
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法

後
　
　
藤

靖

一二三

は
　
し
　
が
　
き

下
山
・
大
石
理
論
の
検
討

課
題
と
方
法

　
白
由
民
権
運
動
な
い
し
自
由
民
権
期
に
か
ん
す
る
研
究
は
、
老
大
な
数
に
上
っ
て
い
る
。
研
究
が
本
格
化
す
る
一
九
五
〇
年
以
降

の
、
白
由
民
権
期
の
政
治
・
経
済
・
思
想
の
各
分
野
に
わ
た
る
著
書
、
論
文
の
数
は
、
わ
た
し
の
知
り
え
た
か
ぎ
り
の
も
の
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

ほ
ぼ
三
〇
〇
篇
に
及
ん
で
い
る
。
わ
た
し
は
、
別
の
個
所
で
、
自
由
民
権
運
動
に
は
じ
め
て
科
学
的
分
析
を
行
な
わ
れ
た
平
野
義
太

郎
氏
の
「
白
由
民
権
」
（
歴
史
科
学
一
九
三
三
年
、
の
ち
『
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
民
主
主
義
革
命
』
一
九
四
八
年
収
録
）
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

老
大
な
研
究
業
績
を
、
方
法
論
史
と
い
う
視
点
か
ら
整
埋
し
て
お
い
た
。
本
稿
は
、
そ
こ
で
い
い
足
り
な
か
っ
た
点
を
補
足
し
、
不

充
分
に
し
か
指
摘
で
き
な
か
っ
た
閉
題
点
を
閉
確
に
し
、
民
権
連
動
研
究
が
と
り
く
む
べ
き
渚
課
題
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
た
め
の
、

い
わ
ぼ
補
論
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（
　
　
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
一
号
）

（
１
）
　
い
ま
、
こ
こ
十
年
間
の
研
究
業
績
に
つ
い
て
、
そ
の
主
た
る
対
象
別
に
整
理
す
る
と
、

　
だ
げ
で
も
二
五
〇
篇
を
こ
え
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
も
の
を
加
え
る
と
、
い
か
に
走

　
大
な
数
に
上
っ
て
い
る
か
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
こ
の
場
合
、
き
わ
め
て
特
徴
的
た
こ
と
は
、
テ
ー
マ
別
と
し
て
分
類
し
た
諸
論
稿

　
は
、
視
点
を
そ
の
領
域
の
み
の
解
明
に
か
ぎ
っ
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
政

　
府
の
諾
政
策
と
自
由
民
権
運
動
と
を
、
あ
る
い
は
特
権
的
資
本
と
自
生
的
資
本
と
を

　
統
一
的
に
と
ら
え
る
視
角
な
い
し
努
力
が
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
た
さ
れ
て

　
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
間
々
ふ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
か
が
ほ
ん
の

　
副
次
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
み
で
、
政
府
と
民
権
あ
る
い
は
特
権
資

　
本
と
自
生
的
資
本
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
緊
張
関
係
を
追
究
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
戦
後
の
研
究
史
の
も
っ
と
も
大
き
た
特
徴
点
で
あ
る
。

（
２
）
　
の
「
戦
後
の
民
権
運
動
研
究
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
四
七
号
一
九
六

　
〇
年
一
一
月
）
・
０
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
』
の
方
法
」
（
京
都
民
科
『
新

　
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
六
二
号
一
九
六
〇
年
八
月
）
・
◎
「
白
由
民
権
」
　
（
『
日
本

　
歴
史
』
第
二
〇
〇
号
記
念
特
集
一
九
六
五
年
一
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
Ｃ
本
稿
で
は
、

　
の
と
◎
と
く
に
◎
に
つ
い
て
の
補
論
を
行
な
い
た
い
と
思
う
。
わ
た
し
は
、
こ
こ
で

　
単
に
ｋ
枚
連
動
研
究
だ
け
に
祝
野
を
か
ぎ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
日
本

　
近
代
火
研
究
に
も
共
通
す
る
閉
題
点
と
し
て
も
提
起
し
て
い
る
。

二
　
（
　
二
）

次
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
一
九
五
六
年
以
降

　
と
こ
ろ
で
、
別
稿
、
と
く
に
註
（
２
）
の
◎
で
の
主
な
論
占
一
を
整
珊
す
れ
ぼ
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

¢
　
ｎ
山
民
彬
迦
莇
の
槻
在
ま
で
の
士
上
な
潮
流
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
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運
動
を
、
そ
れ
が
お
か
れ
た
客
観
的
諾
条
件
１
１
政
治



〃

的
・
経
済
的
・
思
想
的
支
配
体
制
の
具
体
的
展
開
と
の
対
抗
過
程
と
し
て
と
ら
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
運
動
そ
れ
自
体
の
発
展
過
程
と
内

部
構
造
の
分
析
に
視
点
を
す
え
る
方
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
に
た
っ
分
析
は
、
た
し
か
に
運
動
そ
の
も
の
の
具
体
的
様
相
に
か

ん
し
て
、
戦
前
段
階
の
研
究
で
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
埋
も
れ
た
第
一
次
的
史
料
を
発
見
し
、
お
そ
ろ
し
く
豊
富
な
各
地
に
お
け
る
民

権
運
動
の
夫
態
を
う
き
ぼ
り
に
し
た
と
い
う
意
味
で
、
貴
重
な
遺
産
を
残
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
民
権
運
動
が
た
ぜ
発
生
し
、

発
展
し
た
か
と
い
う
全
機
構
的
必
然
性
を
解
明
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
運
動
が
日
本
近
代
史
に
果
し
た
役
割
と
歴
史
的
意
義
に
つ
い

て
の
合
理
的
説
明
を
な
し
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
研
究
の
状
況
に
た
い
し
て
、
世
界
史
的
規
定
を
う
け
た
当
年
の
日
本
の
、
天
皇
制
権
力
機
構
の
早
熟
的
な
形
成

と
上
か
ら
の
資
、
本
士
上
義
の
急
激
な
育
成
と
い
う
特
徴
的
構
遣
の
な
か
に
民
権
運
動
を
位
置
づ
げ
、
そ
の
全
機
構
的
矛
盾
の
爆
発
と
し

て
比
権
連
莇
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
視
角
が
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
理
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
分
析
視
角
は
、
す
で
に
平
野

褒
太
郎
氏
が
秩
前
に
お
い
て
、
ま
た
服
郁
之
総
氏
が
戦
後
の
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
研
究
段
階
に
お
い
て
搭
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
、
と
こ
ろ
が
一
九
五
〇
乍
以
来
、
研
究
が
盛
ん
に
な
る
と
と
も
に
、
逆
に
こ
う
し
た
分
析
視
角
は
、
次
第
に
う
し
な
わ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
帝
同
土
上
義
段
階
に
ま
さ
に
砿
化
し
よ
う
と
す
る
世
界
資
木
士
上
義
に
促
進
さ
れ
っ
っ
、
ｎ
立
的
発
展
を
と
げ
る
た
め
に
口

木
が
と
り
は
じ
め
た
特
徴
的
支
鮒
体
伽
、
と
り
わ
け
他
律
的
な
賓
本
士
上
義
化
１
１
特
権
的
政
商
狩
本
の
産
業
資
木
化
の
た
め
の
原
始
的

蓄
秋
、
辿
杵
と
〔
小
的
１
－
小
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
経
済
売
展
段
階
と
の
構
逃
的
矛
爪
に
｛
株
連
動
禿
生
の
客
概
的
基
盤
を
み
い
だ
し
、
あ
る

い
は
大
＾
制
旧
宗
の
形
成
の
特
微
的
構
逃
に
連
励
映
閉
の
必
久
性
を
み
よ
う
と
す
る
、
大
石
嘉
一
郎
氏
と
下
山
三
郎
氏
の
分
析
視
角

は
、
〈
、
後
の
研
先
方
向
を
狐
本
的
に
規
定
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
新
し
い
方
法
も
、
け
っ
し
て
、
連
鋤
展

閉
の
淋
拠
、
縦
１
１
必
外
仕
を
充
分
に
僻
閉
す
る
論
理
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
・
な
ぜ
か
。
こ
の
点
が
補
北
を
要
す
る
第
一
の
点
で
あ
る
。

　
　
　
Ｋ
枚
巡
動
研
究
の
謀
魎
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
　
　
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
　
　
四
）

　
　
か
く
し
て
、
白
由
民
権
運
動
の
研
究
は
、
あ
ら
た
め
て
次
の
諸
課
題
を
背
負
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
い
　
白
由
民
権
運
動
は
、
白
由
民
権
期
に
お
げ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
運
動
と
し
て
位
置
づ
げ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
白
由
民
権
期
と

は
、
政
治
的
に
は
天
皇
制
国
家
の
体
制
的
整
傭
の
時
期
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
上
か
ら
の
日
本
資
本
主
義
の
創
出
過
程
で
あ
っ
た
。

白
由
民
権
運
動
は
、
か
か
る
政
治
的
・
経
済
的
支
配
体
制
の
強
行
過
程
に
た
い
す
る
政
治
１
－
階
級
闘
争
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す

れ
ぼ
、
こ
の
支
配
体
制
の
創
出
過
程
は
、
－
ど
の
よ
う
な
経
済
的
・
政
治
的
矛
盾
Ｈ
対
抗
を
っ
く
り
だ
し
た
か
を
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
い
　
し
か
し
、
の
は
い
わ
ぼ
運
動
の
客
観
的
条
件
で
あ
っ
て
、
運
動
を
生
起
さ
せ
展
開
さ
せ
る
主
体
的
条
件
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
こ
の
主
体
的
条
件
に
つ
い
て
の
理
論
構
成
で
あ
る
。

以
上
が
、
旧
稿
と
く
に
註
似
の
い
の
大
要
で
あ
り
、
補
足
説
明
を
要
す
る
主
要
都
分
で
も
あ
る
。

二

　
さ
て
、
わ
た
し
は
、
研
究
が
新
し
く
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
一
応
の
到
達
点
と
し
て
の
、
下
山
三
郎
・
大
石
嘉
一

郎
両
氏
の
業
績
と
そ
の
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
〔
１
〕
　
下
山
三
郎
氏
は
、
一
九
五
九
年
の
力
作
「
明
治
十
七
年
に
お
け
る
白
由
党
の
幼
向
と
農
民
騒
擾
の
最
況
」
で
、
っ
ぎ
の

よ
う
に
…
越
点
を
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｑ
　
　
「
新
政
権
成
立
以
火
近
々
十
年
に
し
て
、
政
権
に
反
対
す
る
全
同
的
政
治
運
動
の
発
生
を
見
た
准
は
、
逆
に
政
権
の
性
格
に

一
半
の
原
囚
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
む
し
ろ
絶
対
主
養
と
し
て
の
日
本
的
な
特
殊
１
な
性
格
の
解
閉
こ
そ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で



は
あ
る
ま
い
か
。
」

　
　
　
民
権
運
動
の
本
質
を
理
解
す
る
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
さ
れ
て
き
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
「
古
典
的
自
由

主
義
・
民
主
主
義
運
動
に
お
げ
る
運
動
の
政
治
的
性
格
と
運
動
発
生
の
物
質
的
基
盤
の
問
に
存
在
す
る
内
的
連
関
と
、
同
様
の
内
的

連
関
が
民
権
運
動
に
お
け
る
政
治
的
性
格
と
物
質
的
基
礎
の
問
に
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
」
う
と
い
う
想
定
を
打
破
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
「
運
動
の
指
導
層
で
あ
る
豪
農
層
が
運
動
に
参
加
す
る
契
機
・
資
格
」
に
っ
い
て
、
そ
れ
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
側
面
」
の
み

か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ
た
ら
、
豪
農
商
は
、
実
態
と
し
て
は
、
　
「
地
主
・

農
業
経
営
者
・
商
人
・
加
工
業
者
」
の
四
側
面
の
併
有
老
で
あ
り
、
こ
の
四
側
面
は
「
未
だ
歴
史
的
本
質
を
同
じ
く
し
て
い
る
よ
う

な
、
封
建
杜
会
の
上
層
農
民
と
い
う
、
い
わ
ば
身
分
的
把
握
が
一
応
成
り
立
っ
」
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
　
「
初
期
資
本
主
義
の
発

生
と
い
う
条
件
の
中
で
、
封
建
杜
会
の
上
屑
農
民
が
転
化
し
て
い
く
、
そ
の
転
化
の
具
体
的
に
如
何
な
る
段
階
に
あ
っ
た
上
層
農
民

で
あ
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
が
、
指
導
屑
－
豪
撲
商
屑
の
性
格
規
定
を
現
実
の
豪
農
商
の
存
在
形
態
に
そ
い
っ
っ
行
な
う
事
に
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

り
、
か
つ
現
実
の
民
権
連
動
の
瑛
解
を
前
進
せ
し
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
。

　
（
１
）
　
堀
江
英
一
・
遠
山
茂
樹
繍
『
白
由
民
梅
期
の
研
究
』
第
三
巻
所
収
、
一
一
一
～
一
一
四
頁
。

　
下
山
氏
の
こ
の
捉
言
は
、
当
時
の
研
究
状
況
の
一
般
的
徴
向
に
た
い
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
っ
た
。
当
時
の
研
究
の
一
般
的
傾
向

は
、
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
民
株
運
醐
と
り
わ
げ
各
地
方
の
そ
れ
の
内
部
構
逃
と
発
展
過
程
の
追
究
に
主
題
を
お
い

て
い
た
。
そ
の
さ
い
、
人
々
は
、
国
際
的
衡
撃
の
も
と
で
の
天
皇
制
統
治
機
構
や
経
済
的
支
配
構
遊
の
特
徴
的
な
創
出
過
程
に
は
ほ

と
ん
ど
触
れ
な
い
で
、
も
っ
ば
ら
ｎ
化
的
経
済
允
股
に
民
梅
運
動
及
閑
の
規
定
的
要
丙
を
さ
が
し
求
め
た
。
も
ち
ろ
ん
、
統
治
機
構

や
上
か
ら
の
資
木
十
工
養
化
あ
る
い
は
寄
生
地
主
的
十
地
所
有
の
腿
閉
に
つ
い
て
全
く
ふ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
と
く
に
、
寄
生

　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
　
　
五
）
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六
　
（
　
　
六
）

地
主
的
土
地
所
有
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
民
権
運
動
の
分
裂
・
敗
退
の
基
礎
的
要
因
と
し
て
、
論
者
の
だ
れ
も
が
目
を
む
け
て
い
た
。

そ
し
て
ま
た
、
権
力
が
地
方
統
治
の
媒
体
と
し
て
い
か
に
こ
れ
ら
の
地
主
も
し
く
は
農
村
有
力
者
層
を
組
織
化
し
よ
う
と
し
た
か
、

に
つ
い
て
も
実
証
が
つ
．
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
慨
括
的
に
い
え
ぼ
、
中
央
権
力
の
形
成
過
程
と
そ
の
特
徴
的
構
造
や
上
か

ら
の
資
本
関
係
の
形
成
１
１
本
源
的
蓄
積
の
特
徴
的
過
程
の
分
析
は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
全
機
構
的
矛
盾
形
成
の
動
因
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

っ
た
こ
と
に
っ
い
て
の
認
識
は
、
き
わ
め
て
稀
薄
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
分
析
視
角
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
そ
の
理
論
的
前
提

と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
白
由
民
権
を
白
生
的
経
済
発
展
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
研
究
者
の
脳
裏
に
、
古
典
的
ブ
ル
ジ

ヨ
ァ
革
命
に
か
ん
す
る
一
般
命
題
が
こ
び
り
っ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
民
権
運
動
に
機
械
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
が
っ
く
、

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
理
解
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
の
一
般
命
題
と
は
、
資
本
制
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
が
封
建
的
土

地
所
有
１
１
封
逮
的
生
産
様
式
と
和
解
し
が
た
い
矛
后
に
お
ち
い
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
政
治
的
・
経
済
的
白
由
を
要
求
す
る
政
治
闘

争
が
爆
党
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
政
治
と
経
済
と
は
直
接
的
照
応
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
政
治
は
経
済
の
直
線

的
反
映
だ
と
理
解
す
る
基
底
体
側
遠
元
論
が
援
用
さ
れ
て
い
た
。
い
い
か
え
る
と
、
描
か
れ
て
い
た
凶
式
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
き
わ
め
て
単
純
化
す
れ
ぼ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
書
嵩
魯
１
１
、
亭
ぺ
］
■
一
中
、
寺

　
　
　
（
津
予
〕
賓
、
｝
）
　
、
亭
、
山
、
幸
今
　
　
　
　
×
　
　
　
畜
茸
叶
　
諒
　
　
　
　
　
　
　
（
酔
）
　
×
汀
茸
茸
轟
嘉
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
燕
茜
甫
糧
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
い
い
・
＼
亭
∴
則
■
～
　
　
　
　
　
　
十
さ
岸
烹
・
分
蟄
一

　
　
　
（
蚕
婁
暮
）
匡
♂
事
侭
ヨ
轟
き
〕
　
×
　
　
一
、
義
～
写
警
」
　
　
　
　
　
　
　
１
１
痔
ヨ
ー
ｅ
｝
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呼
｛
ざ
｛
ざ
射
漫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
い
い
■
■
、
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
高
「
こ
ト
き
尋
卦

　
　
　
秦
斗
婁
．
一
じ
、
一
葦
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
一

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
介
、
マ
ニ
ュ
時
代
と
は
い
か
な
る
経
沽
概
造
を
さ
す
の
か
、
そ
し
て
資
本
制
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
と
封
建
的



生
産
様
式
と
の
和
解
し
が
た
い
対
立
と
は
い
か
な
る
経
済
的
構
造
連
関
を
さ
し
、
そ
れ
が
ど
う
政
治
的
構
造
に
反
映
し
た
状
態
を
さ

す
の
か
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
農
民
と
の
指
導
・
同
盟
関
係
と
は
い
か
な
る
状
態
を
意
味
す
る
の
か
等
々
に
つ
い
て
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

論
的
検
討
が
必
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
が
既
知
の
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぼ
か
り
で

は
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
の
一
般
命
題
は
、
本
来
、
政
治
的
・
経
済
的
・
思
想
的
敵
対
関
係
の
展
開
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
は

ず
な
の
に
、
こ
こ
で
は
、
革
命
勢
力
側
の
経
済
的
・
政
治
的
成
長
に
一
面
化
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
民
権
運
動
に
援
用
さ
れ
た
の
は
、

実
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
の
一
般
命
題
で
は
な
く
、
そ
の
一
面
で
し
か
な
か
っ
た
。
権
力
構
造
や
支
配
的
経
済
体
制
の
分
析
が
欠
落

す
る
の
は
、
こ
う
し
た
方
法
か
ら
は
必
然
で
あ
っ
た
。

　
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
に
か
ん
す
る
一
面
的
理
解
は
、
実
証
の
面
か
ら
早
く
も
実
質
的
に
崩
壊
し
て
い
た
。
た
と
え
ぼ
、
マ
ニ
ュ
時
代

と
い
う
想
定
に
っ
い
て
い
え
ぼ
、
自
由
民
権
運
動
の
展
開
し
た
地
帯
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
の
工
業
経
営
は
み
い
だ
し
に
く
い
ぼ
か
り
で
な
く
、
た
と
え
マ
ニ
ュ
経
営
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
．
そ
の
経
営
者
は
む
し
ろ
反
民

権
派
か
妥
協
的
動
き
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
民
権
運
動
の
在
地
的
指
導
者
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
実
態
と
し
て
は
、
一
部
を

小
作
に
出
し
、
一
部
を
手
作
し
、
ま
た
小
規
模
の
加
工
工
業
な
い
商
業
を
営
む
比
較
的
富
裕
な
小
商
品
生
産
者
た
る
、
い
わ
ゆ
る
豪

農
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
と
農
民
と
の
指
導
・
同
盟
関
係
と
い
う
想
定
も
実
証
面
か
ら
な
り
た
た
な
く
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
現
象
面
に
現
わ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
自
由
民
権
運
動
は
国
民
的
規
模
で
国
会
開
設
・
地
租
軽
減
・
不
平
等
条

約
傲
廃
を
要
求
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
運
動
と
し
て
た
た
か
わ
れ
て
い
た
。
政
治
と
経
済
と
の
閉
に
は
明
ら
か
に
ズ
レ
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
研
究
者
に
、
新
し
い
よ
り
適
合
的
な
分
析
視
角
の
創
造
を
せ
ま
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
た
め

の
双
論
的
模
索
は
こ
こ
ろ
み
ら
れ
ず
、
研
究
者
た
ち
は
民
権
運
動
の
政
治
的
展
開
の
み
を
追
い
求
め
る
方
向
に
逃
げ
こ
ん
だ
。
そ
の

　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
　
　
七
）
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八
　
（
　
　
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

場
合
に
も
、
一
般
命
題
－
実
は
一
面
理
論
な
の
だ
が
１
の
亡
霊
は
し
つ
こ
く
研
究
者
の
問
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
下
山
提
言
は
、

こ
う
し
た
一
般
的
研
究
状
況
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
き
、
い
か
に
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
Ｏ　

し
か
し
、
こ
こ
で
の
下
山
提
一
言
は
、
っ
ぎ
の
意
味
で
、
必
ず
し
も
説
得
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

　
¢
　
　
「
絶
対
主
義
政
権
と
し
て
の
日
本
的
特
徴
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
具
体
的
な
機
構
上
の
特
徴
な
の
か
、
機
能
Ｈ
政
策
上
の
特

徴
な
の
か
が
明
確
で
な
い
ぼ
か
り
か
、
そ
の
「
日
本
的
特
徴
」
が
な
ぜ
民
権
運
動
を
生
起
さ
せ
る
一
つ
の
要
件
に
な
っ
た
か
、
と
い

う
点
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
「
運
動
の
政
治
的
性
格
と
運
動
発
生
の
物
質
的
基
盤
」
の
不
照
応
と
い
う
場
合
、
　
「
運
動
の
政
治
的
性
格
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
古
典
的
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
と
民
権
運
動
と
が
同
列
に
性
格
づ
け
ら
れ
、
そ
の
運
動
の
主
体
的
担
い
手
や
政
治
的
諸
要
求
に
っ
い
て

の
綿
密
な
比
較
検
討
が
必
ず
し
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
民
権
運
動
の
現
象
形
態
の
は
な
や
か
さ
に
目
を
う
ぼ
わ
れ

す
ぎ
、
そ
れ
が
ひ
め
て
い
る
内
容
の
検
討
を
ぬ
き
に
し
て
直
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
と
同
置
し
て
い
い
か
ど
う
か
、

と
い
う
占
一
で
あ
る
。

　
　
　
　
コ
蒙
農
」
の
多
面
的
把
握
は
、
た
し
か
に
民
権
運
動
の
指
導
層
に
っ
い
て
の
厳
密
な
規
定
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
同
時

に
民
権
運
動
そ
の
も
の
の
内
容
規
定
と
か
か
わ
り
を
も
っ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
多
面
性
を
、
彼
等
の
経
済
上
の
複
雑
な
性
格

の
み
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
り
、
彼
等
の
杜
会
的
・
政
治
的
位
置
と
の
統
一
的
把
握
が
必
要
で
あ
る
。

　
＠
　
以
上
の
三
点
は
、
民
権
運
動
の
客
観
的
諸
条
件
の
解
明
に
あ
た
っ
て
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
問
題
点
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
連
動
の
客
概
的
条
件
で
あ
っ
て
、
運
動
が
展
閑
さ
れ
る
政
治
的
・
主
体
的
契
機
で
は
な



‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

い
Ｃ
下
山
提
言
に
は
、
こ
の
主
体
的
契
機
に
つ
い
て
の
論
究
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
（
２
）
　
拙
稿
『
日
本
歴
史
』
論
文
参
照
。

　
　
（
３
）
・
（
４
）
・
（
５
）
　
拙
稿
『
歴
史
学
研
究
』
論
文
参
照
。

　
右
の
よ
う
な
不
充
分
さ
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
下
山
提
言
と
く
に
そ
の
第
一
・
第
二
は
、
一
般
的
研
究
状
況
が
全
く
見
落
し
て
い

た
か
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
方
法
を
適
用
し
て
い
た
こ
と
に
た
い
す
る
適
確
な
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
下
山
氏
は
、
問
題
の
指

摘
に
と
ど
ま
っ
て
、
白
ら
の
積
極
的
解
答
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
白
ら
設
定
し
た
課
題
と
く
に
第
一
の
点
に
た
い
す
る
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

答
が
一
九
六
〇
年
か
ら
の
「
明
治
維
新
研
究
史
」
に
か
ん
す
る
一
連
の
労
作
で
部
分
的
に
準
備
さ
れ
た
。
あ
え
て
「
部
分
的
に
」
と

い
う
の
は
、
こ
こ
で
も
な
お
問
題
提
示
的
で
あ
り
、
全
面
的
解
答
の
た
め
の
理
論
的
準
備
段
階
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
６
）
　
「
明
治
維
新
研
究
史
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」
（
東
京
経
大
学
会
誌
第
二
九
・
三
〇
号
、
一
．
九
六
〇
年
三
月
）

　
　
　
「
明
治
維
新
研
究
史
に
つ
い
て
」
（
右
同
第
三
二
号
、
一
九
六
一
年
九
月
）

　
　
　
「
明
治
維
新
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
論
批
判
」
（
右
同
第
三
八
号
、
一
九
六
三
年
三
月
）

　
　
　
「
明
治
維
新
研
究
ノ
ー
ト
の
結
び
」
（
右
同
第
四
〇
号
、
一
九
六
三
年
九
月
）

　
　
　
「
明
治
維
新
研
究
史
補
論
Ｈ
」
（
力
同
第
四
一
号
、
一
九
六
三
年
一
二
月
）

　
　
　
「
明
治
維
新
研
究
吏
補
論
目
」
（
右
同
第
四
三
号
、
一
九
六
四
年
一
〇
月
）

　
　
　
「
絶
対
主
義
の
理
論
的
再
検
討
」
（
土
地
制
度
史
学
第
二
五
号
、
一
九
六
四
年
一
〇
月
）

　
こ
れ
ら
の
一
連
の
労
作
は
、
講
座
派
以
来
の
維
新
史
に
か
ん
す
る
学
問
遺
産
を
マ
ル
ク
ス
ー
ー
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
の
古
典
に

た
ち
か
え
っ
て
検
討
し
、
．
あ
ら
た
め
て
維
新
変
革
以
後
の
歴
史
過
程
を
整
合
的
に
把
握
す
る
た
め
の
方
法
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
意

欲
に
み
ち
み
ち
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
こ
に
は
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
批
判
的
１
－
創
造
的
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
面
、

必
要
な
か
ぎ
り
で
、
そ
の
要
点
を
摘
記
す
れ
ぼ
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
　
　
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
　
一
〇
）

　
十
九
世
紀
中
葉
と
い
う
世
界
史
的
条
件
の
な
か
で
は
、
　
「
維
新
変
革
の
諸
改
革
の
な
か
に
、
絶
対
主
義
国
家
の
樹
立
と
必
ず
し
も

照
応
し
な
い
要
素
が
あ
る
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
従
来
、
維
新
変
革
に
よ
っ
て
成
立
し
た
権
力
の
性
格
は
、
絶
対
主
義
国
家
の
樹

立
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
維
新
変
革
に
含
ま
れ
る
諸
改
革
は
す
べ
て
絶
対
主
義
国
家
の
樹
立
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
ら

え
方
や
、
あ
る
い
は
近
未
の
「
国
内
的
契
機
と
国
際
的
契
機
と
の
統
一
的
把
握
、
に
よ
っ
た
研
究
」
で
は
、
　
「
絶
対
主
義
国
家
の
樹

立
に
必
ず
し
も
照
応
し
な
い
要
素
に
ふ
れ
た
場
合
、
　
『
早
熟
な
」
あ
る
い
は
「
特
殊
な
』
絶
対
主
義
等
の
表
現
」
を
も
っ
て
説
明
し

よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
維
新
変
革
を
絶
対
主
義
と
い
う
概
念
の
み
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
誤
っ
た
方
法
で
あ
る
。
も
と
も

と
「
絶
対
主
義
の
成
立
と
い
う
概
念
は
、
絶
対
主
義
的
権
力
・
国
家
の
樹
立
そ
れ
の
み
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
を
さ
す
概
念
」
で
あ
っ

て
、
　
「
権
力
・
国
家
」
形
態
に
か
か
わ
る
以
外
の
「
全
杜
会
的
な
改
革
」
は
、
本
来
、
　
「
絶
対
主
義
の
成
立
」
と
は
異
っ
た
「
個
別

的
な
問
題
」
・
「
個
々
の
範
時
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
維
新
以
後
の
歴
史
過
程
の
包
括
的
把
握
の
た
め
に
は
、

「
絶
対
士
上
義
」
と
い
う
「
個
眼
」
の
ほ
か
に
、
渚
改
革
の
個
々
を
と
ら
え
る
た
め
の
諸
「
個
眼
」
、
た
と
え
ぼ
　
「
民
族
国
家
の
成

立
」
・
「
近
代
的
軍
事
制
度
」
１
１
「
徴
兵
制
」
・
「
幕
藩
体
制
の
構
造
」
等
々
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
請
「
個
眼
」
の
複
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

体
Ｈ
「
複
眼
」
と
し
て
歴
史
過
程
を
と
ら
え
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
消
視
点
の
設
定
に
よ
っ
て
、
下
山
氏
は
、
維
新
以
後
の
歴
史
過
程
を
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
氏
は
、

池
村
主
養
や
民
族
国
家
あ
る
い
は
近
代
的
車
箏
側
度
等
々
の
必
要
な
渚
「
個
眼
」
に
っ
い
て
の
諾
説
を
再
検
討
し
な
が
ら
、
独
白
の

ｗ
楡
構
成
を
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
、
当
面
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
、
そ
の
独
ｎ
な
概
念
構
成
と
そ
の
維
新
へ
の
適
用
に
っ
い

て
束
点
的
に
取
上
げ
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
凶
絶
村
士
上
塩
に
っ
い
て
・
…
－
・
・
¢
ふ
る
い
「
市
民
杜
会
」
、
す
な
わ
ち
、
「
衰
顔
期
に
あ
る
封
笹
的
生
産
閑
係
」
１
１
「
労
働
の
分
割
（
杜



会
分
業
）
の
一
定
発
展
段
階
に
お
げ
る
商
人
資
本
１
『
市
民
階
級
」
の
成
立
」
、
し
た
が
っ
て
「
階
級
の
身
分
か
ら
の
端
初
的
脱
脚
」
１
１

「
国
家
と
市
民
杜
会
の
瑞
初
的
分
雄
」
（
こ
の
完
成
は
近
代
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
１
－
因
家
に
み
ら
れ
る
）
を
基
礎
と
し
、
「
人
口
の
ど
の
部
分
（
身

分
－
階
級
）
も
爾
余
の
諾
部
分
（
身
分
－
陪
級
）
を
支
配
す
る
ま
で
に
い
た
り
え
な
い
よ
う
な
」
杜
会
状
態
に
照
応
す
る
国
家
形
態
で

あ
る
。
　
だ
か
ら
、
そ
れ
は
例
外
的
独
立
性
を
も
っ
、
中
央
集
権
的
官
僚
制
国
家
と
し
て
、
か
か
る
杜
会
状
態
の
う
え
に
そ
び
え
立

つ
。
　
維
新
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
家
形
態
の
う
ち
に
は
、
絶
対
主
義
の
国
家
形
態
の
基
本
的
特
徴
点
は
あ
ま
り
に
も
明
白
に
存
在

し
て
お
り
、
絶
対
主
義
以
外
の
国
家
と
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
９
）

　
日
民
族
国
家
に
っ
い
て
・
…
…
・
¢
民
族
国
家
は
常
織
的
に
は
、
の
典
型
的
に
は
単
一
の
民
族
を
母
胎
と
す
る
、
◎
政
治
的
に
独
立
し

た
統
一
国
家
で
あ
り
、
◎
統
一
国
家
と
は
、
確
定
さ
れ
た
領
土
を
も
ち
、
か
っ
歴
史
的
に
特
定
の
時
期
に
始
め
て
成
立
す
る
中
央
集

権
国
家
機
構
を
も
っ
、
と
定
義
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
階
級
国
家
と
し
て
は
民
族
国
家
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
家
お
よ
び
絶
対
主
義
国

家
と
し
て
の
み
存
在
す
る
が
、
民
族
的
統
一
の
困
難
な
と
こ
ろ
（
ド
ィ
ッ
．
イ
タ
リ
ァ
埜
寸
）
で
は
、
民
族
国
家
で
な
い
絶
対
主
義
国
家

も
生
ま
れ
た
。
　
民
族
国
家
の
類
型
と
し
て
は
の
民
「
族
国
家
－
単
一
民
族
－
絶
対
主
義
－
統
一
」
、
　
◎
「
民
族
国
家
－
単
一
民
族

ー
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
－
独
立
の
達
成
」
、
　
◎
「
民
族
国
家
－
多
民
族
－
絶
対
主
義
－
統
一
」
と
い
う
三
っ
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
目
本

は
ほ
ぼ
の
に
近
い
。
し
か
し
、
口
本
の
民
族
国
家
形
成
期
１
１
維
新
期
は
、
民
族
国
家
形
成
の
主
題
が
統
一
で
あ
っ
た
の
か
独
立
で
あ

っ
た
の
か
の
判
断
が
む
ず
か
し
く
、
直
ち
に
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
　
わ
が
国
の
場
合
に
っ
い
て
、
従
来
は
、

先
遊
資
本
主
養
列
強
の
経
済
的
・
政
治
的
形
響
１
１
圧
辿
の
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
十
九
此
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
げ
る
後
進
国
が
大

国
閉
の
対
立
１
１
全
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
的
激
発
を
利
用
し
て
飛
躍
的
に
す
す
ん
だ
新
し
い
制
度
を
実
現
す
る
可
能
性
１
た
と
え
ぼ
、
デ
ソ
マ

ー
ク
・
ナ
ポ
リ
・
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
三
国
が
四
八
年
の
激
動
期
に
立
憲
国
家
に
な
っ
た
こ
と
１
に
似
た
日
本
の
可
能
性
の
検
討
も
あ
わ

　
　
　
民
晦
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
　
一
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
（
　
一
二
）

せ
て
、
日
本
に
お
げ
る
民
族
国
家
の
成
立
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
視
角
に
た
た
な
い
か
ぎ
り
、
　
「
商
品
流
通
の
人
為
的
隔
壁

の
一
掃
」
・
「
公
用
文
体
の
統
一
」
・
「
義
務
教
育
」
等
の
、
絶
対
主
義
国
家
の
成
立
と
照
応
せ
ず
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
場
合
、
民

族
国
家
の
成
熟
－
絶
対
主
義
の
打
倒
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
た
よ
う
な
杜
会
的
改
革
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

　
○
近
代
的
軍
事
制
度
・
…
…
ｄ
＋
四
・
五
世
紀
に
お
け
る
絶
対
主
義
成
立
の
一
っ
の
重
要
な
契
機
は
、
封
建
的
軍
事
制
度
の
崩
壊
で

あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
新
し
い
軍
事
制
度
は
、
徴
兵
ま
た
は
傭
兵
の
比
重
の
増
加
・
歩
兵
の
騎
兵
に
た
い
す
る
優
越
．
火
薬
と
重
砲

の
出
現
に
１
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
　
し
か
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ソ
に
よ
る
近
代
的
戦
争
方
式
の
出
現
以
後
は
事
態
は
か
わ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

バ
諸
国
で
は
絶
対
主
義
国
家
で
あ
れ
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
国
家
で
あ
れ
、
近
代
的
戦
争
方
式
の
導
入
は
至
上
命
令
と
な
っ
た
。
　
明
治
政
権

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
全
体
が
近
代
的
戦
争
方
式
に
立
脚
し
て
い
る
世
界
的
状
況
の
中
で
は
、
当
時
の
杜
会
関
係
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る

そ
れ
の
導
入
を
強
烈
な
ゾ
ル
レ
ソ
と
し
て
受
け
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
個
々
の
兵
士
の
一
定
の
教
養
を
必
要
と
す
る
近
代
的
戦
争
方

式
の
導
入
の
一
前
提
と
し
て
、
義
務
教
育
も
考
え
ら
れ
る
。
＠
そ
の
場
合
、
プ
ロ
シ
ヤ
に
範
を
と
っ
た
の
は
、
プ
ロ
シ
ヤ
が
フ
ラ
ソ

ス
に
た
い
し
て
勝
利
す
る
と
同
時
に
国
内
で
も
上
か
ら
の
な
し
く
ず
し
の
改
革
を
か
ち
と
っ
た
と
い
う
生
き
た
教
訓
に
学
ん
だ
か
ら

で
は
な
い
か
。

　
以
上
が
、
大
雑
把
に
い
っ
て
、
下
山
氏
の
維
新
因
家
に
た
い
す
る
新
し
い
分
析
視
角
で
あ
る
。

　
　
（
７
）
・
（
９
）
・
（
１
０
）
　
「
閉
治
維
新
研
究
史
補
論
Ｏ
」
参
照
。

　
　
（
８
）
　
「
閉
治
維
新
研
究
史
補
論
Ｏ
」
お
よ
び
「
絶
対
主
義
の
理
諭
的
再
検
討
」
参
照
。

　
　
　
絶
対
主
義
理
解
の
た
め
に
、
是
非
と
も
検
討
す
べ
き
閉
魎
と
し
て
提
起
さ
れ
た
諦
諭
点
の
な
か
で
注
口
す
べ
き
こ
と
は
、
絶
対
主
義
の
国
家

　
　
論
お
よ
び
絶
対
主
義
成
立
に
強
く
作
川
す
る
上
都
糀
遣
上
の
諦
契
機
に
っ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。
維
対
主
義
が
な
ぜ
中
央
集
栴
的
国
家
形
態
を

　
　
　
と
る
か
と
い
う
点
は
、
生
産
関
係
１
１
下
部
榊
逃
か
ら
は
直
ち
に
は
と
け
た
い
間
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
下
山
氏
は
「
国
家
と
市
民
杜
会
の



端
初
的
分
離
」
と
い
う
視
点
を
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
密
接
に
か
ら
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
の
上
部
構
造
上
の
諸
契
機
に
つ

い
て
、
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
「
封
建
制
の
没
落
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勃
與
に
っ
い
て
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
契
機
を
こ
う
要
約
さ
れ
る
（
以
下

の
カ
ッ
コ
内
後
藤
）
。

○
言
語
群
の
分
界
線
の
確
定
、
民
族
の
形
成
（
の
基
礎
）

○
王
権
と
町
人
の
同
慨
、
彼
等
の
強
力
な
支
柱
と
し
て
の
新
興
の
法
律
家
身
分
の
仔
場
（
↓
新
し
い
法
体
系
の
創
造
）

○
封
建
的
軍
事
制
度
の
崩
壌
、
さ
ら
に
火
薬
と
重
砲
の
出
現
（
↓
国
王
の
軍
隊
の
形
成
）

○
そ
の
他
、
印
刷
術
の
普
及
、
古
代
文
学
の
研
究
の
復
活
、
一
四
五
〇
年
以
後
の
全
文
化
運
動
（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
　
（
↓
宗
教
改
革
１
１
新
し
い
国

　
教
の
形
成
）

○
　
　
「
す
べ
て
こ
う
し
た
諸
原
因
の
集
合
作
用
は
、
そ
れ
ら
の
原
因
の
交
互
作
用
が
し
だ
い
に
増
大
し
、
ま
た
ま
す
ま
す
同
一
の
方
向
に
は
た

　
ら
く
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
年
々
つ
よ
め
ら
れ
・
一
・
…
」
（
↓
「
国
民
的
統
一
」
の
代
表
と
し
て
の
王
権
の
勝
利
Ｈ
絶
対
王
制
の
成
立
）

こ
う
し
た
諸
契
機
の
「
集
合
作
用
」
と
い
う
視
点
が
必
要
で
あ
る
、
と
。

　
下
山
氏
の
論
点
整
理
が
思
わ
ず
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
論
点
が
こ
れ
ま
で
の
維
新
変
革
・
白
由

民
権
に
か
ん
す
る
分
析
視
角
を
完
全
に
ぬ
り
か
え
て
し
ま
う
す
る
ど
さ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
提
示
さ
れ
た
諸
論
点

に
た
い
す
る
わ
た
し
の
疑
問
を
提
起
し
て
み
よ
う
。

　
一
九
五
九
年
に
絶
対
主
義
と
し
て
の
日
本
的
特
性
の
究
明
と
い
う
形
で
閉
題
提
起
を
さ
れ
た
と
き
、
下
山
氏
の
視
点
が
、
　
「
絶
対

主
義
」
と
い
う
領
域
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
え
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
限
界
を
も
ち

な
が
ら
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
新
し
い
発
展
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ぼ
、
十
五
世
紀
に
絶
対
主
義
の
成
立
１
－
民
族
国

家
の
端
初
的
成
立
を
み
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諦
国
に
お
げ
る
巾
央
集
権
的
国
家
機
構
お
よ
び
そ
の
重
要
な
機
能
面
と
し
て
の
「
富
国
強

兵
」
・
「
殖
産
興
業
」
政
策
と
、
十
九
世
紀
中
葉
の
資
本
主
義
世
界
の
な
か
で
成
立
し
た
天
皇
制
絶
対
主
義
と
で
は
権
力
の
本
質
に
お

　
　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
　
二
二
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
（
　
一
四
）

い
て
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
国
家
１
１
官
僚
機
構
の
あ
り
方
や
そ
の
機
能
面
で
は
い
ち
じ
る
し
い
ち
が
い
が
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
や
や
具
体
的
に
い
え
ぼ
、
　
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
　
中
世
都
市
以
来
の
地
方
自
治
権
（
行
政
．
裁
判
）
の
相
対
的
独
立

性
を
許
容
し
た
中
央
集
権
体
制
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
わ
が
国
で
は
裁
判
権
を
は
じ
め
行
政
全
般
の
権
限
が
い
ち
早
く
中
央
政
府

に
掌
握
さ
れ
地
方
向
治
が
全
く
中
央
政
府
の
委
任
事
務
と
い
う
内
容
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
、
あ
る
い
は
「
殖
産

興
業
」
政
策
に
し
て
も
資
本
制
生
産
の
育
成
・
保
護
と
い
う
内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
、
等
々
。
と
こ
ろ
が
、
新

し
く
「
民
族
国
家
」
等
々
の
「
個
眼
」
が
導
入
さ
れ
る
や
、
　
「
絶
対
主
義
」
は
、
古
典
的
絶
対
主
義
を
基
準
に
し
た
絶
対
主
義
論
で

ぬ
り
っ
ぶ
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
、
と
受
取
る
の
は
誤
解
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
誤
り

で
は
な
い
と
す
れ
ぼ
、
改
め
て
っ
ぎ
の
よ
う
な
疑
念
が
わ
い
て
く
る
。

　
第
一
に
、
絶
対
主
義
形
成
の
某
盤
に
か
ん
す
る
「
国
家
と
市
民
杜
会
の
端
初
的
分
離
」
と
い
う
下
山
理
論
の
エ
ス
プ
リ
は
そ
の
ま

ま
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
天
皇
制
的
中
央
集
権
体
制
創
出
の
、
政
治
的
１
１
上
部
構
造
上
の
諾
契
機
は
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス

の
『
没
落
」
で
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
諾
契
機
と
は
も
は
や
内
容
的
に
み
て
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
い
い
か
え

る
と
、
中
央
集
権
的
国
家
機
構
の
口
本
的
型
の
創
出
は
、
十
九
世
紀
中
葉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
プ
ロ
シ
ャ
の
国
家
－
一
八
七
一

年
の
新
ド
ィ
ツ
帝
同
１
ー
ビ
ス
マ
ル
ク
機
構
・
法
体
系
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
、
と
い
う
現
象
上
の
諾
特
徴
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
旧
宋
機
構
の
「
絶
対
主
義
と
し
て
の
口
本
的
特
徴
」
が
、
機
能
の
「
日
本
的
特
微
し
を
生
む
上
部
構

追
上
の
規
定
的
要
因
を
な
し
て
い
る
、
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
笏
二
に
、
も
し
、
下
山
氏
の
絶
対
主
義
諭
を
さ
き
の
よ
う
に
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ぼ
、
　
「
軍
巾
制
度
」
ぼ
か
り
で
な
く
、
わ
が
岡
の
「
讐
察
制
度
」
も
「
竹
僚
制
度
」
も
「
絶
対
主
義

の
成
立
」
に
は
「
照
応
し
な
い
」
諦
要
素
を
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
軍
事
制
度
」
の
「
個



眼
」
と
な
ら
ん
で
「
警
察
制
度
」
や
「
官
僚
制
度
」
の
「
個
眼
」
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
と
も
と
、
官
僚

制
・
軍
事
・
警
察
機
構
は
、
絶
対
主
義
の
暴
力
装
置
な
の
で
あ
り
、
中
央
集
権
的
機
構
そ
の
も
の
の
三
要
素
な
の
て
あ
る
か
ら
、

「
軍
事
制
度
」
を
別
個
の
「
個
眼
」
と
し
て
設
定
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
が
国
に
お
け
る
「
軍
事
制
度
」
が
、

氏
の
す
る
ど
い
指
摘
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
説
明
原
理
と
は
こ
と
な
っ
た
よ
り
事
態
適
応
的
な
説
明
原
理
を
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
は
高

く
評
価
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
説
明
原
理
は
、
絶
対
主
義
と
い
う
「
個
眼
」
の
な
か
に
導
入
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
整
合
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
に
、
絶
対
主
義
権
力
機
構
の
概
念
構
成
と
民
族
国
家
の
概
念
構
成
と
の
間
に
は
、
徴
妙
な
裂
げ
目
が
あ
る
。
そ
の
裂
げ
目
は
、

前
者
が
古
典
的
絶
対
主
義
か
ら
抽
象
さ
れ
た
概
念
の
適
用
で
あ
り
、
後
者
が
十
九
世
紀
中
葉
の
世
界
史
的
条
件
を
挿
入
さ
れ
て
の
概

念
構
成
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
天
皇
制
絶
対
主
義
そ
の
も
の
が
十
九
世
紀
中
葉
の
も
の
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
照
応
す
る
絶
対
主
義
論
を
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
っ
の
概
念
構
成
の
裂
け
目
は
閉
ぢ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
下
山
氏
は
、
天
皇
制
絶
対
主
義
が
絶
対
主
義
の
本
来
的
あ
り
方
に

照
応
し
な
い
沽
政
策
を
推
進
し
た
秘
密
を
と
く
鍵
の
一
っ
と
し
て
民
族
国
家
論
を
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
民
族
国
家
と
い
う

槻
点
て
指
揃
さ
れ
て
い
る
諾
々
の
こ
と
か
ら
か
、
推
進
さ
れ
え
た
の
は
、
そ
う
し
た
機
能
を
は
た
し
う
る
よ
う
な
権
力
機
韓
の
度
重

な
る
改
変
が
あ
っ
た
．
か
ら
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
渚
点
が
下
山
珊
論
に
内
在
し
た
と
き
に
わ
い
て
ぺ
る
艇
問
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
今
後
も
っ
と
精
密
化
さ
れ
ね
ぼ
な
ら

な
い
。
粘
密
化
す
る
に
あ
た
っ
て
榊
意
す
べ
き
諾
閉
題
に
っ
い
て
は
、
後
で
総
括
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　
〔
Ｈ
〕
　
下
山
氏
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
新
し
い
分
祈
視
角
を
提
桝
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
綿
密
な
実
江
分
析
を
行
な
わ
れ
た
の

　
　
　
民
権
逃
動
研
究
の
課
魎
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
　
一
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
（
　
ニ
ハ
）

が
、
大
石
嘉
一
郎
氏
で
あ
る
。
大
石
氏
の
新
し
い
方
法
論
は
一
九
五
九
年
の
「
福
島
事
件
の
杜
会
経
済
的
基
盤
」
で
一
応
集
約
さ
れ
、

一
九
六
三
年
の
『
日
本
地
方
財
行
政
史
序
説
』
で
よ
り
体
系
的
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
後
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
論
旨
を
ご
く
お

お
ま
か
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
大
石
氏
は
、
白
由
民
権
運
動
を
包
括
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
　
「
天
皇
制
統
一
国
家
の
形
成
過
程
・
日
本
資
本
主
義
の
本
源
的

蓄
積
過
程
と
い
う
全
機
構
的
な
発
展
と
の
関
連
」
（
八
五
頁
）
に
お
い
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
基
本
的
に
正
し
い
視
角
を

設
定
さ
れ
た
。
こ
の
視
角
は
、
す
で
に
〔
１
〕
で
述
べ
た
当
年
の
一
般
的
研
究
状
況
と
は
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
こ
う
し
た
把
握
の
た
め
に
は
、
　
「
明
治
前
期
の
日
本
経
済
は
い
か
な
る
発
展
段
階
に
あ
っ
た
か
、
当
時
に
お
い
て
い
か

な
る
経
済
的
発
展
方
向
が
可
能
で
あ
り
必
然
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
経
済
的
発
展
は
い
か
な
る
構
造
的
連
関
を
も
っ
て
い
た
か
」
と
い

う
基
礎
過
程
の
発
展
段
階
と
構
遣
１
１
対
抗
関
係
を
と
ら
え
、
そ
の
う
え
で
「
変
革
の
政
治
過
程
に
登
場
す
る
杜
会
諸
階
層
を
、
は
た

ま
た
彼
等
の
政
策
的
要
求
と
彼
等
の
政
治
意
識
を
、
混
沌
と
し
た
表
章
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
、
多
様
な
抽
象
的
諦
規
定
の
具
体

的
統
一
体
と
し
て
、
は
た
ま
た
そ
の
必
然
的
な
発
現
と
し
て
の
政
治
意
識
と
し
て
把
握
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
（
八
五
頁
）
、
と
い
わ

　
（
ｕ
）

れ
る
。
経
済
的
構
造
↓
杜
会
諾
階
屑
↓
政
治
意
識
↓
運
動
１
１
政
治
闘
争
と
い
う
こ
の
大
石
氏
の
上
向
法
的
論
理
は
、
一
見
、
正
鵠
を

珊
た
よ
う
に
み
え
る
、
、
し
か
し
、
こ
の
方
法
、
と
く
に
政
治
運
動
を
説
く
論
理
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
直
線
的
で
あ
り
、
基
底
還
元

論
に
過
ぎ
る
と
い
え
よ
う
。
仔
細
な
批
判
に
っ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
大
綱
的
都
分
の
み
を
指
摘
し
て
お
け
ぼ
、
経
済
的
構
造

１
１
対
抗
と
杜
会
渚
階
層
の
対
立
は
、
い
わ
ぼ
前
者
に
よ
っ
て
後
者
は
現
定
さ
れ
、
こ
の
二
っ
は
客
観
的
な
事
態
も
し
く
は
客
観
的
過

柵
と
し
て
展
閉
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
意
識
－
運
動
は
よ
り
主
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
　
「
究
極
的
決
定
要

囚
」
（
エ
ソ
ゲ
ル
ス
）
と
し
て
の
経
済
構
造
か
ら
は
相
対
的
に
独
立
し
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
相
対
的
独
〔
的
運
動
法
則
を
も
っ
て



い
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
石
氏
の
論
理
の
う
ち
、
前
二
者
と
後
二
者
と
の
問
に
は
、
直
線
的
連
続
で
は
な
い
政
治
運
動
の
論
理
が
改

め
て
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ど
う
す
べ
き
か
に
っ
い
て
の
わ
た
し
の
意
見
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
石
氏
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
な
視
角
に
た
っ
て
、
福
島
県
を
主
要
舞
台
に
え
ら
ん
で
綿
密
な
実
証
を
行
な
っ
た
の

ち
、
結
論
部
分
と
し
て
、
自
由
民
権
期
の
経
済
過
程
と
杜
会
諸
階
層
の
対
抗
を
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
。

　
「
自
由
民
権
期
に
お
い
て
は
、
工
業
に
お
い
て
も
農
業
に
お
い
て
も
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
が
不
可
避
で
あ
っ
た
。
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ

ァ
的
発
展
は
、
基
礎
的
に
は
国
内
に
お
い
て
幕
藩
体
制
の
体
内
で
長
い
期
問
に
わ
た
っ
て
っ
ち
か
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
か

か
る
白
生
的
な
も
の
と
し
て
は
、
幕
藩
体
制
を
う
ち
や
ぶ
る
ほ
ど
の
力
を
も
た
ず
（
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
径
済
発
展
段
階
－
引
用
者
）
、
　
封

建
反
動
に
よ
っ
て
た
え
ず
そ
の
芽
を
っ
み
と
ら
れ
る
（
地
主
－
１
問
屋
制
資
本
の
支
配
－
引
用
者
）
よ
う
な
、
萌
芽
的
か
っ
部
分
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
か
か
る
白
生
的
発
展
に
、
全
国
的
規
模
で
の
不
可
避
的
発
展
を
方
向
づ
げ
た
も
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
当
時
の
わ
が
国

が
お
か
れ
た
国
際
的
条
件
に
よ
る
規
定
で
あ
り
、
日
本
経
済
の
世
界
史
的
発
展
段
階
規
定
で
あ
．
っ
た
」
（
二
〇
六
頁
）
。
い
い
か
え
る

と
、
　
「
帝
国
主
義
段
階
へ
ま
さ
に
突
入
せ
ん
と
す
る
よ
う
な
世
界
史
的
発
展
段
階
に
お
い
て
、
高
度
な
発
展
を
と
げ
た
先
進
資
本
主

義
の
影
響
」
の
も
と
で
、
わ
が
因
は
、
　
「
い
わ
ぼ
他
律
的
に
一
挙
に
、
し
た
が
っ
て
強
力
的
に
資
本
制
生
産
を
移
値
育
成
す
る
と
い

う
特
微
的
な
資
本
の
本
源
的
蓄
積
過
程
を
遊
展
さ
せ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
」
（
ニ
ハ
四
～
五
頁
）
。
統
一
的
集
権
国
家
構
築
過
程
で
の
地

租
改
正
・
秩
禄
処
分
・
殖
康
興
業
な
ど
の
一
連
の
「
改
良
的
政
策
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
「
売
展
段
階
似
異
な
る
諾

地
帯
を
包
括
す
る
企
因
的
規
模
で
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
を
促
進
し
た
、
よ
り
直
接
的
な
要
困
で
あ
っ
た
」
。
こ
の
場
合
、
先
進
地
帯

は
、
す
で
に
、
本
質
的
蓄
積
政
策
の
た
め
の
篠
盤
を
提
供
し
っ
っ
あ
っ
た
が
、
　
「
農
民
的
商
品
経
済
の
党
展
の
中
心
と
な
り
、
当
時

の
国
内
市
場
形
成
の
広
汎
な
基
盤
を
な
し
た
中
閉
地
帯
」
は
、
白
生
的
発
展
と
し
て
は
一
歩
お
く
れ
た
地
帯
で
あ
っ
た
た
め
、
本
源

　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
　
一
七
）
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一
八
　
（
　
一
八
）

的
春
積
政
策
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
が
急
激
に
進
展
し
、
そ
れ
だ
け
に
よ
り
多
く
の
矛
盾
を
は
ら
ん
で
進
行
し
た
。
小
く
し

て
、
当
時
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
は
、
自
生
的
な
生
産
諸
力
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
農
民
層
分
解
の
初
期
的
段

階
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
－
分
解
が
た
え
ず
歪
曲
さ
れ
、
上
昇
す
る
富
農
の
地
主
１
１
問
屋
商
人
へ
の
転

化
を
も
た
ら
し
、
地
主
・
小
作
関
係
と
問
屋
制
家
内
工
業
を
生
ま
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
段
階
と
他
律
的
条
件
に
よ
っ
て
進
行
せ
し

め
ら
れ
る
問
屋
商
人
資
本
１
１
地
主
の
「
上
か
ら
の
」
近
代
産
業
資
本
へ
の
転
化
の
段
階
と
い
う
、
異
っ
た
二
っ
の
段
階
が
相
互
に
作

用
し
な
が
ら
同
時
に
進
行
し
て
ド
た
。
他
律
的
に
マ
ニ
ュ
・
機
械
制
大
工
業
と
し
て
成
長
し
っ
っ
あ
っ
た
産
業
資
本
ば
、
そ
の
本
来

の
商
人
資
本
１
－
地
主
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
自
生
的
発
展
に
規
定
さ
れ
た
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
を
蚕
食
し
、
そ
の
正
常
な

分
解
（
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
形
成
）
を
お
し
と
ど
め
っ
っ
地
主
・
小
作
関
係
の
拡
大
を
結
果
し
、
ま
た
、
そ
の
小
農
民
を
問
屋
制
的
な

い
し
商
人
的
に
支
配
し
っ
っ
、
産
業
資
本
と
し
て
進
化
す
る
と
き
に
は
小
作
農
民
１
－
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
を
自
己
の
賃
労
働
者
と
し
て

従
属
さ
せ
る
に
い
た
る
。
こ
う
し
て
、
当
時
に
お
け
る
経
済
的
発
展
は
、
自
生
的
な
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
－
分
解
を
お
し

す
す
め
る
「
変
革
的
コ
ー
ス
」
１
１
「
下
か
ら
の
道
」
と
、
そ
の
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
－
分
解
を
お
し
と
ど
め
絶
え
ず
小
作
貧

農
を
生
み
だ
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
白
体
他
律
的
条
件
の
も
と
で
推
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
商
人
資
本
１
１
寄
生
地
主
（
中
央
．
地

方
の
特
惟
陥
人
）
の
上
か
ら
の
産
葉
資
本
へ
の
転
化
の
道
と
の
対
抗
関
係
を
は
ら
み
つ
っ
進
行
し
た
。
　
こ
う
し
た
経
済
的
発
展
の
対

抗
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
い
基
本
的
階
級
対
抗
　
　
「
国
家
的
土
地
所
有
を
掌
握
し
、
か
っ
そ
れ
じ
た
い
巨
大
地
主
１
－
商
人
資
本
で

あ
る
¢
天
皇
・
華
族
・
上
級
官
僚
を
頂
点
と
し
、
　
中
央
の
巨
大
政
商
資
本
（
１
１
寄
生
地
主
）
・
　
地
方
の
特
権
的
商
人
資
本
（
１
１
寄
生

地
乍
）
を
含
む
、
総
体
と
し
て
の
商
人
資
木
１
１
寄
生
地
主
（
１
１
国
家
的
な
ら
び
に
私
的
地
主
的
土
地
所
有
）
と
、
白
生
的
発
展
を
と
げ
っ

つ
あ
る
＠
於
民
と
の
対
抗
」
、
■
副
次
的
対
抗
－
…
…
Ｑ
繭
芽
的
対
抗
関
係
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
１
１
寄
生
地
主
と
プ
ロ
レ
タ
リ



ア
ー
ト
Ｈ
小
作
貧
農
と
の
対
抗
・
　
特
権
的
商
人
資
本
と
非
特
権
的
資
本
１
－
地
主
な
ら
び
に
そ
れ
に
上
昇
転
化
し
っ
っ
あ
る
豪
農
と

の
対
抗
、
を
つ
く
り
だ
し
た
。
自
由
民
権
運
動
は
、
豪
農
屑
の
主
導
の
も
と
に
、
ｏ
の
　
の
相
対
的
対
抗
と
し
て
出
発
し
、
徐
々
に

第
一
の
基
本
的
対
抗
を
基
礎
と
す
る
運
動
に
発
展
し
、
ｏ
の
¢
を
そ
の
展
望
と
し
て
も
つ
こ
と
な
し
に
退
潮
し
、
再
び
ｏ
の
　
の
相

対
的
対
抗
と
し
て
の
み
存
続
し
て
い
っ
た
。
こ
．
の
場
合
、
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
変
革
的
コ
ー
ス
は
お
く
れ
た
段
階
１
－
小
営
業
段
階

に
あ
る
の
に
対
比
し
て
、
反
動
的
コ
ー
ス
は
他
律
的
に
き
わ
め
て
進
ん
だ
段
階
１
ー
マ
ニ
ユ
・
段
階
な
い
し
原
生
的
産
業
革
命
期
に
あ

っ
た
た
め
に
、
変
革
的
コ
ー
ス
は
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
よ
り
も
よ
り
高
度
な
対
抗
形
態
を
と
り
っ
っ
も
、
　
「
上
か
ら
の
道
」
の
優
位

を
基
礎
と
す
る
明
治
政
権
の
強
大
さ
の
た
め
に
容
易
に
弾
圧
さ
れ
た
。

　
以
上
が
、
大
石
氏
の
白
由
民
権
期
の
経
済
構
遣
と
運
動
に
か
ん
す
る
基
本
論
旨
で
あ
る
。

　
（
ｕ
）
　
大
石
氏
は
、
前
稿
の
「
福
島
事
件
の
社
会
経
済
的
基
盤
」
　
（
堀
江
・
遠
山
編
『
民
権
運
動
期
の
研
究
』
第
二
巻
所
収
）
で
、
よ
り
仔
細
に

　
　
そ
の
方
法
諭
を
灰
閉
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
論
理
は
、
著
許
に
も
っ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
の
で
、
わ
ず
ら
い
を
い
と
わ
ず
引
用
し
て
お
こ
う
。
自

　
　
巾
Ｋ
昨
巡
鋤
を
孜
治
過
程
と
経
済
逃
秋
と
の
統
一
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
日
本
資
本
主
義
の
全
機
構
的
な
発
達
史
に
お

　
　
い
て
、
そ
の
意
義
を
解
閉
す
る
」
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
¢
「
民
権
運
動
の
政
治
過
程
、
諦
党
派
の
対
抗
な
ら
び
に
そ
の
政
治
的
意

　
　
識
を
、
エ
、
の
過
秤
に
登
場
す
る
諦
附
級
の
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
杜
会
的
生
存
条
件
、
経
済
的
閑
係
か
ら
必
然
性
を
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
、

　
　
し
た
が
っ
て
当
時
の
政
治
制
皮
・
政
策
体
系
、
そ
れ
に
た
い
す
る
反
抗
、
そ
の
支
配
と
反
抗
の
た
め
の
政
治
的
理
諭
な
ど
を
、
当
時
の
農
業
・

　
　
工
茉
．
陥
業
等
の
歴
史
的
な
発
峻
段
陪
、
そ
の
構
逃
の
緕
果
と
し
て
論
証
す
る
こ
と
」
、
　
　
「
当
時
の
政
治
例
度
、
支
配
体
系
と
そ
れ
に
対
す

　
　
る
反
抗
、
総
じ
て
ｋ
椛
逃
動
を
め
ぐ
る
諦
陪
級
の
政
策
的
諦
要
求
の
閉
争
が
、
某
礎
過
税
た
る
経
済
的
発
映
方
向
に
い
か
な
る
変
化
を
与
え
た

　
　
か
、
あ
る
い
は
与
え
ん
と
し
た
か
、
を
閉
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。

　
大
石
氏
の
成
火
と
課
越
に
っ
い
て
の
詳
細
な
論
評
は
、
す
で
に
下
山
氏
が
「
史
学
雑
誌
」
七
〇
編
箪
一
〇
号
で
き
わ
め
て
す
る
ど

く
、
ま
た
、
わ
た
し
も
「
口
木
史
研
究
」
六
二
号
で
一
汀
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
基
本
的
な
諭
点
だ
け
を
指
摘
す
る
に
止
め
よ
う
。

　
　
　
火
彬
巡
動
研
究
の
課
魎
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
（
　
一
九
）
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二
〇
　
（
　
二
〇
）

　
大
石
氏
の
展
開
さ
れ
た
す
ぐ
れ
た
論
理
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
点
は
、
国
際
的
契
機
１
１
他
律
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
天

皇
制
絶
対
主
義
・
日
本
資
本
主
義
形
成
の
特
徴
的
展
開
構
造
の
た
か
に
自
由
民
権
運
動
を
位
置
づ
げ
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

国
際
的
契
機
の
導
入
は
、
戦
後
の
維
新
史
研
究
や
自
由
民
権
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
格
的
導
入
に

よ
る
天
皇
制
機
構
・
日
本
資
本
主
義
形
成
・
杜
会
的
諾
階
級
の
包
括
的
把
握
は
、
大
石
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
体
系
化
さ
れ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
業
絞
は
、
自
由
民
権
研
究
史
上
の
金
字
塔
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
大
石
氏
の
論
旨
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
残
る
。

　
第
一
は
、
大
石
氏
の
基
本
的
論
旨
の
一
つ
で
あ
る
国
際
的
契
機
と
そ
れ
え
の
対
応
に
つ
い
て
、
大
石
氏
の
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容

を
い
ま
一
度
整
理
す
る
と
　
　
○
「
イ
千
リ
ス
を
主
導
と
す
る
当
時
の
世
界
資
本
主
義
の
阯
格
」
は
「
白
由
競
争
の
発
展
の
頂
点
」

に
あ
り
、
強
力
な
軍
事
力
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
日
本
に
対
し
て
「
白
由
貿
易
・
半
植
民
地
的
市
場
」
を
求
め
て
い
た
。
だ
が
先
進

寮
本
主
義
渚
国
は
、
　
「
国
際
的
対
立
と
均
衡
関
係
・
巾
国
お
よ
び
イ
ソ
ド
の
経
験
に
基
」
づ
い
て
「
協
調
政
策
」
を
と
ら
ざ
る
を
え

ず
、
そ
れ
が
「
口
本
が
植
民
地
化
を
ま
ぬ
が
れ
た
外
的
条
件
」
で
も
あ
っ
た
（
二
二
頁
）
。
　
○
「
先
進
資
本
主
義
渚
国
の
経
済
的
な

ら
び
に
政
治
的
圧
迫
」
に
対
し
て
「
日
本
を
そ
れ
ら
諾
国
の
国
外
市
場
と
し
て
開
げ
渡
」
し
っ
っ
、
経
沽
的
、
政
治
的
独
立
を
保
持

す
る
た
め
に
、
　
「
閉
治
政
府
は
、
急
連
に
強
力
な
統
一
国
家
を
樹
立
し
、
費
本
家
的
生
産
を
強
力
的
に
ー
創
設
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
」
。
具
体
的
政
策
と
し
て
は
、
¢
国
家
権
力
機
構
の
確
立
、
ブ
ロ
シ
ャ
を
範
と
す
る
行
政
支
配
機
構
の
集
中
．
再
編
成
な
ら

び
に
新
た
な
車
箏
警
察
機
構
の
創
設
。
　
近
代
的
租
税
制
度
の
確
立
、
と
く
に
地
租
改
正
。
　
公
僚
証
書
売
行
お
よ
び
不
換
紙
幣
．

奴
行
券
の
准
禿
と
整
〃
。
＠
殖
産
卿
業
政
策
－
崎
人
賓
本
の
他
律
的
な
産
業
資
本
へ
の
転
化
の
保
護
。
＠
新
学
制
の
創
設
（
労
働
力

の
育
成
と
斗
制
政
附
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
の
沙
透
策
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
四
〇
頁
）
。
　
こ
の
引
用
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
際
的
契
機



と
は
、
口
本
の
統
一
国
家
・
資
本
主
義
化
の
与
件
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
日
本
が
対
応
す
べ
き
至
上
命
題
ｎ
客
観
的
条
件
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
こ
の
国
際
的
契
機
が
日
本
の
上
か
ら
の
資
本
主
義
形
成
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
具
体
的
影
響
を
与
え
た
か
に
っ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ぼ
、
経
済
問
題
に
即
し
て
い
え
ぼ
、
貨
幣
制

度
の
統
一
と
り
わ
げ
金
本
位
制
の
採
用
（
四
年
四
月
）
や
白
由
貿
場
に
と
も
な
う
生
産
力
格
差
１
１
価
格
差
１
－
外
国
商
品
の
急
激
な
流

入
・
価
値
収
奪
等
々
に
っ
い
て
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
逆
に
日
本
資
本
主
義
彫
成
に
お
げ
る
政
府
の
政
策
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

を
諭
じ
る
場
合
に
、
外
国
資
本
の
作
用
に
た
い
す
る
反
作
用
に
も
ふ
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

国
際
的
契
機
を
、
経
済
面
で
い
え
ぼ
、
世
界
市
場
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
、

因
家
的
統
一
と
い
う
政
治
的
局
面
に
っ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
大
石
氏
の
主
要
テ
ー
マ
の
一
っ
で
あ
る
地
方
行
政
の
問

題
で
い
え
ぼ
、
「
日
本
『
近
代
』
国
宋
の
地
方
制
度
は
プ
ロ
シ
ャ
舶
来
の
デ
ザ
ィ
ソ
を
も
っ
て
出
発
す
る
」
（
八
四
頁
、
四
頁
等
）
と
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
プ
ロ
シ
ヤ
に
範
を
と
っ
た
か
、
そ
の
範
た
る
プ
ロ
シ
ヤ
が
こ
の
当
時
の
世
界
史
的
状
況
の
中
で
ど
う
い
う

雁
吏
的
位
置
を
占
め
て
い
た
か
、
と
い
う
点
が
閉
わ
れ
な
げ
れ
ぼ
説
得
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
因
際
的
契
機

は
単
な
る
静
態
的
与
件
と
し
て
で
は
な
く
、
世
界
市
場
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
世
界
政
治
状
勢
の
問
題
と
し
て
、
い
い
か
え
る
な
ら

動
態
班
象
と
し
て
の
国
際
状
勢
と
し
て
く
み
か
え
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
大
石
氏
の
□
本
賞
木
主
炎
形
成
に
た
い
す
る
把
探
の
核
と
も
い
う
べ
さ
、
「
商
人
資
本
１
－
寄
生
地
主
」
の
他
律
的
な
産

業
資
木
へ
の
松
化
に
か
ん
す
る
閉
趣
で
あ
る
、
下
山
氏
は
、
前
記
の
書
評
の
な
か
で
、
大
石
氏
の
「
椛
人
１
１
寄
生
地
主
」
論
は
、
こ

れ
ま
で
の
西
洋
－
史
学
が
捉
起
し
た
控
＾
胴
分
桝
そ
の
も
の
の
二
っ
の
逝
に
お
け
る
上
か
ら
の
所
雌
で
あ
る
焔
人
１
１
寄
生
地
主
と
い
う

概
念
と
内
容
的
に
は
同
一
で
あ
り
、
た
だ
大
石
氏
は
閏
際
的
契
機
に
よ
っ
て
よ
り
早
く
促
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
、
そ
う

　
　
　
民
梅
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
　
二
一
）
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（
　
二
二
）

だ
と
す
る
と
、
　
「
商
人
１
１
寄
生
地
主
」
は
も
と
も
と
そ
れ
自
体
と
し
て
は
産
業
資
本
に
転
化
す
る
力
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

「
国
際
資
木
主
義
と
の
接
触
」
が
そ
れ
を
な
ぜ
産
業
資
本
へ
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
理
論
的
証
明
が
与
え
ら
れ
ね
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
１
）

な
ら
な
い
、
と
批
判
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
批
判
は
、
必
ず
し
も
大
石
氏
を
困
嬉
さ
せ
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
石
氏
は
、
か
か
る

転
化
が
可
能
で
あ
っ
た
客
観
的
条
件
と
し
て
、
　
「
そ
の
基
盤
に
農
民
層
－
１
小
生
産
者
層
の
両
極
分
解
が
、
な
お
初
期
的
段
階
に
あ
っ

た
と
は
言
え
、
進
展
し
っ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
経
済
関
係
が
生
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ

の
推
転
は
、
廣
、
務
隷
農
・
小
作
半
プ
ロ
農
民
と
同
一
体
の
労
働
力
を
そ
の
再
生
産
の
基
本
的
支
柱
と
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
」
（
二
〇
三
皿
）
と
し
て
、
　
「
商
人
資
木
１
１
寄
生
地
主
」
の
産
業
資
本
へ
の
転
化
の
条
件
が
部
分
的
に
は
白
生
的
発
展
に
よ

っ
て
っ
く
り
だ
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
経
済
発
展
段
階
に
お
げ
る
「
商
人
Ｈ
寄
生
地
主
」
と
し
て
内
容
づ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
側
面
で
は
、
大
石
氏
は
、
従
来
の
西
洋
史
学
の
一
っ
の
ぬ
き
が
た
い
理
論
的
伝
統
と
も
い
う
べ
き
、
　
「
商
業
資
本
対
産

業
資
本
」
漁
か
ら
脱
脚
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
大
石
氏
が
、
大
中
小
の
「
商
人
資
本
Ｈ
寄
生
地
主
」
お
よ
び
「
商
人

な
い
し
豪
農
」
を
す
べ
て
て
「
商
人
資
本
１
１
寄
生
地
主
」
範
時
に
よ
っ
て
一
色
に
ぬ
り
っ
ぶ
し
、
す
べ
て
「
上
か
ら
の
道
」
を
辿
る

と
一
括
さ
れ
て
い
る
点
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
疑
閉
を
も
っ
。
主
な
疑
念
を
列
記
す
れ
ば
　
　
の
「
商
人
資
本
１
１
寄
生
地
主
」
範
瞬
１
１

「
上
か
ら
の
」
資
本
主
義
と
い
う
範
式
は
、
　
「
資
本
冷
』
の
論
理
範
時
の
機
械
的
適
用
で
は
な
い
か
。
こ
の
『
資
本
論
』
の
諭
理
範

崎
を
一
旧
の
ロ
パ
体
的
な
歴
史
過
程
に
適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
「
商
人
寮
本
」
が
当
該
の
国
の
経
済
的
溌
展
段
階
に
お
げ
る
全
経

沽
構
企
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
し
っ
っ
あ
る
か
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
堺
実
過
租
に
即
し
て
い
え
ぼ
、
官
営
工
場
．
老

大
な
国
有
地
お
よ
び
特
権
的
巨
大
政
商
１
１
産
茱
資
本
・
巨
大
地
主
と
在
方
・
町
方
の
商
人
１
－
地
主
と
を
、
「
商
人
資
本
１
１
寄
生
地
主
」

と
い
う
範
崎
で
と
ら
え
て
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
閉
越
が
お
こ
る
。
◎
「
商
人
寮
本
」
の
す
べ
て
が
一
律
に
「
上
か
ら
の
遣
」
と
し



て
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
た
た
め
に
、
大
中
小
の
そ
れ
が
す
べ
て
天
皇
制
権
力
と
連
繋
す
る
も
の
と
し
て
、
逆
に
い
え
ぼ
、
天
皇
制
権
力
の

庇
護
対
象
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
か
か
わ
る
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
受
げ
と
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
大
石
氏
の
真

意
と
は
ち
が
っ
て
、
全
資
本
は
天
皇
制
権
力
の
経
済
的
・
階
級
的
基
礎
と
な
り
、
政
府
も
そ
れ
を
保
護
・
育
成
す
る
権
力
と
し
て
、

っ
ま
り
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
権
力
と
規
定
し
て
も
一
向
に
さ
し
っ
か
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

の
の
必
然
的
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
事
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
運
動
が
国
民
的
ひ
ろ

が
り
を
も
っ
た
明
治
十
三
年
～
五
年
に
お
い
て
は
、
大
石
氏
が
副
次
的
対
抗
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
前
記
　
が
前
面
に
お
し
だ
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
説
く
一
っ
の
ヵ
ギ
は
、
古
典
に
即
し
て
い
え
ぼ
、
レ
ー
ニ
ソ
の
『
ロ
シ
ァ
に
お
げ
る
資
本
主
義
の

発
展
』
（
一
八
九
九
年
）
で
え
が
か
れ
て
い
る
一
八
九
〇
年
代
の
ロ
シ
ァ
の
工
業
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
の
段
階
お
よ
び
構
造
分
析

と
、
そ
れ
に
比
較
的
近
い
時
期
で
い
え
ば
、
『
貧
農
に
訴
え
る
』
（
一
九
〇
三
年
）
や
『
ロ
シ
ァ
杜
会
民
主
労
働
党
統
一
大
会
に
提
出
す

べ
き
戦
術
綱
領
」
‘
（
一
九
〇
六
年
）
等
に
お
け
る
ロ
シ
ァ
の
階
級
構
成
の
分
析
と
を
統
一
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
え
ら

ぼ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
笙
二
に
、
大
石
氏
は
、
当
年
の
日
本
を
経
済
的
発
展
段
階
に
よ
っ
て
、
先
進
地
帯
・
中
間
地
帯
・
後
進
地
帯
に
分
け
、
白
由
民
権

運
動
を
も
っ
ぱ
ら
中
問
地
帯
に
局
限
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
石
氏
の
論
旨
か
ら
は
必
然
的
に
で
て
く

る
諭
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
先
進
地
帯
と
後
進
地
帯
は
反
民
権
派
の
基
盤
と
な
り
、
中
問
地
帯
が
民
権
派
の
基
盤
で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
、
経
済
地
帯
と
政
治
運
動
と
を
同
置
し
、
固
定
化
す
る
こ
と
は
事
態
を
正
し
く
と
ら
え
る
論
乱
た
り
え
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

先
遊
地
帯
に
お
い
て
も
多
く
の
民
権
諭
者
が
輩
出
し
、
大
阪
・
東
京
は
各
地
民
権
論
者
の
結
節
地
で
あ
っ
た
。
こ
う
考
え
た
だ
け
で

も
、
氏
の
論
理
で
は
説
げ
な
い
問
題
が
あ
る
。
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以
上
の
諸
点
が
、
大
石
理
論
に
内
在
し
た
場
合
に
お
こ
っ
て
く
る
疑
問
で
あ
る
。

　
（
！
２
）
　
大
石
氏
も
、
外
国
市
場
を
目
標
に
お
い
た
も
の
と
し
て
部
分
的
に
■
は
追
究
し
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
殖
産
興
業
政
策
が
「
輸
出
産
業

　
中
心
の
資
木
制
生
産
の
樹
立
」
を
課
題
と
し
て
い
た
と
か
、
あ
る
い
は
「
輸
出
振
興
」
の
た
め
の
原
料
生
産
育
成
と
い
っ
た
指
摘
が
、
そ
れ
で

　
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
的
契
機
が
「
輸
出
振
興
」
Ｈ
「
輸
出
産
業
育
成
」
を
一
つ
の
課
題
と
し
て
提
起
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

　
れ
は
日
本
資
本
主
義
の
形
成
過
程
に
あ
る
い
は
促
巡
的
条
件
と
な
り
、
あ
る
い
は
阻
害
的
要
因
と
し
て
も
作
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
在
来
綿
業

　
　
の
消
長
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
蚕
卵
・
生
糸
・
養
蚕
が
た
え
ず
外
国
資
本
の
動
向
に
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
（
１
３
）
　
下
山
三
郎
「
大
石
嘉
一
郎
著
『
日
木
地
方
財
行
政
史
研
究
序
説
』
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
誌
）
八
七
～
九
頁
参
照
。

三

　
　
こ
れ
ま
で
、
わ
た
し
は
、
今
口
ま
で
の
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
先
進
的
な
分
析
方
法
を
提
起
さ
れ
た
下
山
・
大
石
両
氏
の
す
ぐ
れ

た
論
旨
を
追
い
、
そ
れ
ら
に
内
在
し
た
と
き
に
お
こ
っ
て
く
る
疑
問
に
っ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
木
節
で
は
、
両
氏
に
対

す
る
わ
た
し
の
疑
問
点
を
集
約
し
、
さ
ら
に
は
両
氏
と
も
あ
ま
り
意
識
に
上
さ
れ
な
か
っ
た
方
法
上
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
捉
起
し

て
、
わ
た
し
な
り
に
白
由
民
権
研
究
の
方
法
を
体
系
化
し
て
み
よ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
〔
由
民
権
運
動
を
研
究
し
て
き
た
人
々
が
、
ほ
と
ん
ど
一
律
に
宣
言
し
て
い
る
こ
と
は
、
政
治
と
経
済
と
の
「
統
一

的
把
握
」
と
か
「
全
機
構
的
把
握
」
を
目
ざ
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
空
花
に
終
っ
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

し
だ
け
で
な
く
多
く
の
人
々
が
指
摘
し
、
反
劣
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
、
政
治
連
動
を
「
統
一
的
に
把
握
す
る
」
、
あ
る

い
は
「
全
機
構
的
に
把
握
す
か
」
た
め
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
方
法
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
っ
い
て
、
ま
ず

わ
た
し
の
テ
ッ
サ
ソ
を
え
が
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。



（
１
）
　
拙
稿
「
歴
史
学
研
究
」
論
文
お
よ
び
「
日
本
歴
史
」
論
文
、
永
井
秀
夫
「
近
代
史
研
究
へ
の
反
省
」
（
歴
史
評
論
一
二
九
号
）
同
「
維
新

　
史
研
究
上
の
二
・
三
の
問
題
」
（
北
大
史
学
）
、
下
山
三
郎
「
民
権
運
動
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
講
座
』
近
代
東
大
出
版
）
、
宇
野
俊
一
　
「
明

　
治
中
期
－
大
正
期
」
（
遠
山
・
佐
藤
編
『
日
本
史
研
究
入
門
』
皿
）
等
参
照
。

　
わ
れ
わ
れ
の
前
に
提
起
さ
れ
て
い
る
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
証
的
諸
成
果
を
ふ
ま
え
て
集
約
的
に
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

○
白
由
民
権
運
動
は
、
明
治
政
権
１
１
天
皇
制
絶
対
主
義
の
彩
成
過
程
と
お
り
重
な
っ
て
、
し
か
も
天
皇
制
絶
対
主
義
に
た
い
す
る
革

　
命
運
動
と
し
て
展
開
し
た
。

○
白
生
的
経
済
発
展
と
し
て
は
、
部
分
的
に
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ユ
ァ
を
輩
出
さ
せ
て
い
た
と
は
い
え
、
総
体
的
に
は
小
営
業
段
階
で

　
あ
り
（
し
た
が
っ
て
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ｉ
の
階
級
的
結
集
は
見
出
さ
れ
た
い
）
、
そ
の
発
展
方
向
は
、
地
主
・
小
作
分
解
と
問
屋
制
家
内
工

　
業
と
で
あ
り
、
国
家
資
本
お
よ
び
特
権
的
商
人
資
本
－
産
業
資
木
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
。

○
現
象
的
に
み
れ
ぼ
、
豪
農
層
の
指
導
の
も
と
に
国
民
的
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
、
国
会
開
設
・
地
租
軽
減
．
不
平
等
条
約
撒
廃
を

　
か
か
げ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
で
あ
つ
た
。

　
右
の
こ
と
が
ら
を
っ
づ
め
て
い
え
ぼ
、
当
面
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
閉
題
は
、
古
典
的
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
（
ク
ロ
ー
ム

ゥ
ェ
ル
革
命
・
フ
ラ
ソ
ス
革
命
）
や
ド
ィ
ッ
三
月
堆
命
と
異
る
階
級
構
成
１
１
矛
盾
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
民
権
運
動
は
、
そ

れ
ら
先
進
淋
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
が
か
か
げ
た
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
民
主
主
義
的
要
求
と
運
動
形
態
と
棚
似
た
も
の
と
し
て
た
た
か
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
っ
と
拠
純
化
す
る
と
、
Ｈ
生
的
経
済
売
展
の
低
位
性
と
連
鋤
の
高
度
な
要
求
お
よ
び
形
態
と
の
ズ
レ
を
ど
う

統
一
的
に
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
課
題
の
設
定
は
、
閉
ら
か
に
研
究
の
進
於
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
（
　
二
五
）
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峨
前
の
諸
研
究
、
た
と
え
ぼ
平
野
義
太
郎
．
鈴
木
安
蔵
氏
ら
の
場
合
に
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
課
題
設
定
は
、
す
で
に
下
山
氏
の
一
九
五
九
年
の
前
記
論
文
で
す
で
に
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
。
新
奇
な
も
の
で

は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
こ
の
設
定
を
わ
た
し
な
り
に
い
い
か
え
て
行
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
下
山
氏
の
問
題
提
起
に
た
い

し
て
、
下
山
氏
白
身
も
ま
た
外
の
人
々
も
何
等
有
効
な
解
答
方
法
を
だ
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
要
因
は
、
先
進
的

な
研
究
方
法
の
提
起
者
で
あ
る
下
山
・
大
石
氏
の
場
合
に
、
運
動
の
発
生
・
発
展
・
消
減
に
か
ん
す
る
固
有
の
論
理
が
追
求
さ
れ
な

い
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
〔
１
〕
　
す
で
に
検
討
し
た
論
点
を
も
う
一
度
集
約
し
て
み
る
と
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
□
下
山
理
論
〕
　
天
皇
制
国
家
の
特
徴
的
構
造
の
解
明
か
ら
民
権
運
動
の
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
な
特
徴
的
事
態
を
ひ
き
だ
そ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
し
か
に
部
分
的
に
は
有
効
性
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
闘
争
は
上
部
構
造
と
り
わ
げ
政
治
・

法
律
部
分
１
－
権
力
体
系
に
か
か
わ
る
階
級
闘
争
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
上
部
構
進
の
構
造
的
特
徴
が
あ
る
程
度
ま
で
政
治
運
動
の
性

格
を
規
定
す
る
面
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
旧
来
の
諾
研
究
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
下
山
氏
の
堤
言
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
積
極
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
二
に

は
前
述
の
よ
う
な
雛
点
が
っ
き
ま
と
っ
て
い
る
二
と
は
事
実
で
あ
る
。
：
冒
に
し
て
い
え
ぼ
、
成
立
期
天
皇
制
国
家
の
も
っ
さ
ま
ざ

ま
な
特
傲
が
形
成
さ
れ
る
国
内
的
Ｈ
内
発
的
契
機
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
あ
と
で
私
〔
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
下
山
氏
の
指
摘
さ
れ
る
構
造
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不

可
欠
の
課
腫
で
は
あ
る
が
、
実
は
そ
の
構
遣
的
特
徴
を
実
塊
し
た
経
済
的
・
政
治
的
・
忠
想
的
な
内
的
条
作
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
、
下
山
氏
は
、
そ
れ
を
さ
ぐ
り
あ
て
る
た
め
に
、
　
「
幕
藩
体
制
の
構
遣
」
お
よ
び
「
民
族
国
家
の
成
立
」
と
い
う
「
個
眼
」
を
導



入
さ
れ
た
１
と
思
わ
れ
る
。
上
部
構
造
上
の
内
発
的
契
機
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
場
合
、
こ
れ
ら
の
「
個
眼
」
の
導
入
は
必
要
な
要
件

で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
た
と
え
ぼ
「
民
族
国
家
の
成
立
」
と
い
う
「
個
眼
」
に
っ
い
て
い
え
ぼ
、
国
内
的
契
機
は
や
は
り
考
慮
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
ご
く
抽
象
的
・
一
般
的
に
い
え
ぼ
、
民
族
国
家
と
は
、
　
「
他
民
族
の
集
合
体
か
ら
国
家
的
に
分
離
」
し
「
国
家
的
独
立
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

と
げ
、
民
族
白
決
権
を
確
立
し
た
風
家
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
民
族
の
統
一
を
前
提
と
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
を
同
時

的
に
実
現
し
た
独
立
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
民
族
国
家
は
、
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ぼ
、
典
型
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

に
は
、
資
本
主
義
の
形
成
・
発
展
を
そ
の
経
済
的
基
礎
と
し
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
民
主
主
義
革
命
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
民

族
国
家
を
こ
の
よ
う
に
規
定
す
れ
ぼ
、
維
新
国
家
は
い
わ
ぼ
端
初
的
な
民
族
国
家
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
廃
藩
置
県
～
地

租
改
正
ま
で
の
過
程
で
一
応
は
民
族
の
統
一
は
実
現
さ
れ
た
と
い
え
る
と
し
て
も
、
民
主
主
義
革
命
と
い
う
点
は
措
く
と
し
て
、
独

立
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ぼ
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
安
政
条
約
以
来
の
治
外
法
権
の
存
在
や
関
税

白
主
権
の
喪
失
と
い
う
事
態
は
、
そ
れ
だ
げ
天
皇
制
的
国
家
主
権
を
制
約
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
完
全
独
立
と
は
い
い
が
た
い
の

で
あ
る
。
た
だ
、
イ
ソ
ド
や
中
国
の
よ
う
な
植
民
地
な
い
し
半
植
民
地
的
状
態
で
は
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
完

全
独
立
と
い
う
国
民
的
課
題
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
白
由
民
権
運
動
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
国
民
的
課
題
の
一
つ
に

不
平
等
条
約
撤
廃
の
要
求
が
か
か
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
意
味
で
全
く
正
当
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
が
イ
ソ
ド
・
中
国
的
植
民
地
な
い

し
半
他
民
地
同
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
セ
ポ
ィ
の
反
乱
や
太
平
天
国
と
い
う
イ
ソ
ド
・
中
国
の
人
民
の
列
強
に
た
い
す
る
は
げ
し

い
民
族
的
抵
抗
と
、
列
強
…
の
対
立
と
い
う
国
際
状
勢
を
外
的
契
機
と
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
内
的

契
機
が
な
か
っ
た
な
ら
ぼ
、
容
場
に
政
治
的
経
済
的
従
属
を
強
制
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
服
部
氏
の
「
幕
末
厳
マ
ニ

　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
（
　
二
七
）
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ユ
時
代
」
論
は
、
そ
の
た
め
に
要
請
さ
れ
た
論
理
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
「
幕
末
厳
マ
ニ
ュ
時
代
」
論
は
、
民
族
的
統
一
を
説
明
す

に
は
怜
好
の
論
理
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
す
で
に
帝
国
主
義
段
階
に
ま
さ
に
突
入
し
よ
う
と
す
る
資
本
主
義
列
強
と
の
経
済
的
．
軍
事

力
的
に
対
抗
し
て
独
立
を
か
ち
と
っ
た
経
済
的
基
礎
だ
と
す
る
に
は
、
理
諭
と
し
て
は
貧
弱
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
後
の
実
証
に

っ
れ
て
、
「
幕
末
厳
マ
ニ
ュ
時
代
」
説
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
っ
な
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
経
済
的
発
展
段
階
と
し
て
は
「
厳

マ
ニ
ュ
時
代
」
以
前
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
一
応
の
民
族
的
統
一
と
ヵ
ツ
コ
づ
き
の
「
独
立
」
が
達
成
さ
れ
え
た
の
か

、
と
い
う
説
明
の
論
理
が
必
要
と
た
る
。
井
上
清
氏
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
人
民
の
半
植
民
地
化
と
反
封
建
闘
争
こ
そ
が
、
半

植
民
地
化
を
ま
ぬ
が
れ
え
た
基
本
的
要
因
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
基
本
的
に
継
承
し
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
最
近
の
明
治
維
新

史
研
究
も
、
絶
対
主
義
の
成
立
－
民
族
統
一
は
説
明
し
え
て
い
る
と
し
て
も
、
　
「
独
立
」
が
か
ち
と
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明

に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
「
独
立
」
を
説
明
す
る
た
め
の
内
的
契
機
論
が
あ
ら
た
め
て
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぼ
か

り
で
は
な
い
。
下
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
統
一
の
展
閑
方
向
も
き
わ
め
て
特
徴
性
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
特
徴
を
形
成

さ
せ
た
「
統
一
の
展
閑
「
に
お
け
る
内
的
契
機
論
も
準
術
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
下
山
氏
の
場
合
、
民
族
国
家
と
し
て
の
発
展
に
お

け
る
外
的
契
機
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
が
、
内
的
契
機
諭
は
絶
対
主
義
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
不

閉
確
で
あ
る
。

　
□
大
石
理
論
］
　
大
石
氏
は
、
ｎ
山
民
権
期
の
経
済
的
禿
展
構
逃
・
対
抗
形
態
を
き
わ
め
て
閉
確
に
特
徴
づ
け
、
そ
の
特
徴
的
構
逃

が
政
治
と
経
済
と
の
ズ
レ
を
も
た
ら
し
た
要
囚
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
桁
楠
ぽ
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
わ
が
因
の
場
令
、
「
上

か
ら
」
　
の
資
木
主
菰
化
は
、
産
茉
作
命
以
前
の
絶
対
主
遮
が
推
雌
し
た
木
源
的
蓄
秋
政
策
と
ち
が
っ
て
、
ま
さ
に
機
械
体
系
の
輪

入
・
装
置
に
力
点
を
お
き
、
し
か
も
き
わ
め
て
矩
期
…
の
う
ち
に
そ
の
機
械
体
系
を
技
術
的
氷
礎
と
す
る
資
本
主
義
生
産
を
移
枕
・



育
成
し
よ
テ
と
し
た
。
マ
ニ
ユ
・
時
代
を
本
格
的
に
経
過
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
農
民
層
分
解
－
賃
労
働
形
成
の
雌
史
的
前
提
が
進
行

し
て
い
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
挙
に
右
の
よ
う
な
資
本
制
生
産
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
政
策
は
、
自
生
的
発
展
を
と
げ
よ
う
と

す
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
プ
経
営
を
強
く
抑
圧
し
、
そ
れ
だ
げ
に
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
営
の
発
展
方
向
を
歪
曲
し
、
矛
盾
を
激
成
さ
せ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
・
し
か
も
、
他
方
で
は
尤
大
な
国
公
有
林
を
創
出
し
、
ま
た
私
的
所
有
者
に
た
い
し
て
は
苛
酷
な
旧
封
達
貞
租
を

を
統
一
継
承
化
し
っ
っ
金
納
化
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
口
の
圧
倒
的
部
分
を
占
め
る
小
農
民
経
営
を
破
局
化
さ
せ
た
。
巨

大
な
因
家
資
本
１
１
官
営
工
場
・
特
権
的
資
本
（
国
立
銀
行
・
産
業
貧
本
）
が
国
公
有
林
野
お
よ
び
地
租
収
奪
を
基
盤
に
し
な
が
ら
生
い

立
ち
・
小
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
経
営
と
基
本
的
に
対
抗
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
こ
の
対
抗
１
１
矛
盾
を
前
者
が
娩
定
し
て
い
た
か
ぎ

り
・
運
動
が
よ
り
高
度
の
形
態
と
内
容
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
を
は
じ
め
て
閉
確
に
し
た
の
は
大
石
氏
の
功
績

で
あ
る
・
し
か
し
・
大
石
氏
の
場
合
に
も
、
や
は
り
説
明
し
つ
く
さ
れ
て
い
た
い
の
は
、
右
に
い
っ
た
よ
う
た
「
上
か
ら
」
の
資
本

主
義
化
を
可
能
に
さ
せ
た
国
内
的
条
件
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
産
業
革
命
１
１
磯
械
体
系
の
労
働
１
１
生
産
過
程
へ

の
導
入
は
・
そ
れ
白
体
、
マ
一
一
時
代
が
つ
く
り
だ
し
た
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
一
っ
の
、
基
本
的
な
歴
渇
前
提
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
・
わ
が
国
の
場
合
・
こ
以
歴
史
的
前
提
は
充
分
に
は
存
在
し
て
い
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
・
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
資

本
を
ほ
と
ん
ど
導
入
す
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
植
民
地
た
い
し
半
植
民
地
的
経
済
状
態
に
お
ち
い
る
こ
と
な
く
、
ま
さ
に
白
立

し
た
資
本
と
し
て
「
上
か
ら
」
の
資
本
主
義
化
が
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
…
魑
が
伐
る
。
下
山
氏
が
、
　
「
焔
人

寮
木
ｎ
奇
生
地
士
上
」
が
他
律
的
に
産
業
資
本
に
転
化
し
え
た
と
い
う
場
合
の
那
論
的
江
閉
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
指
梢
さ
れ
た

の
も
・
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
国
家
資
本
・
岡
立
銀
け
・
特
権
的
産
業
資
本
形
成
の
た
め
の
質

金
的
某
礎
は
地
租
収
奪
や
国
公
債
発
行
に
よ
っ
て
説
明
が
っ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
資
本
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
正

　
　
　
　
毒
運
潔
究
の
課
題
と
裏
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
二
九
一
二
九
一
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三
〇
　
（
　
三
〇
）

常
な
前
提
と
し
て
は
、
生
産
物
お
よ
び
労
働
力
に
か
か
わ
る
商
品
市
場
や
資
金
１
－
金
融
市
場
と
い
っ
た
国
内
的
条
件
が
必
要
で
あ
る
。

大
石
氏
が
、
先
進
地
帯
は
そ
の
条
件
を
す
で
に
提
供
し
っ
っ
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
一
っ
の
す
く
い
で
あ
る
が
、
逆
に
い
え
ぼ
先
進

地
帯
以
外
に
お
い
て
そ
の
条
件
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
　
「
上
か
ら
」
の
資
本
主
義
が
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
う
理

論
的
証
明
の
必
要
性
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
　
レ
ー
ニ
ン
「
民
族
白
決
権
に
つ
い
て
」
（
国
民
文
庫
）

　
　
（
３
）
　
「
レ
ー
ニ
ン
民
族
問
題
に
お
け
る
批
判
的
蛍
書
」
（
因
民
文
庫
）

　
〔
■
〕
　
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
は
、
さ
き
に
、
下
山
・
大
石
氏
の
先
進
的
理
論
に
よ
っ
て
も
民
権
運
動
の
全
機
構
的
把
握
は
、
必
ず

し
も
な
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
大
石
理
論
の
基
本
的
特
徴
は
や
は
り
基
底
体
制
還
元
論
で
あ
り
、
運
動
の
独
自
的
発

展
法
則
に
っ
い
て
の
明
確
な
理
論
構
成
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
下
山
理
論
で
は
基
底
体
制
還
元
論
か
ら
脱
出
す
る
た

め
に
上
部
構
迭
の
特
殊
性
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
運
動
の
論
理
は
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
な
い
、
か
ら

で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
闘
争
（
政
治
闘
争
も
経
済
閉
争
も
ふ
く
め
て
）
の
「
究
極
の
規
定
的
要
丙
」
は
経
済
的
要
因
で
あ

る
し
し
か
し
こ
の
こ
と
は
「
経
済
的
要
丙
が
唯
一
の
視
定
的
要
因
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
経
済
状
態
が
土

台
で
あ
る
が
、
し
か
し
上
郁
構
遣
の
種
々
の
要
内
も
１
階
級
闘
争
の
政
治
的
形
態
と
こ
の
闘
争
の
諾
結
果
－
戦
闘
に
勝
っ
た
後
に
勝

利
し
た
附
級
が
さ
だ
め
る
諦
制
度
、
等
１
や
法
形
態
や
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
理
火
の
闘
争
が
参
加
者
の
脳
裡
に
う
っ
し

だ
す
反
〃
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
・
法
学
的
・
折
ｎ
学
的
渚
理
論
・
宗
教
観
と
そ
の
教
義
体
系
へ
の
発
展
で
さ
え
も
、
歴
史
的
闘
箏
の

経
過
に
そ
の
作
川
を
お
よ
ぼ
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
こ
の
闘
争
の
形
態
を
主
と
し
て
規
定
す
る
ぼ
あ
い
も
多
い
。
そ
こ
に
あ
る



の
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
因
の
交
互
作
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
無
数
の
偶
然
事
（
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
相

互
の
内
的
連
関
が
ひ
ど
く
遠
い
か
あ
る
い
は
託
明
で
き
な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
い
う
関
連
を
存
在
し
な
い
も
の
と
み
な
し
不
問
に
付
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

か
ま
わ
な
い
よ
う
な
事
物
や
事
件
）
を
通
じ
て
、
終
局
的
に
は
経
済
的
運
動
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
貫
徹
す
る
」
の
で
あ
る
。

エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
こ
の
規
定
は
、
　
「
経
済
状
態
が
原
因
で
あ
り
、
ひ
と
り
こ
れ
の
み
が
能
動
的
で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
は
受
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

的
な
結
果
に
す
ぎ
な
い
」
と
み
る
基
底
体
制
還
元
論
な
い
し
経
済
決
定
論
に
た
い
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
上
部
構
造
は
「
究
極

的
」
に
は
経
済
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
経
済
的
発
展
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
治
的
．
法
的
．
哲
学

的
・
宗
教
的
・
文
学
的
・
芸
術
的
上
都
諸
構
造
は
相
対
的
独
自
性
を
も
ち
、
そ
の
お
か
げ
で
生
産
の
条
件
と
行
程
に
た
い
し
て
反
作

用
を
お
よ
ぽ
す
。
政
治
的
運
動
に
っ
い
て
い
え
ぼ
、
経
済
的
運
動
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
相
対
的
独
自
性
を
附
与
さ
れ
た
運
動
と
し

て
、
す
な
わ
ち
国
家
権
力
の
．
運
動
と
こ
れ
に
反
対
す
る
反
対
派
の
運
動
と
の
対
抗
過
程
と
し
て
展
開
し
、
し
か
も
そ
れ
は
階
級
闘
争

と
し
て
で
は
な
く
政
治
的
原
理
の
た
め
の
闘
争
と
し
て
反
映
す
る
。
本
来
も
っ
と
も
高
度
な
階
級
闘
争
で
あ
る
は
ず
の
政
治
闘
争
が

政
治
的
原
理
の
た
め
の
闘
争
と
い
う
よ
う
に
さ
か
だ
ち
し
て
反
映
す
る
の
は
、
行
動
が
政
治
的
・
法
的
そ
の
他
の
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

観
念
や
、
こ
れ
ら
の
襯
念
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
政
治
的
運
動
は
、
因
家
権
力
の
運
動
に
た
い
す
る
、
支
配
階
級
の
政
治
的
支
配
に
た
い
す
る
運
動
で
あ
る
。
こ
の
国
家
権
力
の
運

動
は
、
権
力
機
閑
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
や
否
や
、
杜
会
に
た
い
し
て
み
ず
か
ら
を
独
立
さ
せ
、
そ
れ
と
ｎ
時
に
、
国
家
が
共
同
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

１
１
背
遍
的
利
益
の
擁
護
体
で
あ
る
と
い
う
幻
想
性
１
ー
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
を
っ
く
り
だ
す
。
一
っ
の
階
級
が
排
他
的
支
配
を
確
立
し
え
て

い
な
い
杜
会
状
態
を
基
礎
と
す
る
絶
対
王
制
に
お
い
て
は
、
　
「
分
業
に
よ
っ
て
公
的
利
害
の
管
理
」
に
あ
た
る
官
僚
制
を
生
み
だ
し
、

こ
の
竹
僚
制
を
基
軸
と
す
る
こ
と
で
国
家
は
見
せ
か
け
の
「
独
立
性
」
を
よ
り
強
く
す
る
。
そ
し
て
官
僚
に
た
い
し
て
は
「
実
直
な

　
　
　
民
椛
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
（
　
三
一
）
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二
　
（
　
三
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

官
吏
意
識
」
を
強
要
し
、
人
民
に
た
い
し
て
は
「
国
家
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
幻
想
」
を
浸
透
さ
せ
て
ゆ
く
。
王
権
神
授
論
や
普
遍

教
会
か
ら
独
立
し
た
国
家
宗
教
理
念
の
形
成
が
そ
の
思
想
的
軸
と
な
る
。
だ
か
ら
、
従
前
の
支
配
階
級
に
と
っ
て
か
わ
ろ
う
と
す
る

新
し
い
階
級
は
、
そ
の
目
的
を
逐
行
す
る
た
め
だ
げ
に
で
も
、
そ
の
利
益
を
杜
会
の
全
成
員
の
共
通
の
利
益
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
み

せ
る
必
要
が
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
、
そ
の
革
命
的
思
想
に
普
遍
性
の
形
式
を
与
え
、
そ
れ
を
唯
一
の
合
理
的
な
、
普
遍
妥
当
的

な
思
想
１
１
政
治
原
珊
と
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革
命
に
と
っ
て
の
普
遍
的
観
念
１
１
政
治
原
理
は
、
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

ま
で
も
た
く
白
由
・
平
等
で
あ
る
。
だ
が
、
か
か
る
対
立
し
た
政
治
原
理
を
っ
く
り
だ
す
こ
と
だ
げ
で
直
ち
に
運
動
が
展
開
さ
れ
る

の
で
は
な
い
。
権
力
は
武
装
さ
れ
た
組
織
体
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
対
立
す
る
普
遍
的
観
念
を
大
衆
に
浸
透

さ
せ
、
組
織
し
、
主
体
的
な
戦
闘
部
隊
と
し
て
っ
く
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
ブ
ロ
ッ
ホ
宛
書
翰
（
一
八
九
〇
年
九
月
二
一
～
二
二
日
）

エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
Ｈ
シ
ュ
タ
ル
ケ
ソ
ブ
ル
ク
宛
書
翰
（
一
八
九
四
年
一
月
二
五
日
）

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
Ｋ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
宛
書
翰
（
一
八
九
〇
年
一
〇
月
二
七
日
）

エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
フ
オ
イ
コ
ル
バ
ッ
ハ
論
』
　
（
国
民
文
咋
版
六
九
～
七
〇
頁
）
参
照
。

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
　
（
邦
訳
全
集
塘
三
巻
一
九
〇
頁
）

右
同
苫
四
三
～
四
頁
参
照
。

参
照

　
か
く
し
て
、
政
治
運
動
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
　
「
究
概
的
」
要
悩
と
し
て
の
経
済
状
態
の
把
握
を
出
党
点
と
し
、
そ

れ
に
規
定
さ
れ
た
客
襯
的
存
在
状
態
と
し
て
の
階
級
関
係
を
閉
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
権
力
の
運
動
Ｈ
過
租
お
よ
び
そ
の
政
治
原
珊
と

こ
れ
に
対
立
す
る
政
治
原
理
お
よ
び
そ
の
組
織
体
の
運
動
の
対
抗
過
秋
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
白
由
民

権
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
経
済
状
態
お
よ
び
階
級
関
係
か
ら
い
き
な
り
白
由
民
権
運
動
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
方
法
が



　
〔
皿
〕
　
そ
れ
で
は
、
さ
き
に
設
定
し
た
諸
特
徴
を
も
っ
自
由
民
権
運
動
と
い
う
特
殊
・
具
体
的
な
政
治
運
動
を
と
ら
え
る
た
め
に

は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
っ
い
て
は
稿
を
改
め
る
と
し
て
、
要
点
の
み
を
か
か
げ
る
こ
と
に

し
よ
う
。

　
¢
　
大
石
氏
の
業
績
を
検
討
す
る
さ
い
に
み
た
よ
う
な
、
日
本
資
本
主
義
形
成
１
１
本
源
的
蓄
積
の
諸
特
徴
に
着
目
し
て
経
済
状
態

を
分
析
す
る
こ
と
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ぼ
、
そ
の
源
蓄
の
テ
コ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
＠
租
税
制
度
と
り
わ
げ
旧
封
建
貢
－
租
を
統

一
・
継
承
し
た
金
納
地
租
（
Ｈ
地
租
改
正
）
、
ｏ
秩
禄
処
分
お
よ
び
国
公
債
政
策
、
◎
殖
産
興
業
政
策
、
¢
人
為
的
関
税
障
壁
の
撤
廃

・
商
品
生
産
お
よ
び
販
売
の
白
由
、
◎
貨
幣
・
信
用
制
度
の
創
出
等
で
あ
る
。
こ
の
ど
れ
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
成
立
期
の
古
典

的
絶
対
主
義
と
は
異
っ
て
お
り
、
現
象
的
に
み
れ
ぼ
経
済
的
諸
関
係
の
発
達
段
階
よ
り
高
度
な
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

経
済
的
に
自
立
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
源
蓄
が
可
能
で
あ
っ
た
内
的
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
と
く
に

検
討
を
要
す
る
問
題
は
工
業
に
か
ん
し
て
い
え
ぼ
、
＠
国
家
資
本
（
１
－
官
営
諸
工
場
）
の
歴
史
的
役
割
、
０
巨
大
政
商
－
国
立
銀
行
資

本
お
よ
び
産
業
資
本
の
形
成
と
そ
の
機
能
（
国
家
と
の
愈
着
・
民
問
諸
産
業
と
の
対
抗
関
係
）
、
◎
民
問
産
業
に
お
け
る
資
本
関
係
の
形
成

お
よ
び
＠
・
ｏ
と
の
対
抗
的
関
係
、
ゆ
労
働
力
の
存
在
形
態
等
が
、
農
業
に
っ
い
て
い
え
ぼ
、
◎
国
公
有
林
野
の
工
業
お
よ
び
農
業

生
庵
に
及
ぽ
す
影
響
、
＠
地
租
収
奪
と
私
的
土
地
所
有
と
り
わ
け
小
農
民
経
営
と
の
関
係
、
＠
農
民
層
の
分
解
と
対
抗
形
態
（
所
有

と
経
営
の
関
係
と
そ
の
進
展
方
向
）
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
大
石
氏
の
み
な
ら
ず
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
＠
・
＠
．
◎
と
い
う

日
本
経
済
の
支
配
体
制
に
か
ん
す
る
分
析
は
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
を
不
問
に
付
し
て
は
、
経
済
的
対
抗
関
廉
は
明

ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
諦
点
を
検
討
す
る
場
合
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
世
界
経
済
と
り
わ
け
先
進
的
列
強
資
本
と

い
か
に
誤
っ
て
い
る
か
は
、
右
の
政
治
運
動
把
握
の
原
理
に
て
ら
す
と
き
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
民
権
運
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
漆
）
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三
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三
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
（
三
四
）

の
相
互
作
用
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
右
の
諸
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
級
関
係
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
権
力
の
問
題
に
っ
い
て
は
も
っ
と
も
厄
介
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
諸
点
は
、
っ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
＠
中
央
集
権
的

官
僚
機
構
が
王
権
の
充
分
な
成
熟
を
ま
た
ず
に
、
　
「
有
司
」
独
裁
と
い
う
彩
で
形
成
さ
れ
た
（
中
央
政
府
に
ょ
る
一
元
的
人
民
支
配
）
、

＠
地
方
行
政
機
構
が
中
央
官
僚
機
構
に
全
面
的
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
た
、
◎
裁
判
権
の
中
央
政
府
へ
の
公
収
、
¢
近
代
的
装
備
と
戦
争

方
式
に
た
っ
軍
事
機
構
お
よ
ぴ
警
察
機
構
が
急
激
に
創
出
さ
れ
た
、
等
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
力
機
関
の
と
れ
一
っ
を
と
っ
て
み
て

も
、
十
四
・
五
世
紀
な
い
し
十
七
・
八
世
紀
の
絶
対
主
義
の
権
力
構
造
と
は
い
ぢ
ぢ
る
し
く
ち
が
っ
て
お
り
、
十
九
世
紀
中
葉
の
プ

ロ
シ
ャ
　
　
ト
イ
ツ
帝
国
の
権
力
構
造
に
近
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
立
し
た
天
皇
制
国
家
は
、
権
力
１
１
国
家
形
態
と
し
て

は
明
ら
か
に
絶
対
主
義
で
あ
る
が
、
古
典
的
絶
対
主
義
か
ら
抽
象
さ
れ
た
絶
対
主
義
理
論
の
機
械
的
適
用
で
は
解
げ
な
い
要
素
な
い

し
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
治
的
権
力
機
関
と
と
も
に
そ
の
国
家
意
志
を
表
現
す
る
法
体
系
の
う
ち
民
法
、
商
法
だ
け
を

と
っ
て
み
て
も
、
十
九
世
紀
中
葉
の
ド
ィ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
を
範
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
特
異
性
を
も
っ
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
古
典
的
絶
対
主
義
の
成
立
期
に
く
ら
べ
る
と
き
、
わ
が
国
の
成
立
期
絶
対
主
義
は
上
部
構
造

に
お
け
る
政
治
、
法
律
部
門
に
お
い
て
特
徴
的
構
遣
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
的
構
追
、
か
一
挙
に

っ
く
り
上
げ
ら
れ
た
内
発
的
要
因
、
と
り
わ
け
そ
の
上
都
構
造
上
の
諾
契
機
は
何
で
あ
っ
た
か
を
、
十
九
世
紀
中
葉
の
世
界
状
勢
と

の
閑
連
で
迫
究
し
て
み
る
必
要
か
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
権
力
形
成
に
あ
た
っ
て
っ
く
り
上
げ
ら
れ
た
普
遍
的
観
念
は
、
　
二
君

万
民
」
論
と
「
万
国
対
峠
」
１
１
国
家
の
白
立
的
発
展
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
政
治
的
集
中
１
１
天
皇
制
絶
対
主
義
の
形
成
と
民
族
的
分

離
１
－
民
放
周
宗
形
成
を
同
時
的
に
実
理
し
よ
う
と
す
る
支
配
原
理
で
あ
る
。
こ
の
政
治
原
理
の
実
現
手
段
と
し
て
「
公
議
世
論
」
手
か



強
調
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
地
方
官
会
議
、
元
老
院
が
、
ま
た
三
新
法
に
と
も
な
う
府
県
会
、
民
会
が
開
設
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
権

力
集
中
化
の
た
め
の
措
置
、
と
り
わ
げ
府
県
会
、
民
会
開
設
が
身
分
原
理
か
ら
財
産
原
理
へ
の
原
理
転
換
を
随
伴
し
、
豪
農
層
の
政

治
的
進
出
と
政
治
的
矛
盾
を
実
感
さ
せ
る
場
１
１
契
機
と
も
な
っ
た
。

　
＠
　
民
権
派
の
形
成
１
－
運
動
は
、
経
済
的
対
抗
１
１
階
級
関
係
を
基
礎
と
す
る
が
、
権
力
機
構
の
特
徴
性
を
反
映
し
て
、
よ
り
高
度

の
理
論
を
っ
く
り
だ
し
、
組
織
化
を
な
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
と
く
に
検
討
を
要
す
る
の
は
っ
ぎ
の
諸
点
で
あ
る
。

＠
「
天
賦
人
権
」
１
－
白
由
・
平
等
が
輸
入
理
論
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
六
杜
１
１
啓
蒙
主
義
者
と
異
な
っ
て
政
治
的
、
実
践
的
批

判
原
理
と
し
て
機
能
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
ｏ
民
権
派
組
織
化
の
要
因
と
し
て
、
の
地
租
改
正
、
殖
産
興
業
．
マ
ニ
ュ
の
発
展
に
よ
る

経
済
的
支
配
と
被
支
配
と
の
矛
盾
の
普
遍
化
－
激
化
、
◎
地
方
議
会
開
設
に
と
も
な
う
矛
盾
認
識
、
◎
マ
ス
コ
、
、
、
、
交
通
機
関
の
発

達
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
、
◎
民
権
理
論
の
進
化
を
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
そ
れ
白
体
の
梧
対
的
自
律
的
発
展
性
か
ら
も
解
明
す
る
必
要

が
あ
る
。
ゆ
民
椎
論
者
に
根
強
く
残
存
す
る
国
権
論
を
列
強
の
政
治
的
攻
勢
だ
け
で
な
く
経
済
的
要
囚
か
ら
も
論
証
す
る
必
要
が
あ

る
。
◎
ｋ
枚
派
の
急
速
な
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
敗
北
の
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
彼
等
の
経
済
的
、
杜
会
的
存

在
状
態
か
ら
説
閉
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ｋ
権
巡
動
研
究
の
課
題
と
方
法
（
後
藤
）

三
五
　
　
　
三
五
）


