
す
吋
り
れ
災
の
倫

州
化
で
あ
り
、
似
別
舳
に
存
一
∴
す
る
パ
業
な
“
め
て
力
と
糸
杵
を
准
付
す
、
帥
以
に
引
き
入
れ
一
り
も
の
で
も
ス
、
」
（
吻
曽
ｍ
・
Ｎ
毒
・
）
、

へ
ｉ
ゲ
ル
｛
ｋ
朴
入
ム
八
洲
と
マ
ル
ク
一
■
、
（
細
Ｈ
兄
）

二
一
　
（
二
二
）



立
命
鮎
経
済
学
（
策
十
一
巻
・
第
一
・
二
合
併
号
）

二
　
二
　
（
二
一
二
）

四

　
へ
ー
ゲ
ル
が
、
身
分
の
区
別
に
お
い
て
理
性
的
な
、
い
わ
ぱ
本
来
の
市
罠
杜
会
と
し
て
構
伐
し
た
も
の
の
合
理
的
な
内
実
は
、
前

節
に
み
た
と
お
り
、
利
己
乍
義
を
原
理
と
す
る
牛
産
者
ｕ
所
有
者
と
し
て
の
白
立
的
諸
個
人
の
、
分
業
と
交
換
を
媒
介
・
レ
し
す
る
杜
会

的
閑
係
に
成
立
す
る
も
の
と
し
て
の
市
民
杜
会
把
握
に
あ
っ
た
。
へ
－
ゲ
ル
が
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
近
代
的
個
人
を
市
民
杜
会
の

実
在
的
構
成
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
灼
個
人
を
「
容
概
椅
仰
」
の
実
在
的
担
い
手
と
し
て
い
る
こ

と
に
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
が
、
　
『
法
哲
学
一
を
ぼ
近
代
的
状
態
の
哲
学
的
反
映
と
し
て
、
高
く
秤
仙
し
た
本
来
の
理
由
が
あ
る
と
考
え

る
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
一
一
法
哲
学
三
詐
…
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
洋
〔
す
べ
ざ
こ
と
が
ら
を
碓
認
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
　
『
法
哲
学
』
批
判
の
当
初
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
ｎ
身
、
へ
－
ゲ
ル
と
同
様
に
、
近
代
市
氏
杜
会
の
構
成
填
素
を
、

利
己
乍
義
を
原
処
と
す
る
ｎ
立
的
個
人
、
｛
品
交
拠
に
媒
介
さ
れ
た
白
立
的
生
産
考
と
し
て
の
近
へ
的
例
人
に
み
い
だ
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
政
治
的
岡
塚
と
市
氏
札
会
と
の
分
裂
、
公
氏
と
市
氏
と
の
分
裂
と
い
う
閉
魎
没
定
で
把
握
さ
れ
た
市
民
杜
会
は
、
も
ろ

も
ろ
の
区
別
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
共
本
的
に
は
「
利
己
的
な
ｎ
立
的
個
人
」
を
一
元
的
な
構
成
焚
素
と
す
る
「
欲
望
と
労
側
と
私

　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

的
利
容
と
私
法
の
仇
界
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
が
『
ユ
ダ
ヤ
人
閉
魎
に
よ
せ
て
』
の
な
か
で
、
市
氏
杜
会
の
原
双
を

「
実
際
的
欲
果
、
利
己
に
義
一
に
、
そ
の
「
維
鹸
的
太
－
賃
」
を
「
挺
利
尚
売
」
に
兇
い
だ
し
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
「
神
は
貨
幣
で
あ

　
　
　
　
　
（
２
）

る
」
と
い
う
と
き
、
ま
た
、
　
「
利
己
的
欲
鬼
の
支
祀
下
で
は
、
人
閉
は
ｎ
分
の
生
産
物
と
活
動
を
疎
縁
な
存
花
の
支
舵
下
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
に
疎
縁
な
存
在
　
　
貨
幣
　
　
の
惹
義
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
実
践
的
に
沽
莇
し
、
実
践
的
に
諸
対
象
を
産
出
し



う
る
の
む
－
と
い
う
と
ぎ
一
か
れ
が
近
代
市
氏
杜
会
を
、
商
品
交
換
を
通
じ
て
利
己
的
欲
望
の
充
足
を
え
る
白
立
的
生
産
者
の
杜
会

と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
マ
ル
ク
ス
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
に
、
普
遍
灼
人
問
解
放
の
担
い
手
を
見
出
し
た
こ
と
は
、
こ
の
点
で
、
す
な
わ
ち
か
れ
の
市
民

杜
会
把
握
の
点
で
、
重
大
な
転
回
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
た
。
げ
だ
し
そ
れ
は
、
文
字
ど
お
り
「
市
民
」
の
杜
会
と
し
て
の
近
代
市

民
杜
会
把
握
か
ら
、
階
級
杜
会
と
し
て
の
市
民
杜
会
把
握
へ
の
転
同
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
転
回
は
、

マ
ル
ク
ス
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
に
着
目
し
た
と
き
Ｆ
た
だ
ち
に
果
た
さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
か
れ
は
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
の
形
成
を
、
　
「
市
民
」
の
杜
会
と
し
て
の
近
代
市
民
杜
会
の
「
解
体
」
に
見
い
だ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
『
序
説
』
で

マ
ル
ク
ス
は
い
っ
て
い
る
、
　
「
プ
回
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
突
然
や
っ
て
き
た
産
業
の
運
動
を
と
お
し
て
、
よ
う
や
く
ド
イ
ツ
に
と
っ
て

生
成
し
は
じ
め
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
生
的
に
生
ま
れ
で
た
貧
困
で
は
な
く
て
、
人
為
的
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
貧
困
が
、
…

．
…
杜
会
の
急
激
な
解
体
と
り
わ
げ
中
間
身
分
の
解
体
か
ら
出
現
す
る
大
衆
が
、
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

っ
と
も
、
自
然
生
的
な
貧
困
や
キ
リ
ス
ト
教
的
Ｈ
ゲ
ル
マ
ソ
的
な
農
奴
身
分
も
し
だ
い
に
こ
の
列
に
加
わ
る
の
は
白
明
で
あ
る
が
」
。

こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
中
間
身
分
」
　
（
こ
れ
は
、
「
身
分
」
と
「
陪
級
」
の
範
鵬
的
区
別
を
明
確
に
お
こ
山
な
っ
て
い
な
い
こ
の
論
文
で
は
、
「
中
問

階
級
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
内
容
を
も
つ
と
み
て
、
入
か
ろ
う
）
　
は
、
白
立
的
生
産
者
ｎ
所
有
者
を
十
工
要
内
容
と
す
る
も
の
と

考
え
う
る
。
こ
の
よ
う
な
白
立
的
生
産
者
１
１
所
有
者
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
れ
を
構
成
要
素
と
す
る
本
来
的
市
民
杜
会
の
解
体

に
マ
ル
ク
ス
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
形
成
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
さ
き
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
総
批
判
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
展
開
深
化
と
し
て
の
経
済
学
の

批
判
的
研
究
の
、
究
極
の
課
題
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
定
有
を
概
念
的
に
把
握
し
て
、
そ
の
歴
史
的
な
ら
び
に
論
理
的
使
命
を

　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
（
二
二
二
）



　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
と
マ
ル
ク
ス
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
　
（
二
一
四
）

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
の
合
理
的
内
実
を
摘
出
し
、
そ
れ
に
た
い
す
る
批
判
的
検
討
と
し

て
右
の
課
題
に
と
り
く
も
う
と
し
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
課
題
遂
行
の
基
礎
視
角
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
云

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
分
業
と
交
換
を
媒
介
と
す
る
自
立
的
生
産
者
Ｈ
所
有
者
の
交
互
的
依
存
関
係
と
し
て
成
立
し
て
い
る
市
民
杜

会
が
、
そ
れ
白
身
の
運
動
に
よ
っ
て
解
体
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
形
成
せ
し
め
る
過
程
の
論
理
を
、
そ
の
必
然
性
に
お
い
て

把
握
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
へ
－
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
に
即
し
て
い
え
ぱ
、
　
「
欲
望
」
の
体
系
に
お
げ
る
特
殊
的
諸
個
人
の
相
互
関
係

と
相
互
運
動
が
、
　
「
塑
冒
察
」
の
項
で
事
実
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
貧
富
の
分
極
的
累
積
と
賎
民
の
発
生
を
招
来
す
る
過
程
を
ば
、
必

然
的
な
も
の
と
と
ら
え
て
そ
の
固
有
の
論
理
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
云
え
る
。
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
右
の
課
題
に
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

く
ん
だ
マ
ル
ク
ス
の
最
初
の
経
済
学
批
判
の
草
稿
が
、
　
『
ミ
ル
評
注
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
の
検
討
は
次
稿
に
ゆ
ず
る
。

　
（
１
）
　
峯
彗
×
＼
向
お
の
７
オ
實
ぎ
ピ
。
。
．
○
。
８
．

　
（
２
）
Ｐ
Ｐ
○
二
。
つ
工
Ｓ
．

　
（
３
）
與
．
Ｐ
○
二
。
つ
工
葛
～
べ
．

　
（
４
）
Ｐ
｝
．
○
．
一
己
。
乙
８
～
Ｈ
．

　
（
５
）
　
木
稿
で
は
、
へ
－
ゲ
ル
一
．
市
ｋ
礼
会
Ｌ
論
の
一
．
Ｂ
、
珂
江
」
に
触
れ
ろ
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
一
へ
－
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
丁
司
法
」
は
、
法
律

　
　
な
ら
び
に
火
判
に
よ
っ
て
「
所
有
－
、
し
人
格
の
保
談
」
を
行
な
う
こ
と
を
本
賃
的
な
視
定
と
す
る
一
、
と
こ
ろ
で
へ
－
ゲ
ル
は
、
法
枠
な
ら
び
に
裁

　
　
判
を
、
　
「
秋
｝
の
体
系
」
の
一
〔
己
内
反
有
」
－
一
し
し
て
の
杣
象
江
が
特
殊
作
の
体
系
・
、
し
し
て
の
一
欲
｝
の
体
系
■
一
を
つ
う
じ
て
向
白
的
に
定
一
ー

　
　
さ
れ
た
も
の
・
、
一
・
、
一
ら
え
一
、
い
ろ
（
竃
８
）
Ｕ
二
の
こ
と
は
、
「
穴
削
ゼ
の
体
ヱ
ニ
と
し
！
、
の
、
火
社
全
が
そ
れ
〔
身
の
う
ち
に
、
『
法
哲
学
』
箏
一
部

　
　
イ
．
い
｛
れ
一
．
い
ろ
一
州
象
一
ド
ニ
な
内
花
∴
一
し
山
一
、
い
ろ
こ
と
、
し
た
が
っ
一
．
丁
∴
、
の
体
、
米
一
は
、
　
一
杣
匁
篶
丁
二
の
統
一
に
お
い
て
把
握
さ

　
　
れ
｛
討
さ
、
べ
き
も
の
イ
、
あ
ろ
こ
と
を
一
小
唆
す
一
り
も
の
に
ほ
か
穴
ら
た
い
、
ま
さ
し
く
マ
ル
ク
ス
は
、
　
一
司
∴
」
論
を
そ
の
も
の
と
し
！
、
と
り

　
　
あ
げ
ず
、
む
し
ろ
、
「
ミ
ル
詐
江
』
に
お
い
て
、
「
杣
象
法
」
と
一
欲
甲
の
体
系
－
一
と
の
統
一
的
把
搾
と
批
判
と
い
う
視
点
か
ら
、
　
『
法
折
ｎ
学
』

　
　
批
判
な
一
ル
｝
Ｌ
め
て
純
沽
学
の
批
判
を
行
な
っ
て
い
ろ
、
こ
の
点
、
く
わ
し
く
は
次
稿
で
考
察
す
る
、


